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半
田

　
竜
介

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
明
治
前
中
期
に
お
け
る
神
道
と
政
治
―
丸
山
作
楽
を
中
心
に
―
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
「
明
治
前
中
期
に
お
け
る
神
道
と
政
治
―
丸
山
作
楽
を
中
心
に
―
」
と
題
す
る
本
論
文
は
、

矢
野
玄
道
・
権
田
直
助
・
角
田
忠
行
な
ど
と
並
ん
で
幕
末
維
新
期
の
平
田
派
国
学
を
代
表
す

る
国
学
者
と
し
て
著
名
な
丸
山
作
楽
の
政
治
的
思
想
と
政
治
活
動
の
軌
跡
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
明
治
初
年
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
の
「
祭
政
一
致
国
家
」
樹
立
を
め
ぐ
る
神

道
と
政
治
と
の
関
係
性
を
神
道
史
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
序
章
・
終
章
含
め
て
全
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
序
章
で
は
、
本
論
文
の
目
的
と
構
成
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
お
り
、
近
代
日
本
国
家
の
特
徴

で
あ
る
「
祭
政
一
致
」
と
「
政
教
分
離
」
が
両
立
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
に
政
治

的
に
深
く
関
わ
っ
た
神
道
家
・
国
学
者
で
あ
る
丸
山
の
活
動
を
検
証
す
る
こ
と
の
意
義
が
説
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か
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
「
平
田
派
国
事
犯
事
件
に
つ
い
て
―
丸
山
作
楽
を
中
心
に
―
」
で
は
、
従
来
の
研

究
で
は
矢
野
玄
道
な
ど
個
別
の
国
学
者
の
伝
記
的
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た

明
治
四
年
の
「
平
田
派
国
事
犯
事
件
」
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
解
明
す
る
こ
と
が
企
図

さ
れ
て
い
る
。
成
立
間
も
な
い
維
新
政
府
に
は
、
薩
長
土
肥
系
に
加
え
守
旧
派
な
ど
多
様
な

立
場
の
人
物
が
混
在
し
て
い
た
が
、
丸
山
は
非
薩
長
系
の
「
政
府
高
官
」
と
し
て
位
置
し
、

そ
の
周
り
に
は
反
薩
長
勢
力
が
集
ま
り
、
彼
ら
の
国
政
へ
の
不
満
を
外
交
に
よ
っ
て
転
換
し

よ
う
と
し
た
の
が
丸
山
に
と
っ
て
の
征
韓
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た

丸
山
や
矢
野
ら
が
大
嘗
祭
・
神
祇
官
・
学
校
問
題
を
め
ぐ
り
政
府
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
思
想
に
は
「
黄
泉
国
論
争
」「
前
橋
神
霊
事
件
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
復
古
性
・
非
合
理
性

を
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
塾
生
に
は
国
事
犯
と
目
さ
れ
る
人
物
の
い
た
こ
と
な

ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
平
田
派
国
事
犯
事
件
は
、
内
治
の
国
政
基
盤
の
整
備
を
急
ぎ
、
開
明

的
政
策
を
志
向
す
る
薩
長
を
中
心
と
し
た
政
府
に
よ
る
、
反
政
府
派
・
攘
夷
派
・
復
古
派
一

斉
弾
圧
の
事
件
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
の
考
え
を
提
示
し
て
い
る
。
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第
二
章
「
教
導
職
の
国
政
観
」
で
は
、
教
導
職
の
教
化
の
指
標
と
さ
れ
た
十
七
兼
題
の
解

説
書
を
取
り
上
げ
、
政
府
（
櫻
井
能
監
）
と
仏
教
者
（
島
地
黙
雷
）
と
を
比
較
し
な
が
ら
、

神
道
教
導
職
で
あ
り
、
忠
愛
社
の
協
働
者
と
し
て
丸
山
に
近
い
人
物
で
あ
る
吉
岡
徳
明
の
思

想
と
そ
の
実
践
活
動
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
櫻
井
の
解
説
書
か
ら
政
府
は
教
導
職
に

対
し
、
日
本
の
国
体
の
尊
厳
性
と
、
開
明
的
諸
政
策
と
を
国
民
に
啓
蒙
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
吉
岡
が
外
国
文
物
の
輸
入
と
い
う
形
で
の
文
明
開
化

