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神
杉
　
靖
嗣
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、「
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
」
と
題
し
、

幕
末
維
新
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
国
学
者
・
神
道
人
の
主
に
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ

る
神
観
念
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
序
章
と
終
章
を
含
め
た
全
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
本
論
文
の
意
図
・
目
的
等
を
述
べ
た
序
章
、
本
論
文
の
第
一
部
と
で
も
い
う
べ

き
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
明
治
初
期
に
お
け
る
政
府
の
教
育
及
び
神
祇
・
神
道
教
化
を
担

当
す
る
機
関
で
あ
る
皇
学
所
や
神
祇
官
・
宣
教
使
な
ど
を
拠
点
に
活
動
し
た
国
学
者
・
神
道
人

を
取
り
上
げ
た
論
考
、
第
二
部
に
当
た
る
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
か
け
て
の
明
治
後
期
か
ら
昭

和
前
期
に
か
け
て
再
び
浮
上
し
て
く
る
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ
る
神
観
念
を
論
じ
た
神
道
人
を

扱
っ
た
論
考
、
そ
し
て
最
後
に
本
論
文
全
体
を
総
括
し
た
終
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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序
章
「
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
の
把
握
に
む
け
て
―
本
研
究

に
お
け
る
課
題
」
で
は
、
本
論
文
の
目
的
と
課
題
が
述
べ
ら
れ
お
り
、
幕
末
維
新
期
と
い
う

近
代
日
本
を
も
た
ら
し
た
激
動
の
時
代
に
、
神
道
を
代
表
す
る
神
で
あ
り
「
最
高
至
貴
」
と

さ
れ
る
天
照
大
神
と
と
も
に
『
古
事
記
』
冒
頭
に
登
場
す
る
「
造
化
三
神
」
の
う
ち
の
一
柱

で
あ
る
天
之
御
中
主
神
を
最
高
神
と
す
る
観
念
が
台
頭
し
て
く
る
背
景
、
そ
し
て
結
果
的
に

は
昭
和
前
期
に
至
っ
て
も
そ
の
神
観
念
が
普
及
・
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
の
経
緯
・
要
因
等

を
研
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
・
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
序
章
に
は
本
論
文
を
構

成
す
る
各
章
の
概
要
も
記
さ
れ
て
お
り
、
読
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
「
松
代
藩
士
長
谷
川
昭
道
の
皇
道
理
論
」
で
は
、
佐
久
間
象
山
と
並
ん
で
幕
末
維

新
期
の
松
代
藩
を
代
表
す
る
儒
学
者
で
あ
り
、
「
皇
道
」
学
者
と
し
て
藩
政
や
維
新
政
府
の
学

校
行
政
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
長
谷
川
昭
道
が
展
開
し
た
異
色
の
神
観
念
が
紹
介
・
分

析
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
昭
道
は
岩
倉
具
視
が
主
導
す
る
明
治
維
新
政
府
に
よ
る
学
校
設
立

運
動
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
国
学
者
・
神
道
人
の
範
疇
に

入
ら
な
い
学
者
と
見
做
さ
れ
て
い
る
長
谷
川
に
は
、
天
之
御
中
主
神
論
を
最
高
神
に
据
え
る
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思
想
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
昭
道
の
人
物
や
皇
道
的
思
想
な
ど
に
つ
い
て
種
々
の
資
料

を
用
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
現
在
の
長
谷
川
昭
道
研
究
の
基
礎
を
作
っ
た
飯
島
忠
夫
の
研
究

を
参
考
に
し
、
昭
道
の
『
皇
道
述
義
』
を
主
た
る
考
察
の
対
象
と
し
て
昭
道
の
神
観
念
を
分

析
し
て
い
る
。

　
論
者
に
よ
れ
ば
、
昭
道
の
神
道
説
に
は
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
御
産
巣
日

神
と
国
常
立
神
・
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
之
神
・
天
之
常
立
神
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
神
の
異

名
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
神
の
解
釈
・
理
解
に
お
い
て
根
拠
の
な
い
牽
強
付
会
的
な
側
面
が

存
在
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
昭
道
の
学
問
に
対
す
る
基
本
姿
勢
に
は
根
本
的
な
「
神

皇
ノ
太
学
」
、
す
な
わ
ち
「
皇
学
」
を
中
心
に
据
え
る
べ
き
と
い
う
思
想
・
信
念
が
あ
り
、
神

観
念
と
儒
教
的
思
想
を
昭
道
自
身
の
世
界
観
と
し
て
再
編
成
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま

た
、
当
時
の
時
代
背
景
に
お
け
る
昭
道
の
神
道
論
は
、
神
道
を
「
皇
道
」
へ
と
転
換
・
発
展

さ
せ
る
皇
道
論
の
構
築
に
向
け
て
の
神
道
論
の
近
代
化
と
も
い
う
べ
き
側
面
を
有
し
て
い
る

と
評
価
す
る
。
さ
ら
に
論
者
は
、
昭
道
の
神
道
論
・
皇
道
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な
点
は
、

