
本
間
浩
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
日
本
の
聖
母
信
仰
と
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
の
媽
祖
信
仰
の
比
較
研
究
』
審
査
報
告
書

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
日
本
の
聖
母
信
仰
と
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
に
お
い
て
「
天
上
聖
母
」
称
さ
れ
て

祀
ら
れ
る
媽
祖
信
仰
と
の
比
較
研
究
を
通
し
て
、
聖
母
の
本
質
を
神
道
史
学
的
な
観
点
か
ら
考

究
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
、
大
き
く
「
は
じ
め
に
」、
第
一
章
「
神
道
史
学
の
観
点
か
ら
の
聖
母
研
究
」、
第
二

章
「
日
本
に
お
け
る
聖
母
信
仰
」、
第
三
章
「
水
の
聖
母
と
媽
祖
信
仰
」、「
お
わ
り
に
」
の
五

章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
日
本
の
聖
母
研
究
の
現
在
、
聖
母
の
定
義
、
聖
母
信
仰
の
多
様
性
に

ふ
れ
な
が
ら
、
本
論
文
の
目
的
や
意
義
を
述
べ
て
あ
る
。
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第
一
章
第
一
節
で
は
、
日
本
に
お
け
る
聖
母
研
究
の
先
行
研
究
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
、
と
く
に
戦
後
の
神
道
史
学
に
お
け
る
聖
母
研
究
の
成
果
に
注
目
し
、
本
論
文
の
指
針
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
熊
野
三
所
権
現
や
伊
太
祁
曾
神
社
の
祭
神
に
聖
母
と
し

て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
母
信
心
と
の
共
通
性
を

見
出
し
、
日
本
の
聖
母
信
仰
を
世
界
の
宗
教
史
の
潮
流
の
中
で
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
普
遍
的
な

も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
た
ん
に
「
聖
母
」
と
い
う
文
字
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
信
仰
の
実
態
か
ら
様
々
な
女
神

に
対
し
て
聖
母
と
同
様
の
観
念
を
見
出
し
、
こ
れ
を
正
し
く
聖
母
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
て
考

察
す
る
手
法
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
西
田
長
男
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
述
べ
、
そ
の
影
響

を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
論
者
は
西
田
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
向
性
に
則
っ
て
聖
母
研
究
の
対

象
範
囲
を
大
き
く
見
直
し
、
広
く
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
る
。

第
一
章
第
二
節
で
は
、
先
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
向
性
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
、
中
世
に
お

け
る
伊
太
祁
曾
神
社
に
対
す
る
信
仰
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
に
見
ら
れ
る
「
養
い
親
」
と
い
う
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キ
ー
ワ
ー
ド
を
導
入
し
て
、そ
れ
が
聖
母
信
仰
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
古
代
の
神
話
に
お
い
て
生
み
の
親
で
は
な
い
女
神
が
母
神
と
し
て
祀

ら
れ
る
い
く
つ
か
の
例
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
、
伊
太
祁
曾
神
社
の
縁
起
、
と
く
に
そ

の
中
に
描
か
れ
て
い
る
聖
母
像
に
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
認
め
ら
れ
、「
養
い
親
」
と
し
て
の
聖

母
が
民
衆
に
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
太
祁
曾
神
社
の
聖

母
信
仰
は
日
前
宮
や
伊
勢
神
宮
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
、
古
来
の
「
太
陽
の
母
子
神
」
に
対
す
る

信
仰
に
端
を
発
し
て
い
る
と
述
べ
、
こ
う
し
た
信
仰
と
太
陽
神
・
天
照
大
神
に
対
す
る
信
仰
が

結
び
付
け
ら
れ
て
中
世
に
縁
起
と
し
て
表
れ
た
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
皇
祖
神
に
お
け
る
神
系
譜
の
持
つ
聖
母
信
仰
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
も

言
及
し
、
さ
ら
に
「
太
陽
の
母
子
神
」
に
は
「
う
つ
ぼ
船
」
伝
承
な
ど
に
ま
つ
わ
る
、
水
神
と

し
て
の
性
格
も
顕
著
で
あ
る
と
し
、
水
の
聖
母
と
い
う
観
念
を
通
じ
て
、
新
た
な
聖
母
論
を
展

開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
章
第
一
節
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
聖
母
信
仰
の
代
表
例
で
あ
り
、
明
治
時
代
ま
で
は
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聖
母
大
菩
薩
と
尊
称
さ
れ
た
神
功
皇
后
に
視
点
を
移
し
、
そ
れ
を
祭
神
と
す
る
福
岡
県
の
香
椎