に
は
頑
な
に
批
判
的
で
あ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
な
く
、
儒
教
や
仏
教
の
排
斥
を
も

志
向
し
、
神
道
の
国
教
化
を
希
求
し
て
い
た
と
述
べ
る
。

　
第
三
章
「
丸
山
作
楽
と
自
由
民
権
運
動
―
『
明
治
日
報
』
を
通
じ
て
―
」
は
、
明
治
十
三

年
に
約
十
年
に
亘
る
国
事
犯
事
件
に
よ
る
禁
獄
生
活
か
ら
釈
放
さ
れ
て
以
降
の
丸
山
と
自
由

民
権
運
動
と
の
関
わ
り
を
検
証
し
、
立
憲
政
治
前
史
に
お
い
て
丸
山
と
そ
の
周
り
の
国
学
者

や
神
職
ら
が
果
た
し
た
社
会
的
役
割
を
検
討
し
て
い
る
。
当
時
の
自
由
民
権
運
動
の
過
熱
化

を
抑
え
る
意
図
で
、
岩
倉
具
視
ら
の
支
援
を
受
け
て
明
治
十
四
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
明

治
日
報
』
に
お
い
て
、
丸
山
は
漸
進
・
保
守
的
立
場
を
堅
持
し
、
天
皇
や
皇
室
の
権
限
そ
し
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て
尊
厳
の
保
持
、
ひ
い
て
は
日
本
の
国
体
を
守
る
為
の
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
政
治
活
動
と
並
行
し
て
、
国
体
を
学
術
的
に
講
明
す
べ
く
学
術
結
社
・
史
学
協
会
に
関

わ
り
、
建
国
以
来
の
国
史
編
纂
を
行
い
、
帝
室
・
国
体
の
意
義
を
神
話
以
来
の
歴
史
と
君
臣

関
係
に
求
め
る
歴
史
枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
四
章
「
丸
山
作
楽
の
祭
政
一
致
観
」
で
は
、
丸
山
の
神
祇
官
衙
構
想
か
ら
そ
の
祭
政
一

致
観
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
三
年
末
か
ら
十
四
年
初
め
頃
に
丸
山
が
作
成
し
た
と
さ

れ
る
「
大
教
官
構
想
」
と
二
十
二
年
の
神
祇
官
設
置
意
見
書
と
を
比
較
し
、
ま
ず
相
違
点
と

し
て
は
、
大
教
官
構
想
で
は
教
導
も
職
掌
に
入
っ
て
い
た
が
、
二
十
二
年
の
段
階
で
は
そ
れ

が
無
く
な
り
、
ま
た
十
四
年
の
時
点
で
は
見
ら
れ
た
国
教
的
神
道
観
（
神
道
＝
大
教
＝
非
宗
教
・

超
宗
教
的
国
教
と
の
位
置
づ
け
）
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
十
五
年

の
「
神
官
教
導
職
分
離
」
、
二
十
二
年
の
帝
国
憲
法
の
制
定
（
信
教
自
由
の
保
障
）
と
い
う
時

代
状
況
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
丸
山
が
神
祇
官
衙
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
中
で
も
天
皇
・
宮
中
祭
祀
―
神
祇
官
祭
祀
―
神
社
祭
祀
と
を
連
関
さ
せ
る
考

え
方
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
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第
五
章
「
岩
倉
具
視
の
国
葬
と
神
葬
祭
」
で
は
、
明
治
十
六
年
七
月
の
岩
倉
具
視
の
国
葬

に
つ
い
て
検
討
し
、
十
一
年
の
大
久
保
利
通
の
「
准
国
葬
」
や
同
時
期
の
神
葬
祭
と
比
較
す

る
こ
と
で
、
そ
の
特
徴
を
抽
出
し
て
い
る
。
岩
倉
の
国
葬
で
は
大
久
保
に
は
な
い
「
帰
幽
奏

上
式
」
と
い
う
儀
式
が
葬
祭
の
中
核
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
儀
式
は
、
明
治
初
年
に
神
葬
祭

が
広
ま
る
中
で
大
社
教
の
前
身
で
あ
る
出
雲
大
社
教
会
が
神
葬
祭
の
普
及
に
努
め
、
ま
た
祭

神
論
争
と
い
う
神
学
論
争
を
経
た
結
果
、
出
雲
大
社
独
自
の
葬
送
儀
礼
と
し
て
前
景
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
十
四
年
に
出
雲
大
社
で
刊
行
し
た
『
葬
祭
式
』
で
は
最
も
大
切
な
祭
事
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
岩
倉
の
国
葬
が
こ
の
出
雲
大
社
流
の
葬
祭
式