天
照
大
神
を
中
心
と
し
て
最
大
限
尊
崇
す
べ
し
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
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天
皇
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
皇
統
の
系
譜
を
現
実
世
界
の
秩
序
の
中
心
と
し
て
信
仰
・

尊
重
す
べ
し
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
昭

道
の
神
道
説
は
天
照
大
神
一
神
に
収
斂
す
る
の
で
は
な
く
、
「
皇
太
祖
天
之
御
中
主
天
皇
」
と

太
陽
を
根
元
と
す
る
皇
統
の
系
譜
に
行
き
着
く
と
い
う
の
で
あ
り
、
太
陽
と
天
之
御
中
主
神

を
中
心
と
し
て
天
皇
に
結
び
付
け
る
独
特
の
神
道
説
・
神
観
念
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
第
二
章
「
杵
築
の
国
学
者
・
物
集
高
世
の
神
道
論
―
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
観
を
中
心
と

し
て
―
」
で
は
、
明
治
初
期
に
宣
教
使
の
官
員
で
あ
っ
た
豊
後
国
杵
築
藩
出
身
の
平
田
派
の

国
学
者
・
歌
人
で
あ
る
物
集
高
世
の
神
観
念
が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
物
集
高
世
の

神
観
念
を
考
察
・
分
析
す
る
た
め
に
は
、
高
世
の
神
観
念
を
知
る
上
で
最
も
重
要
な
著
作
で

あ
る
『
神
道
本
論
注
解
』
を
丹
念
に
読
み
込
む
こ
と
が
必
要
と
の
認
識
か
ら
出
発
し
、
当
該

著
作
に
お
い
て
高
世
は
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
二
柱
の
神
に
関
し
て
、
天
地
万
物
を
創
造
し
、

教
え
を
最
初
に
広
め
る
役
割
も
担
っ
た
神
と
解
釈
し
、
神
道
古
典
に
記
載
が
な
い
も
の
も
含

め
て
こ
の
二
神
の
役
割
を
極
め
て
大
き
な
も
の
と
見
て
お
り
、
そ
れ
は
高
世
の
後
の
著
作
『
宣

教
講
本
』、『
祅
教
六
日
間
考
』
に
至
っ
て
も
一
貫
し
て
い
る
、
と
述
べ
る
。



－ 5 － － 4 －

　
ま
た
、
そ
の
神
道
論
に
つ
い
て
は
演
繹
的
で
あ
り
、
必
ず
し
も
古
典
に
忠
実
で
は
な
い
と

の
批
判
も
あ
る
が
、
高
世
の
神
道
論
は
平
田
篤
胤
の
神
観
を
基
本
的
に
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、

特
に
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
に
多
く
の
役
割
を
与
え
た
こ
と
で
神
道
思
想
史
上
で
も
非
常
に

独
特
で
あ
り
、
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
措
定
し
た
上
で
の
多

神
教
を
基
本
と
し
た
独
自
説
の
一
つ
の
形
で
あ
り
、
当
時
の
時
代
状
況
を
色
濃
く
反
映
す
る

も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
三
章
「
平
田
派
国
学
者
の
神
観
再
考
―
渡
辺
重
石
丸
の
天
之
御
中
主
神
観
を
中
心
に
―
」

で
は
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ
る
專
論
と
し
て
有
名
な
『
天
之
御
中

主
神
考
』
の
著
者
で
あ
り
、
明
治
初
期
に
皇
学
所
教
官
や
教
部
省
官
員
等
を
歴
任
し
、後
の
「
久

米
邦
武
筆
禍
事
件
」
で
も
有
名
な
平
田
派
国
学
者
の
渡
辺
重
石
丸
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
渡
辺
重
石
丸
の
天
之
御
中
主
神
論
は
、
村
岡
典
嗣
の
古
典
的
な
研
究
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教

や
朱
子
学
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
や
皮
相
的
で
あ
る
と
し
て
、
重
石
丸

の
「
神
論
」
の
本
質
を
知
る
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
の
影
響
関
係
だ
け
で
な
く
、
天
之

御
中
主
神
中
心
論
で
あ
っ
て
も
結
論
的
に
は
「
天
皇
」
に
「
孝
道
」
を
尽
す
、
ま
た
幽
冥
を
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論
じ
る
部
分
に
あ
っ
て
も
こ
の
世
で
善
を
な
し
道
徳
的
に
生
き
る
べ
し
と
い
う
形
で
現
世
的