宮
の
聖
母
信
仰
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
鎌
倉
時
代
に
「
聖
母
大
菩
薩
」
信
仰
が

確
立
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
、
香
椎
宮
が
平
安
時
代
に
廟
号
を

称
し
、
再
び
宮
号
に
復
す
る
ま
で
の
過
程
を
歴
史
的
に
述
べ
、
周
辺
の
聖
母
神
社
の
縁
起
も
参

照
し
な
が
ら
、
元
来
は
そ
の
地
域
の
女
神
を
祀
っ
て
い
た
神
社
に
神
功
皇
后
が
祀
ら
れ
て
い
く

経
緯
を
述
べ
、「
聖
母
」
と
い
う
神
名
は
平
安
時
代
以
降
徐
々
に
見
直
さ
れ
て
い
た
神
功
皇
后

伝
承
の
「
再
編
」
の
中
で
定
着
し
て
い
た
と
説
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
神
話
に
み
ら
れ
る
「
大
帯
姫
」「
息
長
帯
日
売
」
な
ど
の
伝
承
が
、
聖
母
大
菩
薩

信
仰
の
確
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
論
者
は
、
香
椎
宮
に

神
功
皇
后
を
聖
母
と
し
て
祀
る
信
仰
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
一
つ
と
し
て
、
古
く
か
ら
見
ら
れ

る
海
の
母
子
神
に
対
す
る
信
仰
が
、
中
世
に
な
り
顕
著
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
水
の
母
子
神
、
処
女
懐
胎
伝
承
な
ど
は
、
世
界
的
に
広
く
見
ら
れ
る
聖
母
信
仰
の

一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
、
我
が
国
に
だ
け
の
信
仰
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
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る
。第

二
章
第
二
節
で
は
、
日
本
の
神
社
に
祀
ら
れ
る
女
神
の
な
か
に
は
、
し
ば
し
ば
聖
母
信
仰

の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
や
図
像
な
ど
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
全
国
の
各
地
に
祀
ら
れ
る
子
安
神
社
、
浅
間
神
社
を
は
じ
め
、
古
社
で
あ
る
賀

茂
下
・
上
両
社
、
あ
る
い
は
美
保
神
社
な
ど
に
も
聖
母
に
対
す
る
信
仰
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
に
は
、
処
女
懐
胎
伝
承
や
子
安
の
石
な
ど
に
対
す
る
安
産
祈
願
、
水

神
に
対
す
る
信
仰
な
ど
も
認
め
ら
れ
、
子
を
抱
い
た
聖
母
像
を
残
す
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
聖

母
神
社
の
範
疇
に
入
れ
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
章
第
三
節
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
鬼
子
母
神
信
仰
に
視
点
を
据
え
な
が
ら
、
聖
母
信

仰
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
元
来
、
鬼
子
母
神
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
子
供
の
守
護
神
と
し
て

祀
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
奈
良
時
代
に
日
本
に
受
容
さ
れ
、
や
が
て
法
華
経
の
守
護

神
、
あ
る
い
は
護
国
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
こ
と
を
、
多
く
の
史
料
を
掲
げ
な
が
ら
論
述
し
て

い
る
。
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た
だ
、
わ
が
国
で
鬼
子
母
神
が
子
供
の
守
護
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
の
は
中
世
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
聖
母
大
菩
薩
へ
の
信
仰
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
中
世
に
お
け
る
聖
母
大
菩
薩
の
見
直
し
と
、
日
蓮
宗
で
鬼
子
母
神
を
守
護
神
の
筆
頭
に

お
い
た
こ
と
と
が
相
俟
っ
て
、
両
者
の
信
仰
は
盛
行
し
た
と
論
述
し
て
い
る
。

そ
れ
の
証
左
と
し
て
、
論
者
は
鬼
子
母
神
と
聖
母
子
像
と
の
姿
形
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
、
さ
ら
に
聖
母
に
見
る
処
女
懐
胎
と
日
蓮
宗
の
開
祖
・
日
連
の
誕
生
に
見
る
処
女
懐
胎

