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高
原 

光
啓 

提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
近
現
代
神
社
祭
祀
制
度
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
将
来
的
な
祭
式
学
確
立
を
目
途
と
し
つ
つ
、
三
大
祭
（
例
祭
・
祈
年
祭
・
新

嘗
祭
）
及
び
大
祭
・
中
祭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
個
別
祭
祀
（
神
武
天
皇
祭
等
）
の
成
立
過
程

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
共
に
、
各
々
の
祭
祀
執
行
の
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
神
社
祭
式
に
関
す
る
研
究
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
近
世
の
国
学
者
や
神
職
・
神
道
家
た
ち

に
よ
っ
て
実
践
的
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
近
代
に
入
る
や
、
神
社
の
国
家
管
理

下
、
皇
典
講
究
所
等
に
お
い
て
青
戸
波
江
ら
が
実
地
指
導
に
従
事
し
つ
つ
祭
式
作
法
の
調
査

研
究
を
進
め
た
。
そ
の
学
統
は
、
戦
後
の
祭
式
指
導
者
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
こ

う
し
て
「
学
的
研
究
と
実
地
修
練
と
の
両
面
を
、平
行
し
て
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
肝
要
」（
長

谷
晴
男
）
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
た
祭
式
学
・
祭
式
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
本
論
文
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
な
お
重
大
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言

う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
従
来
の
研
究
が
、
法
令
や
作
法
に
関
す
る
研
究
に
偏
り
、
神
職
が

厳
修
す
べ
き
各
々
の
祭
典
の
原
由
、
す
な
わ
ち
大
・
中
祭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
個
別
祭
祀
そ

の
も
の
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
義
に
関
わ
る
歴
史
的
研
究
が
乏
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
鑑
み
、
本
研
究
の
課
題
は
、
わ
が
国
古
来
の
祭
祀
制
に
淵
源
し
、

か
つ
現
行
の
「
神
社
祭
祀
規
程
」
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
祭
祀
、
す
な
わ
ち
祈
年
祭
・
新
嘗

祭
・
例
祭
に
代
表
さ
れ
る
「
個
別
祭
祀
」
の
形
成
過
程
の
歴
史
的
考
察
を
通
じ
て
、
祭
祀
厳

修
の
意
義
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
置
か
れ
る
。
本
研
究
は
、
以
上
の
課
題
を
解
明
す
べ

く
、
次
の
各
論
を
設
け
て
考
察
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

　
第
一
章
「
近
世
の
神
社
と
祭
祀
」
で
は
、
近
世
の
神
社
祭
祀
の
諸
相
を
知
る
手
掛
か
り
と

し
て
、
主
と
し
て
『
神
道
大
系
』
所
収
の
史
料
等
を
用
い
て
、
神
社
祭
祀
の
分
類
と
考
察
が

試
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
世
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
神
社
祭
祀
の
厳
修
が
、
近
代
神
社
祭
祀

制
度
形
成
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
一
定
の
基
盤
を
準
備
す
る
意
義
を
有
し
て
い
た
と
こ
と
が

強
調
さ
れ
る
。
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第
二
章
「
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
制
定
過
程
」
で
は
、
明
治
八
年
「
神
社
祭
式
」
の

制
定
過
程
に
関
わ
る
先
行
史
料
と
し
て
、『
祭
式
』『
祭
儀
』
の
内
容
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の

検
討
に
よ
っ
て
『
祭
式
』
記
載
の
諸
点
が
、
一
部
改
編
さ
れ
つ
つ
も
「
神
社
祭
式
」
に
採
用

さ
れ
て
い
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
併
せ
て
担
当
官
庁
の
式
部
寮
の
成
り
立
ち

に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
、
同
寮
や
神
祇
省
が
い
か
に
制
度
形
成
に
関
わ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
し
て
「
神
社
祭
式
」
制
定
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
さ

れ
る
。

　
第
三
章
「
例
祭
の
制
定
と
祭
祀
制
度
形
成
」
で
は
、
神
社
固
有
の
大
祭
で
あ
る
例
祭
に
つ

い
て
、
そ
の
「
沿
革
」「
祭
日
」「
祭
式
」「
経
費
」
の
四
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。「
沿
革
」
に

関
し
て
は
、
明
治
四
年
十
月
の
時
点
で
「
例
祭
」
の
名
称
が
公
式
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
前