道
徳
論
に
重
点
を
置
く
点
に
あ
る
こ
と
に
こ
そ
視
点
を
据
え
る
べ
き
と
主
張
。
そ
の
上
で
論

者
は
、
重
石
丸
の
神
観
念
に
は
そ
の
根
底
に
現
世
的
傾
向
が
強
く
あ
り
、「
神
論
」
の
形
を
と
っ

て
は
い
て
も
、
実
質
的
に
は
「
国
体
論
」
・
「
道
徳
論
」
と
し
て
の
趣
・
傾
向
が
強
い
と
結
論

づ
け
て
い
る
。

　
第
四
章
「
国
学
者
鈴
木
雅
之
に
つ
い
て
の
一
考
察
―『
撞
賢
木
』
を
中
心
と
し
て
―
」
は
、

農
民
出
身
の
異
色
の
国
学
者
で
あ
る
鈴
木
雅
之
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
草
莽
の
国
学
者
と

し
て
の
鈴
木
雅
之
の
存
在
は
早
く
村
岡
典
嗣
の
紹
介
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に

伊
東
多
三
郎
や
伊
藤
至
郎
の
研
究
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　
鈴
木
雅
之
は
下
総
の
一
農
民
出
身
で
あ
り
な
が
ら
国
学
を
学
び
、
明
治
維
新
政
府
に
於
い

て
は
当
時
の
官
立
の
大
学
校
の
少
助
教
や
宣
教
使
の
権
中
講
義
に
も
就
い
た
人
物
で
あ
る
が
、

明
治
四
年
に
三
十
五
歳
の
若
さ
で
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
雅
之
の
神
観
を

め
ぐ
る
研
究
に
は
文
献
上
の
制
約
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
論
者
は
雅
之
の
主
著
で
あ
る
『
撞

賢
木
』
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
て
雅
之
の
神
観
を
分
析
し
て
い
る
。
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論
者
は
、
『
撞
賢
木
』
の
検
討
・
分
析
を
通
し
て
、
雅
之
の
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ
る
論
考

は
平
田
篤
胤
以
降
の
天
之
御
中
主
神
観
の
一
つ
の
到
達
点
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
解
明
し
、
さ
ら
に
、
論
者
は
雅
之
の
思
想
的
な
世
界
観
の
根
本
を
な
し
て
い
る
の
は
「
生

成
の
道
」
で
あ
り
、
そ
の
神
観
に
お
け
る
「
道
」
の
具
体
化
・
日
常
化
の
側
面
は
、
外
見
的
・

表
面
的
に
は
儒
教
倫
理
に
近
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
信
仰
を
基
礎
と
し
て
神
道
を
宗
教
的

に
深
化
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
儒
教
道
徳
と
は
異
質
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
五
章
「「
別
天
神
論
争
」
と
星
野
輝
興
の
神
道
学
説
に
つ
い
て
」
で
は
、
昭
和
十
七
年
に

起
き
た
、
神
道
界
を
は
じ
め
様
々
な
民
族
主
義
・
国
粋
主
義
団
体
等
を
巻
き
込
ん
だ
、
い
わ
ゆ

る
「
別
天
神
論
争
」（
神
典
擁
護
運
動
）
に
関
連
し
て
、
当
該
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
宮
内
省

掌
典
の
星
野
輝
興
の
神
道
論
・
神
観
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
星
野
の
神
観
念

は
高
天
原
を
地
上
の
現
実
的
な
場
所
と
し
て
措
定
し
て
お
り
、
高
天
原
の
神
聖
性
と
天
皇
の
権

威
の
源
泉
を
天
照
大
神
と
の
関
連
以
外
に
一
切
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
祭
祀
実
践

者
と
し
て
の
信
念
か
ら
き
た
と
思
わ
れ
る
神
道
説
は
、
平
田
篤
胤
以
降
の
神
道
思
想
家
の
宇
宙

的
に
ス
ケ
ー
ル
が
広
が
っ
た
神
道
論
か
ら
み
る
と
異
端
的
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
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次
い
で
そ
の
理
由
・
背
景
と
し
て
、
星
野
の
神
道
説
は
元
々
人
格
神
で
あ
る
天
照
大
神
を

最
高
の
民
族
神
と
し
て
天
皇
の
権
威
の
源
泉
と
し
て
確
立
す
る
と
い
う
意
味
で
、
当
時
の
ナ

チ
ス
流
の
軍
人
精
神
に
も
、
神
道
非
宗
教
論
の
内
務
省
の
官
僚
に
も
親
和
性
が
あ
っ
た
と
思

量
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
軍
部
や
文
部
省
・
内
務
省
な
ど
の
官
僚
の
一
部
の
支
持
を
受
け
、
一

時
的
に
せ
よ
神
道
思
想
統
一
の
基
準
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。

　
第
六
章
「
星
野
輝
興
の
天
照
大
神
に
収
束
す
る
神
道
学
説
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
前
章
で