と
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鬼
子
母
神
と
聖
母
神
と
の
縁
起
や
伝
承
を
比
較
し
な
が
ら
、

両
者
の
共
通
点
・
類
似
点
を
指
摘
し
、
両
々
相
俟
っ
て
、
そ
の
信
仰
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
近
世
に
入
る
と
、
鬼
子
母
神
信
仰
は
日
蓮
宗
の
守
護
神
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
、

広
く
一
般
民
衆
に
知
ら
れ
た
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
聖
母
と
い
う
観
念
は
近
世
か
ら
近

代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
第
一
節
で
は
、
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
に
お
い
て
「
天
上
聖
母
」「
天
妃
聖
母
」
と
し

─ ６ ─



て
祀
ら
れ
る
媽
祖
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。
媽
祖
は
中
国
福
建
省
で
発
祥
し
た
航
海
守
護
の

女
神
で
あ
る
。
論
者
は
福
建
省
で
女
神
に
対
す
る
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
な

が
ら
、こ
れ
ら
の
女
神
信
仰
の
代
表
的
な
存
在
が
媽
祖
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
媽
祖
信
仰
が
中
国
の
歴
代
王
朝
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
高
い
封
号
が
贈

ら
れ
、
つ
い
に
は
護
国
の
神
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
く
過
程
を
歴
史
的
に
論
述
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
「
聖
母
」
の
名
を
も
っ
て
中
国
王
朝
に
冊
封
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
媽
祖
を
「
聖
母
」
の
名
を
も
っ
て
祀
る
信
仰
は
、
民
衆
に
端
を
発
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
現
代
の
台
湾
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
母
マ
リ
ア
が
「
天
上
聖
母
」
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
例
に
も
注
目
し
、
二
十
世
紀
初
頭
、
中
国
大
陸
に
現
れ
た
「
中
華
聖
母
」
の
例
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
こ
れ
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
に
お
い
て
「
聖
母
」
と
い
う
言
葉
は
、

尊
敬
す
べ
き
女
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
称
号
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
マ
リ
ア
に
対
し
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
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次
に
、
我
が
国
に
視
点
を
移
し
、
媽
祖
が
「
天
妃
聖
母
神
社
」
に
祀
ら
れ
て
い
る
例
を
取
り

上
げ
、
こ
れ
ら
は
近
世
に
お
い
て
中
国
僧
、
東
皐
心
越
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、

そ
の
一
方
で
、
中
国
由
来
の
女
神
で
あ
り
な
が
ら
も
、
地
元
の
信
仰
に
習
合
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
例
を
示
し
、
神
功
皇
后
の
持
つ
護
国
の
神
と
し
て
の
「
聖
母
」
の
性
格
に
類
似
点
を
見
出
し

な
が
ら
、
媽
祖
信
仰
も
日
本
に
お
け
る
聖
母
信
仰
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

第
三
章
第
二
節
は
、
琉
球
に
お
い
て
媽
祖
を
「
天
妃
」
と
し
て
祀
る
信
仰
に
つ
い
て
の
考
究

で
あ
る
。
ま
ず
、
十
五
世
紀
に
お
け
る
天
妃
宮
が
置
か
れ
た
那
覇
の
地
理
的
な
景
観
を
解
説
し
、

そ
の
国
際
的
な
都
市
と
し
て
の
性
格
や
、
航
海
人
の
集
う
港
町
と
し
て
の
機
能
に
注
目
し
、
琉

球
に
下
・
上
の
天
妃
二
宮
が
祀
ら
れ
た
背
景
に
、
国
家
の
政
治
的
、
外
交
的
な
意
図
に
加
え
、

住
民
の
民
俗
的
な
信
仰
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
歴
代
の
冊
封
使
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
「
使
録
」
に
も
と
づ
き
、
天
妃
宮
に
対
す
る

信
仰
の
実
態
を
窺
い
、
当
時
の
琉
球
王
国
、
中
国
王
朝
に
お
け
る
天
妃
が
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
波
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上
の
天
妃
宮
の
存
在
に
注
目
し
、
当
時
の
波
上
地
域
の
社
会
や
、
下
・
上
の
天
妃
二
宮
と
の
比