出
『
祭
式
』
に
記
載
さ
れ
る
「
年
中
祭
祀
ノ
中
大
祭
一
度
ヲ
以
テ
例
祭
ト
ス
」
と
い
う
語
句

が
そ
の
ま
ま
「
神
社
祭
式
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
等
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
る
。「
祭
式
」

に
つ
い
て
は
、
明
治
初
年
以
来
の
公
的
な
祭
式
次
第
が
次
第
に
整
序
さ
れ
、
諸
系
統
に
分
か

れ
て
い
た
祭
式
が
、
明
治
八
年
「
神
社
祭
式
」
に
お
い
て
一
応
の
統
合
に
至
っ
た
経
緯
が
辿
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ら
れ
る
。「
経
費
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
教
部
省
・
式
部
寮

の
応
酬
を
経
て
、
近
代
の
幣
帛
供
進
制
度
の
財
政
的
な
仕
組
み
が
整
う
に
至
っ
た
経
緯
が
改

め
て
確
認
さ
れ
る
。

　
第
四
章
「
祈
年
・
新
嘗
祭
の
再
興
と
背
景
」
で
は
、
神
社
祭
祀
と
し
て
の
祈
年
祭
・
新
嘗

祭
の
意
義
が
改
め
て
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
近
世
の
神
社
に
お
け
る
両
祭
の
斎
行
状
況
が
『
神

道
大
系
』
等
の
基
礎
史
料
を
用
い
て
検
討
さ
れ
、
近
世
に
お
い
て
既
に
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
の

両
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
以
上
の

考
察
を
前
提
と
し
て
、
維
新
以
降
に
お
け
る
両
祭
の
再
興
過
程
が
辿
ら
れ
る
。

　
第
五
章
「
元
始
祭
の
成
立
過
程
」
で
は
、
明
治
初
期
に
お
け
る
元
始
祭
の
成
立
過
程
が
概

観
さ
れ
、
同
祭
が
明
治
建
国
の
理
念
を
直
截
に
反
映
し
た
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
つ
い
で
現
代
に
お
い
て
同
祭
を
執
行
す
る
意
義
が
再
考
さ
れ
る
。

　
第
六
章
「
神
武
創
業
と
神
武
天
皇
祭
・
紀
元
節
祭
」
で
は
、
神
武
天
皇
祭
・
紀
元
節
祭
制

定
に
至
る
過
程
が
辿
ら
れ
る
と
共
に
、
両
祭
が
制
定
当
初
の
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
。
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第
七
章
「
天
長
節
制
定
と
天
長
節
祭
」
で
は
、
宮
中
で
始
ま
っ
た
天
長
節
祭
が
、
大
正
三

年
の
制
度
改
編
に
お
い
て
改
め
て
天
長
節
祭
と
し
て
定
め
ら
れ
、
終
戦
後
も
占
領
政
策
の
制

約
を
受
け
つ
つ
神
社
祭
祀
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
辿
ら
れ
る
。

　
第
八
章
「
明
治
期
神
社
祭
式
形
成
と
民
間
祭
式
書
」
で
は
、
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
制

定
を
承
け
て
作
成
さ
れ
た
明
治
期
の
祭
式
書
群
が
紹
介
さ
れ
る
。
大
正
期
祭
祀
制
度
形
成
の

前
史
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
祭
式
書
群
の
位
置
と
役
割
が
考
察
さ
れ
る
。

　
第
九
章
「
大
正
三
年
神
社
祭
祀
制
度
の
整
備
過
程
」
で
は
、大
正
期
に
お
け
る
神
社
祭
祀
・

神
社
祭
式
の
整
備
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
ず
明
治
二
十
七
年
に
定
ま
っ
た
祭
祀
の
区

分
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
つ
い
で
神
社
局
内
に
設
置
さ
れ
た
神
社
調
査
会
で
原
案
が
審
議
さ

れ
て
い
っ
た
過
程
が
辿
ら
れ
る
。
さ
ら
に
当
該
期
に
お
け
る
制
度
形
成
の
背
景
に
は
、
祭
祀

区
分
に
伴
う
不
備
の
解
消
と
共
に
、
神
宮
祭
祀
と
の
整
合
性
を
図
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た

こ
と
が
、
当
時
の
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
併
せ
て
こ
こ
に
お
け
る
制
度
形
成