言
及
さ
れ
て
い
る
星
野
の
神
道
説
を
再
検
討
す
べ
く
、
星
野
の
神
道
説
に
対
し
て
最
も
先
鋭

的
な
批
判
を
遂
行
し
た
、
当
時
の
代
表
的
「
日
本
主
義
日
本
哲
学
者
」
で
あ
る
松
永
材
の
「
星

野
説
の
根
本
動
機
」
を
通
し
て
、
星
野
説
の
特
徴
を
把
握
し
、
星
野
輝
興
の
神
道
説
の
み
な

ら
ず
星
野
輝
興
自
身
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

　
こ
の
分
析
の
結
果
、
論
者
は
、
星
野
説
は
昭
和
十
年
頃
か
ら
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
終
戦
ま

で
変
化
が
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
、
非
常
時
の
中
で
自
ら
の
信
念
を
一
般
人
ま

で
含
め
て
広
く
吐
露
し
、
積
極
的
に
時
代
と
関
わ
っ
た
面
が
強
い
と
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、

む
し
ろ
、
星
野
を
加
害
者
と
し
て
政
府
の
神
道
思
想
統
一
に
協
力
し
た
者
と
い
う
よ
り
は
、
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政
府
に
一
時
的
に
利
用
さ
れ
、
政
府
の
脅
威
と
な
り
え
た
反
政
府
運
動
の
拡
大
と
い
う
事
態

に
な
る
と
切
り
捨
て
ら
れ
た
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
者
と
捉
え
な
お
す
の
が
妥
当
で
は
な
い

か
、
と
結
論
す
る
。

　
第
七
章
「
今
泉
定
助
の
三
位
一
体
の
天
之
御
中
主
神
論
」
で
は
、
幕
末
に
生
ま
れ
昭
和
ま

で
活
躍
し
た
教
育
者
・
国
学
者
・
神
道
思
想
家
で
あ
る
今
泉
定
助
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
論
者
は
、
東
京
大
学
古
典
講
習
科
入
学
以
来
、
新
進
気
鋭
の
若
き
国
文
学
研
究
者
と
し
て

出
発
し
た
今
泉
定
助
が
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
神
道
家
の
川
面
凡
児

と
の
出
会
い
を
経
て
以
降
、
今
泉
の
神
道
説
は
「
禊
、
祓
、
鎮
魂
」
を
そ
れ
ぞ
れ
霊
魂
観
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
、思
想
的
に
深
化
し
て
い
く
過
程
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

今
泉
の
神
道
説
は
、
各
々
の
絶
え
ざ
る
個
人
的
な
自
己
修
養
を
も
と
め
る
意
味
で
中
心
回
帰

的
で
あ
り
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
秩
序
の
も
と
で
の
絶
え
ざ
る
生
成
発
展
を
求
め
る
意
味
で

派
生
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
し
、

道
徳
的
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
に
は
止
ま
ら
な
い
神
道
説
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、

結
論
的
に
は
、
今
泉
の
神
道
教
説
は
、「
生
成
発
展
」・「
修
理
固
成
」
の
思
想
を
核
と
し
な
が
ら
、
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道
徳
的
・
哲
学
的
な
様
々
な
思
想
と
自
己
修
養
、
霊
魂
観
な
ど
が
伏
線
的
に
潜
在
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
神
道
思
想
の
延
長
線
上
に
主
張
さ
れ
る
の
が
、
最
終
的
な
皇
道
に
よ
る
世
界
救

済
を
目
指
す
「
世
界
皇
化
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
論
じ
て
い
る
。

　
終
章
「
近
代
の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
が
示
唆
す
る
も
の
」
で
は
、
本
論
文
に
お
け

る
各
章
の
論
者
自
身
に
よ
る
「
結
論
」
と
本
論
文
全
体
へ
の
総
括
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　「
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
」
と
題
す
る
本
論
文
の
目

的
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
長
谷
川
昭
道
、
物
集
高
世
、
渡
辺
重
石
丸
、

鈴
木
雅
之
、
そ
し
て
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
活
動
し
た
星
野
輝
興
や
今
泉
定
助
な
ど
の

「
神
観
念
」
を
、
主
と
し
て
天
之
御
中
主
神
と
の
関
係
で
検
討
・
分
析
し
、
近
代
に
お
け
る
多

様
な
神
観
念
の
諸
相
と
そ
の
展
開
を
明
治
初
期
及
び
昭
和
前
期
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
と
の
相

関
関
係
か
ら
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
、
他
に
あ
ま
り
類
例
の
な
い
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。
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　『
古
事
記
』
冒
頭
に
登
場
す
る
天
之
御
中
主
神
を
重
視
す
る
神
観
念
が
平
田
篤
胤
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
正
九
年
に
村
岡
典
嗣
が
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の

影
響
」
で
指
摘
し
て
以
来
の
通
説
で
あ
る
が
、
本
論
文
は
こ
の
通
説
を
基
本
的
に
継
承
し
つ
つ
、

天
之
御
中
主
神
観
が
幕
末
維
新
期
の
平
田
派
国
学
者
等
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