較
を
試
み
な
が
ら
、
そ
の
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
、
琉
球
に
お
け
る
天
妃
信
仰
の
全
貌

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
現
代
に
お
け
る
信
仰
に
つ
い
て
も
、
現
地
の
調
査
に
基
づ
い
た
報
告
が
な
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
波
上
天
妃
宮
の
重
要
性
が
再
確
認
出
来
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
論
者
は
、
琉
球
に
お
け
る
天
妃
信
仰
が
、
た
ん
に
琉
球
と
い
う
地
域
に
お
い
て
の
み

展
開
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
、
こ
れ
を
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
全
体
に
ま
た
が
る
広

い
視
野
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
母
研
究
全
体
の
た
め
に
も
有
益
な
こ
と
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

第
三
章
第
三
節
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
ン
ナ
崇
拝
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
間
部
に

祀
ら
れ
る
黒
い
聖
母
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
専
ら
マ

リ
ア
信
心
の
み
が
聖
母
信
仰
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
民
間
に
お
け
る
ア
ン
ナ
崇
拝
に
も
聖

母
と
同
様
の
観
念
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
第
二
章
で
論
じ
た
聖
母
の
も
つ
養
い
親
と
い
う
性
格
が
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見
ら
れ
る
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
ア
ン
ナ
に
関
す
る
伝
承
や
図
像
な
ど
を
用
い
て
実
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
ン

ナ
崇
拝
の
基
底
に
は
、
ケ
ル
ト
地
方
の
古
代
に
お
け
る
大
地
母
神
崇
拝
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、

こ
れ
も
聖
母
信
心
の
一
類
型
と
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
ケ
ル
ト
地
方
の
古
代
に
お
け
る
大
地
母
神
に
端
を
発
し
た
一
つ
に
黒
い
聖
母
の
存
在

が
あ
り
、
こ
れ
と
ア
ン
ナ
崇
拝
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
黒
い
聖
母
も
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
か
ら
す
れ
ば
、
異
教
的
・
民
俗
的
な
信
仰
と
し
て
事
実
上
、
等
閑
視
さ
れ
て
来
た
も
の

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
民
衆
の
聖
母
に
対
す
る
篤
い
信
仰
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、従
来
の
専
ら
マ
リ
ア
信
心
の
み
を
聖
母
信
仰
と
し
て
き
た
研
究
姿
勢
に
対
し
、

論
者
は
、
ア
ン
ナ
崇
拝
や
黒
い
聖
母
崇
拝
と
も
に
、
そ
れ
ら
も
聖
母
信
仰
の
範
疇
に
入
れ
て
考

察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
日
本
に
お
け
る
母
子
神
に
対
す
る
信
仰
を
「
聖
母
」
と
い
っ
た
枠
組
み
か
ら
、

そ
の
歴
史
と
現
代
の
様
相
を
、
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
の
媽
祖
信
仰
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し

た
興
味
深
い
論
考
で
あ
る
。

こ
の
種
の
研
究
は
、
過
去
に
は
柳
田
國
男
の
『
妹
の
力
』（
大
正
十
四
年
）
を
は
じ
め
と
す

る
一
連
の
業
績
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
論
者
も
注
目
し
た
琉
球
地
域
に
関
し
て
は
、
伊
波
普
猷
の

ヲ
ナ
リ
神
信
仰
の
研
究
、
そ
し
て
長
田
須
磨
に
代
表
さ
れ
る
ノ
ロ
に
注
目
す
る
女
性
神
信
仰
研

究
な
ど
、民
俗
学
・
文
化
人
類
学
の
分
野
に
お
け
る
多
く
の
調
査
・
研
究
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
従
来
の
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
に
よ
る
業
績
を
参
照
し
つ
つ
も
、
論
者
は
、
神
道

史
学
か
ら
の
西
田
長
男
や
三
橋
健
の
日
本
の
聖
母
信
仰
研
究
に
注
目
し
、
こ
れ
と
密
接
に
か
か

わ
る
神
聖
家
族
の
問
題
意
識
か
ら
、
母
子
神
に
対
す
る
信
仰
の
歴
史
と
民
俗
を
構
築
し
な
お
そ

う
と
し
た
意
義
は
大
き
い
。
ま
た
、
論
者
が
日
本
国
内
の
宗
教
史
・
信
仰
史
の
み
な
ら
ず
、
聖
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母
信
仰
の
実
態
を
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
と
い
う
、
対
外
関
係
の
な
か
で
捉
え
直
そ
う
と
し
た
点