に
則
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
岩
倉
の
国
葬
に
対
し
て
国
家
は
葬
儀
形
式
な
ど
の
宗
教
的
な

側
面
に
は
介
入
せ
ず
、
斎
主
の
千
家
尊
福
（
神
道
大
社
教
管
長
）
に
一
任
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
六
章
「
丸
山
作
楽
と
神
社
局
設
置
―
雑
誌
『
隨
在
天
神
』
を
通
じ
て
―
」
で
は
、
丸
山

が
明
治
二
十
九
年
に
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
籬
磐
境
の
神
勅
」
を
根
拠
と
し
た
臣
下
に
よ
る

祭
祀
を
行
う
場
所
と
し
て
、
八
神
殿
を
想
定
し
た
神
祇
官
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
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し
、
こ
の
こ
と
は
本
論
文
第
四
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
宮
中
に
神
祇
官
衙
を
置
き
、
天

皇
の
も
と
に
祭
祀
を
集
中
さ
せ
る
構
想
と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
変

化
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
展
開
し
て
い
た
神
祇
官
興
復
運
動
、
と
く
に
代
議
士
へ
の
働
き
か

け
を
担
っ
て
い
た
壬
辰
組
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
、
丸
山
の
神
祇
官
論
の
変
化
が
壬
辰
組

に
よ
る
神
祇
官
に
関
す
る
輿
論
の
構
築
な
ど
、
明
治
二
十
年
代
の
神
祇
官
興
復
運
動
に
呼
応

す
る
も
の
で
あ
り
、
『
隨
在
天
神
』
に
お
い
て
神
祇
官
に
関
す
る
考
証
作
業
を
積
み
重
ね
る
こ

と
で
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
第
七
章
「
丸
山
作
楽
の
教
育
に
関
す
る
思
想
と
活
動
に
つ
い
て
―
明
治
国
学
の
一
側
面
―
」

は
、
丸
山
の
教
育
と
学
術
（
学
事
）
に
関
す
る
思
想
と
活
動
を
整
理
・
検
証
し
、
そ
の
特
徴

を
示
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
丸
山
の
学
問
観
は
明
治
元
年
の
長
崎
広
運
館
本
学
局
の
規

則
、
ま
た
十
年
代
の
『
明
治
日
報
』
に
確
認
で
き
る
と
し
て
、
本
学
・
皇
朝
学
（
皇
典
学
）

を
最
も
重
視
し
な
が
ら
も
、
漢
学
や
洋
学
を
適
宜
取
り
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統

と
西
洋
の
文
物
と
の
整
合
を
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
特
に
十
年

代
に
お
い
て
丸
山
は
、
過
激
な
自
由
民
権
論
に
対
し
て
民
心
の
安
定
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
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学
問
と
し
て
皇
典
学
に
期
待
を
寄
せ
て
お
り
、
丸
山
に
お
け
る
学
事
は
政
治
活
動
と
も
関
連

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
本
論
文
の
ま
と
め
と
課
題
が
記
さ
れ
て
お
り
、
高
名
な
国
学
者
に
し
て
は
研

究
の
少
な
い
丸
山
作
楽
と
い
う
国
学
者
の
政
治
的
事
績
を
改
め
て
整
理
し
、
検
証
し
た
と
い

う
点
に
本
論
文
の
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
丸
山
作

楽
の
政
治
活
動
に
関
連
す
る
人
物
の
さ
ら
な
る
調
査
が
、
丸
山
作
楽
に
と
っ
て
の
「
神
道
と

政
治
」
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
必
須
の
作
業
で
あ
る
こ
と
、
そ
も
そ
も
丸
山
作
楽
と

い
う
国
学
者
を
研
究
す
る
大
前
提
と
し
て
の
近
世
・
近
代
国
学
の
基
礎
的
知
識
の
必
要
性
、

な
ど
が
自
戒
を
込
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
幕
末
維
新
期
を
代
表
す
る
平
田
派
国
学
者
で
あ
る
丸
山
作
楽
に
焦
点
を
当
て
、