つ
い
に
は
明
治
維
新
政
府
に
よ
る
大
教
宣
布
運
動
で
天
照
大
神
を
も
凌
ぐ
ほ
ど
の
中
心
的
神

格
に
ま
で
上
昇
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
そ
の
背
景
・
要
因
を
当
時
の
時
代
状
況
を
見

据
え
な
が
ら
前
記
国
学
者
等
の
神
観
念
の
検
討
・
分
析
を
通
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
な
ら
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
明
治
初
期
の
国
学
を
め
ぐ
る
思
想
研
究
の
域
を
出

な
い
の
で
あ
る
が
、
論
者
の
関
心
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
本
論
文
の
特
色
と

意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
八
年
設
立
の
神
道
事
務
局
神
殿
の
祭
神
奉
斎
を
め
ぐ
る
「
祭

神
論
争
」
が
明
治
十
四
年
の
勅
裁
に
よ
る
決
着
に
よ
っ
て
、
天
之
御
中
主
神
は
「
表
舞
台
」

か
ら
一
旦
姿
を
消
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
昭
和
時
代
に
入
り
そ
の
伏
流
し
て
潜
在
し
て

い
た
天
之
御
中
主
神
を
中
心
に
し
た
思
想
や
信
仰
が
再
び
「
表
舞
台
」
に
姿
を
現
す
こ
と
に

な
る
と
す
る
、
論
者
独
特
の
歴
史
的
事
象
へ
の
関
心
に
立
脚
し
た
視
点
で
あ
る
。
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こ
の
視
点
か
ら
の
近
代
神
道
に
お
け
る
神
観
念
の
変
遷
過
程
や
そ
れ
に
係
る
顛
末
を
考
察

し
た
研
究
は
、
長
年
に
わ
た
り
明
治
期
の
天
之
御
中
主
神
論
研
究
を
遂
行
し
て
き
た
佐
々
木

聖
使
が
唯
一
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
佐
々
木
『
天
之
御
中
主
神
の
ゆ
く
へ
―

近
代
的
神
観
の
確
立
と
葛
藤
―
』
、
龍
声
社
、
平
成
二
十
五
年
）
。
無
論
、
本
論
文
も
こ
の
佐
々

木
の
研
究
成
果
に
大
き
な
刺
激
や
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
佐
々
木
が

対
象
と
し
て
い
な
い
時
代
、
す
な
わ
ち
天
之
御
中
主
神
が
再
び
「
表
舞
台
」
に
姿
を
現
す
こ

と
に
な
る
昭
和
前
期
に
、
宮
内
省
掌
典
と
し
て
活
躍
し
た
星
野
輝
興
と
、
今
泉
定
助
や
日
本

主
義
哲
学
者
の
松
永
材
等
と
の
相
異
な
る
神
観
念
を
め
ぐ
る
対
立
・
相
克
を
通
し
て
、
近
代

の
国
学
者
・
神
道
人
の
神
観
念
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
た
点
は
、
従
来
の
近

代
神
道
思
想
・
神
観
念
に
関
す
る
研
究
の
欠
落
部
分
を
補
う
も
の
と
し
て
大
い
に
評
価
す
べ

き
と
思
慮
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
之
御
中
主
神
は
、
『
古
事
記
』
冒
頭
に
お
け
る
「
造
化
三
神
」
の
一
柱
で
あ

る
が
、最
初
の
出
現
以
後
は
『
古
事
記
』
に
も
登
場
せ
ず
具
体
的
事
蹟
も
不
明
で
あ
る
。
故
に
、

論
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
『
古
事
記
』
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
本
居
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宣
長
で
さ
え
も
天
之
御
中
主
神
に
関
し
て
は
語
義
・
語
釈
の
み
で
、
そ
の
神
格
等
に
つ
い
て

は
語
っ
て
い
な
い
。
そ
の
天
之
御
中
主
神
の
存
在
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
平
田
篤
胤
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
平
田
篤
胤
以
降
、
そ
の
影

響
を
受
け
た
神
観
念
は
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
広
く
普
及
・
浸
透
し
、
明
治
維
新
政
府
の
神

祇
政
策
や
国
民
教
化
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

の
幾
多
の
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
本
論
文
で
論
者
も
言
及
・
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
大
教
宣
布
運
動
の
時
代
に
は
、
国
家
的
な
神
観
念
・
教

義
と
し
て
も
『
記
紀
』
な
ど
の
古
典
解
釈
は
天
神
造
化
説
が
有
力
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
『
古
事
記
』
で
最
初
に
出
現
し
た
神
で
あ
る
天
之
御
中
主