も
高
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
十
分
と
言
え
な
い
の
は
、
論
者

の
神
道
史
学
や
日
本
宗
教
史
に
関
す
る
理
解
の
甘
さ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
今
後
、
一
層
の

研
鑽
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
第
二
章
第
一
節
に
記
述
す
る
聖
母
大
菩
薩
と
尊
称

さ
れ
た
福
岡
県
の
香
椎
宮
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
者
は
香
椎
宮
が
神
功
皇
后
に
対
す
る
信

仰
を
取
り
込
み
つ
つ
、
香
椎
廟
か
ら
香
椎
宮
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
九
州
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ
た
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
と
い
っ
た
事

変
と
国
難
に
お
い
て
神
功
皇
后
に
対
す
る
信
仰
が
強
く
意
識
さ
れ
た
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
考

察
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
第
二
章
第
三
節
は
、
日
蓮
宗
の
代
表
的
な
守
護
神
で
あ
る
鬼
子
母
神
に
関
す
る
論
考
で

あ
り
、
そ
こ
に
論
者
の
一
つ
の
新
し
い
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
鬼
子
母
神
信
仰
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
宮
崎
英
修
の
『
日
蓮
宗
の
守
護
神
―
鬼
子
母
神
と
大
黒
天
』（
昭
和
三
十
八
年
）

─ １２ ─



と
い
う
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
そ
の
後
も
主
と
し
て
日
蓮
宗
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
多
く
見

ら
れ
る
な
か
で
、
論
者
は
、
そ
れ
ら
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
鬼
子
母
神
信
仰
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
い
る
。
こ
の
章
は
、
特
に
す
ぐ
れ
た
論
考
の
一
つ
で
あ
る
の
は
、
例
え
ば
、
鬼
子
母
神
信
仰

の
基
底
に
、
古
来
の
母
子
神
に
対
す
る
信
仰
、
換
言
す
れ
ば
聖
母
信
仰
が
存
在
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
近
世
に
お
い
て
鬼
子
母
神
信
仰
が
広
く
庶

民
の
な
か
に
普
及
し
て
い
っ
た
過
程
を
論
究
し
て
お
り
、説
得
力
の
あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
確
か
に
新
し
い
試
み
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
今
後
、
さ
ら
に
世
界
宗

教
史
の
潮
流
の
な
か
で
深
め
て
行
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
確
か
に
鬼
子
母
神
信
仰
は
日
蓮
宗

に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
鬼
子
母
神
の
持
物
で
あ
る
柘
榴
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
古
い
聖

母
像
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鬼
子
母
神
信
仰

の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
第
三
章
第
一
節
で
は
、
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
に
お
い
て
「
天
上
聖
母
」「
天
妃
聖
母
」

と
し
て
祀
ら
れ
る
媽
祖
に
つ
い
て
論
述
し
、
第
二
節
で
は
、
琉
球
に
お
い
て
媽
祖
を
「
天
妃
」
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と
し
て
祀
る
信
仰
を
、
東
シ
ナ
海
周
辺
地
域
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
の
一
例
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
大
和
と
中
国
の
は
ざ
ま
に
お
け
る
、
琉
球
地
方
の
媽
祖
神
に
対
す
る

信
仰
を
、
明
・
清
と
の
交
流
の
な
か
で
把
捉
し
直
す
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア

を
も
含
む
グ
ロ
バ
ー
ル
な
視
点
か
ら
の
位
地
づ
け
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
大
き
な
成
果
で
あ

る
と
い
え
る
。

最
後
の
第
三
章
第
三
節
で
は
、
視
点
を
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
移
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
ア
ン
ナ
崇
拝
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
間
部
に
ま
つ
ら
れ
る
黒
い
聖
母
と
の
関
連
性
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
専
ら
マ
リ
ア
信
心
の
み
が
聖
母

信
仰
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
民
間
に
お
け
る
ア
ン
ナ
崇
拝
に
日
本
の
聖
母
と
同
様
の
観
念