丸
山
の
明
治
初
年
か
ら
明
治
中
期
に
至
る
ま
で
の
思
想
的
政
治
的
活
動
を
通
し
て
、
近
代
神
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道
史
研
究
の
重
要
課
題
で
あ
る
「
近
代
的
祭
政
一
致
国
家
」
の
樹
立
に
向
け
た
歴
史
的
過
程

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
丸
山
作
楽
は
、
幕
末
維
新
期
に
全
国
的
か
つ
巨
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、
明
治
維
新

政
府
の
神
祇
・
宗
教
行
政
、
文
教
行
政
な
ど
の
部
門
に
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
平
田

派
国
学
の
実
力
者
で
あ
り
、
矢
野
玄
道
や
権
田
直
助
、
角
田
忠
行
と
い
っ
た
当
時
の
平
田
派

を
代
表
す
る
国
学
者
に
は
見
ら
れ
な
い
異
色
の
経
歴
を
有
し
て
い
る
。

　
論
者
は
丸
山
の
経
歴
を
俯
瞰
し
、
①
明
治
初
年
に
非
薩
長
系
の
高
官
と
し
て
国
学
者
間
の

交
渉
役
を
担
っ
た
こ
と
、
②
明
治
十
年
代
の
祭
神
論
争
の
調
停
役
と
な
っ
た
こ
と
、
③
岩
倉

具
視
の
支
援
に
よ
っ
て
発
刊
し
た
『
明
治
日
報
』
を
拠
点
に
自
由
民
権
運
動
と
対
峙
し
た
こ
と
、

④
宮
内
省
図
書
助
・
元
老
院
議
官
・
貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
、
生
涯
に
わ
た
り
天
皇
、
神
道
・

神
社
、
教
育
な
ど
の
国
家
的
位
置
付
け
に
関
し
て
の
政
治
的
活
動
を
行
っ
た
こ
と
、
な
ど
を

挙
げ
て
、
「
近
代
的
祭
政
一
致
国
家
」
樹
立
に
向
け
て
果
た
し
た
丸
山
の
事
績
を
検
証
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
出
獄
後
の
丸
山
の
動
静
を
注
視
す
る
岩
倉
具
視
、
そ
し
て
丸
山
の
天
皇
論
に
敏
感
に
反
応
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す
る
福
澤
諭
吉
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
論
者
が
丸
山
を
軸
に
し
て
明
治
前
中
期
の
「
神

道
と
政
治
」
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
本
論
文
の
研
究
視
角
は
大
い
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、

明
治
維
新
以
後
の
「
近
代
的
祭
政
一
致
国
家
」
形
成
の
山
場
と
も
い
う
べ
き
明
治
前
中
期
に

お
け
る
「
神
道
と
政
治
」
の
関
係
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
丸
山
作
楽
の
事
蹟
の
検
討
が
必
要

不
可
欠
と
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
本
論
文
は
、
こ
れ
か
ら
の
近
代
神
道
史
研
究
に
と
っ
て
も

大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
慮
す
る
。

　
本
論
文
で
ま
ず
評
価
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ま
で
個
別
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
明
治
初
年
の

一
連
の
「
国
事
犯
事
件
」
に
つ
い
て
、
丸
山
作
楽
を
軸
に
総
体
的
に
把
握
し
、
復
古
性
・
非

合
理
性
を
有
す
る
丸
山
や
矢
野
ら
が
大
嘗
祭
・
神
祇
官
・
学
校
問
題
を
め
ぐ
り
政
府
に
批
判

的
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
の
塾
生
に
は
国
事
犯
と
目
さ
れ
る
人
物
が
い
た
こ
と
な
ど
を
総
体
的

に
解
明
し
、
「
平
田
派
国
事
犯
事
件
」
の
歴
史
的
真
相
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次

い
で
、
明
治
十
三
年
に
出
獄
し
て
以
降
の
丸
山
の
自
由
民
権
運
動
へ
の
対
抗
的
政
治
・
言
論

活
動
の
実
態
を
丸
山
が
創
刊
し
た
『
明
治
日
報
』
を
駆
使
し
て
、
当
時
の
政
治
的
言
論
活
動

に
と
っ
て
新
聞
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
丸
山
が
漸
進
・
保
守
的
立
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場
を
堅
持
し
、
天
皇
や
皇
室
の
権
限
と
尊
厳
の
保
持
、
さ
ら
に
は
日
本
独
自
の
国
体
を
守
る