神
を
天
照
大
神
に
対
抗
し
て
最
高
神
の
位
置
に
す
え
造
化
三
神
を
重
視
す
る
神
観
を
政
府
が

全
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
明
治
四
年
十
二
月

の
左
院
に
よ
る
教
部
省
設
置
建
議
に
は
「
恭
シ
ク
惟
ミ
ル
ニ
天
之
御
中
主
神
ハ
開
元
造
化
ノ

主
神
ニ
シ
テ
天
照
大
神
ハ
我
皇
上
ノ
祖
神
」
な
ど
と
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
政
府
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に
あ
っ
て
造
化
三
神
重
視
路
線
を
強
力
に
推
進
し
た
左
院
に
お
い
て
す
ら
天
之
御
中
主
神
と

天
照
大
神
は
対
抗
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
天
之
御
中

主
神
か
天
照
大
神
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
的
な
神
観
念
に
囚
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
を
論
者
が
ど
の
程
度
深
く
認
識
し
て
立
論
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
論
者
が
本
論
文

で
扱
っ
て
い
る
昭
和
十
七
年
の
「
別
天
神
論
争
」
に
も
直
接
・
間
接
に
関
係
す
る
重
要
な
点

で
あ
り
、
論
者
は
最
小
限
で
は
あ
っ
て
も
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
慮
す
る
。

　
以
上
、
本
論
文
の
総
体
的
構
成
と
内
容
に
は
、
評
価
す
べ
き
点
と
と
も
に
前
記
し
た
よ
う

な
欠
点
が
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
本
論
文
で
も
最
も
注
目
す
べ
き
と
思
わ

れ
る
第
一
章
の
長
谷
川
昭
道
の
神
観
念
に
関
す
る
論
考
を
多
少
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
は
、
そ
も
そ
も
長
谷
川
昭
道
が
何
故
に
「
国
学
者
・
神
道
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
訝
し
く
思
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
戦
前
で
は
大
久
保
利
謙
が

明
治
初
年
の
学
校
設
立
問
題
に
関
し
て
、
長
谷
川
を
「
国
学
系
」
と
し
て
い
る
し
、
ま
た
戦

後
で
も
島
薗
進
も
、
長
谷
川
が
提
唱
し
た
「
皇
道
」
論
を
一
種
の
神
道
論
と
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
論
を
踏
ま
え
て
、
論
者
は
長
谷
川
を
「
皇
道
」
論
を
説
い
た
広
義
の
神
道
人
の
範
疇
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に
入
れ
、
そ
の
独
自
の
神
観
念
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

　
長
谷
川
に
関
す
る
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
戦
前
の
飯
島
忠
夫
の
先
駆

的
業
績
や
戦
後
の
沖
田
行
司
に
よ
る
教
育
史
か
ら
の
研
究
、
あ
る
い
は
佐
々
木
聖
使
の
近
代

神
道
思
想
史
か
ら
の
研
究
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
長
谷
川
の
神
観
念
に
的
を
絞
っ
た
本
格

的
な
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
い
い
研
究
状
況
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
論
者
に
よ
る
長
谷

川
の
本
格
的
研
究
は
意
義
の
あ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
論
者
は
、
長
谷
川
昭
道
を
広
義
の
国
学
者
・
神
道
人
と
し
て
、
そ
の
独
特
の
神
道
説
、
す

な
わ
ち
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
御
産
巣
日
神
と
国
常
立
神
・
宇
麻
志
阿
志
訶

備
比
古
遅
之
神
・
天
之
常
立
神
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
神
の
異
名
で
あ
る
と
す
る
説
を
紹
介
し
、

そ
の
根
柢
に
は
「
彜
倫
」
を
重
視
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
長
谷
川
の
「
皇
学
」

を
単
に
「
国
学
」
と
同
様
に
見
做
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
の
考
察
は

本
論
考
の
中
で
も
最
も
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
「
皇

道
述
義
」
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
長
谷
川
の
い
う
「
皇
学
」
と
は
「
国
学
」
や
「
儒
学
」
、

「
洋
学
」
な
ど
の
「
一
国
一
人
の
学
」
で
は
な
い
「
天
地
人
の
大
学
」
で
あ
る
と
い
う
「
戸
隠
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舎
遺
稿
」
で
の
言
、あ
る
い
は
「
皇
道
述
義
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
神
皇
の
道
を
皇
道
と
称
し
、

其
法
を
皇
法
と
称
し
、其
学
を
皇
学
と
称
す
」
と
い
う
言
に
着
目
し
、
長
谷
川
の
唱
え
る
「
皇
学
」

は
「
彜
倫
を
明
ら
か
に
す
る
」
学
問
で
あ
り
、
「
皇
学
」
と
「
国
学
」
と
は
同
一
視
出
来
な
い

と
論
断
す
る
。
こ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
他
方
、
論
者
が
長
谷
川
の
皇

道
論
・
皇
法
論
・
皇
学
論
に
お
け
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
捉
え
る
「
彜
倫
」
と
い
う
語
句

が
、
長
谷
川
自
身
の
独
自
性
・
意
味
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
分
析
・