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
聖
母
の
も
つ
「
養
い
親
」
と
い

う
観
念
に
注
目
し
、
そ
の
こ
と
を
ア
ン
ナ
に
関
す
る
伝
承
や
絵
図
な
ど
を
用
い
て
実
証
し
よ
う

と
試
み
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
資
料
の
多
く
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
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り
、
そ
の
た
め
確
証
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
や
や
付
会
な
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
感
が
し
な
い
で

も
な
い
。
つ
ま
り
一
見
す
る
と
新
し
い
試
み
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
資
料
を
・
史
料
を

集
め
、
そ
れ
ら
を
厳
密
に
考
証
す
る
と
い
う
過
程
を
省
い
て
い
る
た
め
、
砂
上
の
楼
閣
の
よ
う

な
論
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
論
者
の
研
究
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
論
者
は
初
め
に
お
い
て

神
道
史
学
の
観
点
か
ら
研
究
を
進
め
る
と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
明
白
に

示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
比
較
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
余
り
、
神
話
学
・
民
族
学
・
民

俗
学
・
宗
教
学
な
ど
の
知
識
の
生
噛
り
に
よ
る
、
い
わ
ば
う
わ
べ
だ
け
の
比
較
に
終
わ
っ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
が
む
し
ろ
仇
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
論
文
は
、
論
者
が
将
来
に
望
む
比
較
神
道
学
へ
の
試
み
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
内
容
で
あ
り
、
そ
こ
で
改
め
て
、
以
下
の
三
点
の
課
題
を
、
今
後
、
取
り
組
ん
で
欲
し
い

と
期
待
す
る
。

第
一
は
、
聖
母
信
仰
・
媽
祖
信
仰
の
特
質
と
し
て
の
「
水
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
確
か
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に
論
者
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
聖
母
や
媽
祖
は
産
湯
や
水
難
・
海
難
な
ど
、
水
と
関
係
が
深
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
水
と
い
っ
て
も
、
泉
・
井
戸
・
川
な
ど
の
飲
料
水
、
産
湯
の
た
め

の
水
、
さ
ら
に
水
難
や
海
難
と
関
わ
り
深
い
海
水
と
は
、
峻
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
論
者
が
根
拠
と
し
て
い
る
資
料
・
史
料
の
多
く
は
、
先
行
の

調
査
・
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
点
が
か
な
り
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え

て
お
く
こ
と
は
当
然
必
要
な
作
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
後
こ
れ
ら
の
一
次
資
料
・
史
料
の
確

認
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
論
者
は
、
さ
ら
な
る
新
し
い
史
実
を
見
出
し
得

る
可
能
性
は
充
分
に
存
し
て
い
る
。

第
三
は
、
沖
縄
や
、
日
本
及
び
世
界
各
地
の
華
人
社
会
の
媽
祖
信
仰
、
特
に
、
そ
の
発
祥
地

で
あ
る
中
国
南
東
部
の
福
建
省
を
は
じ
め
、
今
後
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
繰
り
返
し
行
い
、

可
能
な
限
り
の
資
料
・
史
料
を
収
集
し
、
媽
祖
信
仰
の
現
代
性
・
必
然
性
が
、
よ
り
深
く
追
求

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

急
速
に
伸
長
す
る
中
国
経
済
に
と
も
な
い
、
世
界
各
地
へ
進
出
す
る
華
人
と
、
二
世
・
三
世
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の
世
代
と
な
る
中
華
街
等
の
華
人
社
会
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
等
、
そ
れ
ら
は
質
的
に
差
異
を
有

す
る
可
能
性
も
あ
る
。
経
済
的
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
と
も
な
う
情
報
シ
ス
テ
ム

の
急
激
な
普
及
に
よ
り
、
共
同
体
に
お
け
る
信
仰
の
様
態
や
そ
の
普
及
や
、
現
代
の
多
様
化
共

生
を
目
指
す
学
問
状
況
が
あ
る
中
で
、
当
論
文
で
掲
げ
て
い
る
問
題
は
、
今
後
ま
す
ま
す
展
開

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
研
究
の
継
続
が
期
待
さ
れ
る
。

以
上
、
将
来
に
期
待
さ
れ
る
課
題
も
多
い
が
、
全
体
と
し
て
は
、
本
論
文
の
提
出
者
本
間
浩

は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。
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