為
の
言
論
活
動
を
展
開
し
て
い
た
実
態
を
リ
ア
ル
に
浮
き
彫
り
に
し
た
点
も
評
価
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
本
論
文
で
最
も
評
価
す
べ
き
点
と
し
て
、
丸
山
作
楽
の
「
祭
政
一
致
観
」
に
つ

い
て
の
詳
細
な
分
析
・
検
討
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
論
者
は
、
第

四
章
「
丸
山
作
楽
の
祭
政
一
致
観
」、
第
六
章
「
丸
山
作
楽
と
神
社
局
設
置
」
に
お
い
て
、
明

治
十
三
年
か
ら
二
十
九
年
に
至
る
ま
で
の
丸
山
の
神
祇
官
衙
構
想
を
緻
密
に
検
証
し
、
当
初

の
「
大
教
官
構
想
」
に
は
存
在
し
た
「
教
導
」
を
視
野
に
入
れ
た
国
教
的
神
道
観
が
二
十
二

年
の
神
祇
官
設
置
意
見
書
で
は
消
え
失
せ
、
天
皇
・
宮
中
祭
祀
―
神
祇
官
祭
祀
―
神
社
祭
祀

と
を
連
関
さ
せ
る
考
え
方
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
、
さ
ら
に
二
十
九
年
に
は
「
神
籬

磐
境
の
神
勅
」
を
根
拠
と
し
た
臣
下
に
よ
る
祭
祀
を
行
う
場
所
と
し
て
の
八
神
殿
を
想
定
し

た
神
祇
官
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
従
前
の
宮
中
へ
の
神
祇
祭
祀
の
集
中
化
論

か
ら
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
論
者
は
、
同
時
期
に
展
開
し

て
い
た
神
祇
官
興
復
運
動
、
特
に
代
議
士
へ
の
働
き
か
け
を
担
っ
て
い
た
神
職
組
織
で
あ
る

壬
辰
組
と
の
関
係
が
丸
山
の
神
祇
官
論
の
変
化
を
齎
し
た
の
で
あ
り
、
丸
山
の
神
祇
官
論
は
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明
治
二
十
年
代
の
神
祇
官
興
復
運
動
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
昭
和

の
戦
時
下
に
至
る
ま
で
の
種
々
の
神
祇
官
構
想
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
本

論
文
の
最
も
重
要
な
成
果
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
專
論
が
少
な
か
っ
た
丸
山
作
楽
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
論
考
と
し

て
大
い
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
無
論
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
問
題
と
す
べ
き
点
も
あ
る
。

と
り
わ
け
、
第
二
章
「
教
導
職
の
国
政
観
」
で
は
、
丸
山
と
吉
岡
、
あ
る
い
は
岩
倉
と
の
関

係
に
つ
い
て
今
少
し
深
い
掘
り
下
げ
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
第
五
章
「
岩
倉
具

視
の
国
葬
と
神
葬
祭
」
で
は
、
岩
倉
の
国
葬
に
つ
い
て
も
何
故
に
大
社
教
の
神
葬
祭
が
採
用

さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
国
家
は
葬
儀
の
形
式
・
内
容
に
ど
う
し
て
容
喙
し
な
か
っ
た
の
か
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
こ
と
が
丸
山
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
再
度
検
討
す
べ
き
重
要

な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
は
検
討
さ
る
べ
き
課
題
や
問
題
点
も
存
在
す
る
が
、
丸

山
作
楽
と
い
う
幕
末
維
新
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
平
田
派
国
学
者
に
関
す
る
数

少
な
い
專
論
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
学
者
と
神
道
を
め
ぐ
る
政
治
と
の
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
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た
あ
ま
り
類
例
の
な
い
論
考
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
近
代
神
道
史
研
究
の
促
進
に
も

大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
半
田
竜
介
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る

資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
。

　
令
和
元
年
十
二
月
十
二
日

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
阪
　
本
　
是
　
丸
　
㊞
　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
武

　
田

　
秀

　
章

　
㊞

　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
齊
　
藤
　
智
　
朗
　
㊞
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半
田

　
竜
介

　
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
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者主

　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
阪
　
本
　
是
　
丸
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
武
　
田
　
秀
　
章
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
齊
　
藤
　
智
　
朗
　
㊞
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