言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
彜
倫
」
と
い
う
語
句
は
伊
藤
仁
斎
な
ど
近
世
の
儒
学
者
も
使
用

し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
の
比
較
検
討
の
上
で
長
谷
川
の
用
法
の
独
自

性
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
考
は
よ
り
充
実
し
た
厚
み
の

あ
る
長
谷
川
昭
道
論
と
な
っ
た
と
思
慮
す
る
。

　
長
谷
川
昭
道
の
神
観
念
に
続
い
て
、
論
者
は
第
二
章
で
物
集
高
世
、
第
三
章
で
渡
辺
重
石
丸
、

第
四
章
で
鈴
木
雅
之
と
い
っ
た
国
学
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
観
念
の
諸
相
を
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
渡
辺
重
石
丸
や
鈴
木
雅
之
に
関
し
て
は
、
戦
前
か
ら
現
代
に
か
け
て
あ
る
程
度

の
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
本
論
文
で
も
参
照
・
吟
味
し
た
上
で
の
論
考
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
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渡
辺
が
天
之
御
中
主
神
を
「
創
造
神
」
と
し
て
捉
え
、
平
田
篤
胤
の
「
万
物
主
宰
神
」
説
を

一
歩
前
進
さ
せ
た
と
い
う
指
摘
は
、
当
時
の
平
田
派
国
学
者
の
「
師
説
祖
述
・
墨
守
」
に
止

ま
ら
な
い
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
具
体
的
指
摘
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
次
い
で
本
論
文
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
章
の
物
集
高
世
の
神
観
念
に
つ
い
て
の
考
察
で

あ
る
。
物
集
高
世
は
国
語
学
者
・
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
に
な
っ
て
物
集
の

神
道
論
に
関
す
る
著
作
が
奥
田
恵
瑞
ら
に
よ
っ
て
新
た
に
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
、
ま
た
秋
元
信

英
ら
に
よ
る
物
集
の
思
想
的
研
究
も
進
展
し
て
い
る
。

　
論
者
は
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
刺
激
を
受
け
、
物
集
の
神
観
に
つ
い
て
の
代
表
的
著
作
で
あ

る
『
神
道
本
論
注
解
』
を
丹
念
に
吟
味
し
、物
集
が
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
二
柱
の
神
に
つ
い
て
、

天
地
万
物
を
創
造
し
、
教
え
を
最
初
に
広
め
る
役
割
も
担
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
神
道
古
典
に
記
載
が
な
い
も
の
も
含
め
て
、
こ
の
二
神

の
役
割
を
極
め
て
大
き
な
も
の
と
考
え
て
い
た
と
論
じ
、
そ
れ
は
物
集
が
後
に
著
わ
し
た
神
道

関
係
の
著
作
で
あ
る
『
宣
教
講
本
』
や
『
祅
教
六
日
間
考
』
に
至
っ
て
も
一
貫
し
て
い
る
こ
と

な
ど
を
実
証
的
に
解
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
物
集
の
神
道
論
は
演
繹
的
で
あ
り
、
必
ず
し
も
古
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典
の
記
事
に
忠
実
で
は
な
い
が
、
そ
の
神
道
論
に
は
平
田
篤
胤
の
神
観
を
基
本
的
に
引
き
継
ぎ

な
が
ら
も
、
特
に
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
に
多
く
の
役
割
を
与
え
た
こ
と
は
神
道
思
想
史
上
で

も
非
常
に
独
特
で
あ
り
、
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
措
定
し
た
上

で
の
多
神
教
を
基
本
と
し
た
異
色
の
神
道
説
で
あ
り
、
宣
教
使
官
員
と
し
て
「
わ
か
り
や
す
い

教
義
」
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
、
大
教
宣
布
時
期
の
時
代
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
た
独
特
の
神

道
論
で
あ
る
と
論
者
は
指
摘
す
る
。
こ
れ
も
重
要
な
指
摘
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
論
者
は
長
谷
川
昭
道
、
物
集
高
世
、
渡
辺
重
石
丸
、
鈴
木
雅
之
を

主
な
考
察
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
神
観
念
を
検
証
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
四
人
の
神
観
念
に
は

い
ず
れ
も
共
通
性
と
独
自
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
評

価
す
べ
き
作
業
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
時
代
状
況
と
の
相
関
関
係
の
十

分
な
解
明
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
多
様
な
神
観
念
が
個
々
の
国
学
者
・
神
道
人
に
存

在
し
た
、
と
い
う
至
極
常
識
的
な
結
果
論
の
提
示
に
陥
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
を

ど
う
克
服
す
る
か
。
論
者
に
と
っ
て
は
、
今
後
の
最
も
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
翻
っ
て
考
え
る
に
、
い
か
な
る
思
想
や
観
念
も
時
代
状
況
と
の
関
連
を
無
視
し
て
は
語
れ
な
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い
し
、
思
想
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
思
想
が
時
代
を

超
え
て
存
続
・
発
展
し
て
い
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
の
時
代
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
も

の
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
論
者
が
本
論
文
で
扱
っ
て
い
る
天
之
御
中
主
神
を
め
ぐ
る
様
々
な
神

観
念
は
ど
う
な
の
か
。
こ
れ
が
、
本
論
文
で
究
極
的
に
問
わ
れ
る
べ
き
最
大
の
問
題
で
あ
り
、

第
五
章
か
ら
第
七
章
に
か
け
て
の
論
考
が
ま
さ
に
そ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
と
な
る
。

　
幕
末
維
新
期
以
来
の
多
様
な
神
観
念
は
昭
和
前
期
に
至
る
ま
で
存
在
し
、
そ
の
神
観
念
を
代

表
す
る
今
泉
定
助
流
の
天
之
御
中
主
神
重
視
論
や
、
そ
れ
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
星
野
輝
興

な
ど
の
天
照
大
神
重
視
論
も
、い
ず
れ
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
二
者
択
一
的
な
、謂
わ
ば
「
一
神
論
」

的
神
道
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
昭
和
前
期
の
「
非
常
時
」
と
い
う
時
代
に
翻
弄
さ
れ
、
つ
い
ぞ

ど
ち
ら
も
国
民
的
信
仰
を
獲
得
し
得
な
か
っ
た
神
観
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
明
ら
か

に
し
た
こ
と
は
論
者
に
よ
る
一
応
の
解
答
と
も
い
え
よ
う
が
、
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
明
確
な
解
答
に
向
け
て
の
萌
芽
は
本
論
文
の
あ
ち
こ
ち
に
散
見
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
十
七
年
の
「
別
天
神
論
争
」
に
関
連
し
て
、
星
野
輝
興
が
高
天
原
を

地
上
の
現
実
的
な
場
所
と
し
て
措
定
し
、
高
天
原
の
神
聖
性
と
天
皇
の
権
威
の
源
泉
を
天
照
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大
神
に
求
め
る
神
道
説
は
、
平
田
篤
胤
以
降
の
神
道
思
想
家
の
宇
宙
的
に
ス
ケ
ー
ル
が
広
が
っ

た
神
道
論
か
す
れ
ば
異
端
的
で
あ
る
旨
を
論
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
前
記
し
た
左
院
建
議
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
天
照
大
神
を
重
視
す
る
神
観
念
は
天
之
御
中
主
神
を
重
視
す
る
神
観
が
台

頭
し
て
き
た
明
治
初
年
以
降
も
確
固
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
の
点
を
論
者
が
よ
り
精
緻
に
考

察
す
る
こ
と
が
、
薩
摩
藩
で
天
之
御
中
主
神
が
重
視
視
さ
れ
た
こ
と
、
長
州
藩
で
は
天
照
大

神
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
の
歴
史
的
背
景
を
探
る
研
究
へ
と
繋
が
り
、
本
論
文
で
得
ら
れ
た
成

果
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
研
究
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
は
評
価
す
べ
き
点
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
ま

た
研
究
論
文
と
し
て
の
問
題
点
も
あ
る
。
例
え
ば
、
検
討
す
べ
き
先
行
研
究
の
多
く
が
注
記

で
処
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
論
、
論
者
が
扱
っ
て
い
る
内
容
と
人
物
を
め
ぐ

る
研
究
蓄
積
が
少
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
佐
々
木
聖
使
の
一
連
の
天

之
御
中
主
神
に
関
す
る
論
考
や
、
物
集
高
世
に
関
す
る
秋
元
信
英
な
ど
の
重
要
な
先
行
研
究

を
本
論
で
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
論
文
に
は
近
代
神
道
研
究
の
上
で
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
な
ど
評
価
す
べ
き
点
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も
見
ら
れ
る
が
、
ま
た
少
な
か
ら
ぬ
問
題
点
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
国
学
者
・

神
道
人
を
対
象
に
し
て
、
明
治
初
年
以
来
の
天
之
御
中
主
神
を
中
心
と
す
る
神
観
念
の
諸
相
を

昭
和
前
期
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
考
察
し
、
近
代
神
道
史
研
究
に
新
た
な
地
平
を
開
こ
う
と
し

た
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
類
例
の
な
い
研
究
と
し
て
高
く
評
価
出
来
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提

出
者
神
杉
靖
嗣
は
、
博
士
（
神
道
学
）
を
授
与
さ
れ
る
べ
き
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　
平
成
三
十
年
一
月
十
日主

　
査
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神
杉
　
靖
嗣
　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士 

（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
平
成
三
十
年
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
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㊞

　

副
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國

學
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大

學

教

授
　
　
武

　
田

　
秀

　
章

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
准
教
授

　
　
遠

　
藤

　
　
　
潤

　
㊞

　