が
、
こ
れ
以
降
の
神
社
祭
祀
に
与
え
た
影
響
も
考
察
さ
れ
る
。

　
第
十
章
「
神
社
祭
祀
と
本
庁
幣
」
で
は
、
神
社
本
庁
幣
の
意
義
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
古
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代
以
来
の
天
神
地
祇
奉
幣
制
度
、
近
世
か
ら
維
新
に
至
る
そ
の
再
興
過
程
が
顧
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
古
来
の
神
祇
祭
祀
・
奉
幣
制
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
本
庁
幣
制
度
こ
そ
が
、
神
社
祭
祀

の
正
統
性
と
公
共
性
を
象
微
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
究
さ
れ
る
。
神
社
祭
祀
の
「
伝
統

的
か
つ
公
共
的
祈
り
」
を
端
的
に
具
現
す
る
も
の
と
し
て
、
現
行
の
本
庁
幣
制
度
が
受
け
継

が
れ
て
い
る
所
以
が
、
重
ね
て
再
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
戦
後
の
祭
式
研
究
は
、
神
職
養
成
課
程
の
祭
式
指
導
者
を
担
い
手
と
し
て
推
進
さ
れ
、
精

緻
な
諸
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
研
究
視
角
は
、
法
令
史
や
作
法
次
第

に
関
す
る
研
究
に
偏
り
、
例
祭
・
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
と
い
っ
た
三
大
祭
、
ま
た
大
・
中
祭
に

位
置
付
け
ら
れ
る
個
別
祭
祀
の
原
由
や
成
立
過
程
に
関
わ
る
研
究
が
、
比
較
的
等
閑
に
付
さ

れ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
鑑
み
、
本
研
究
の
目
的
は
、
現
行
「
神
社
祭



─ 7 ─

祀
規
程
」
に
定
め
ら
れ
た
個
別
祭
祀
、
す
な
わ
ち
例
祭
・
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
と
い
っ
た
三
大

祭
は
じ
め
、
大
・
中
祭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
諸
祭
祀
の
原
由
、
そ
の
形
成
過
程
を
検
討
し
、

改
め
て
祭
祀
厳
修
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
置
か
れ
る
。
本
研
究
の
貢
献
と
し
て

は
、
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
に
、
上
述
の
問
題
意
識
に
基
付
き
、
現
行
の
神
社
祭
祀
で
行
わ
れ
て
い
る
祈
年
祭
・

新
嘗
祭
・
元
始
祭
等
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
、
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
点
で
あ
る
。
現
行
制
度
に
受
け
継
が
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
の
形
成
過
程
、
そ
の
理
念
的

背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
祭
式
研
究
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ

と
言
え
る
。
既
存
の
研
究
の
枠
を
超
え
て
、
祭
式
研
究
の
新
生
面
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
提

出
者
の
研
究
姿
勢
は
、
注
目
に
価
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
言
わ
ば
明
治
八
年
「
神
社
祭
式
」
前
史
と
し
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
近
代
以
前
の

祭
祀
復
興
・
祭
式
形
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
神

道
大
系
』
は
じ
め
公
刊
・
未
刊
の
基
礎
史
料
を
用
い
て
、
当
時
の
神
仏
混
淆
と
隔
離
が
せ
め

ぎ
あ
う
実
態
の
只
中
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
諸
祭
祀
が
、
ど
の
よ
う
な
形
式
を
も
っ
て
執
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行
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
課
題
を
巡
っ
て
、
多
様
な
事
象
の
分
類
と
考
察
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
検
討
の
結
果
、
近
世
の
神
社
に
お
い
て
は
、
神
社
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
今
日
に
繋
が
る
祭
祀
の
大
綱
（
長
谷
晴
男
「
祭
祀
の
大
綱
・
祭
祀
執
行
上

の
原
則
・
原
則
の
細
則
」）
を
共
有
し
つ
つ
、
年
中
祭
祀
が
執
行
さ
れ
て
い
た
状
況
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
近
代
以
前
の
神
社
に
お
い
て
、
既
に
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
の
両
祭
が

執
り
行
わ
れ
て
い
た
事
例
が
存
在
す
る
事
実
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
の
制
度

復
興
は
、
近
世
の
そ
う
し
た
各
社
の
祭
祀
厳
修
の
積
み
重
ね
の
上
に
展
開
し
て
い
っ
た
側
面

が
あ
っ
た
と
こ
と
を
論
究
す
る
の
で
あ
る
。
近
世
の
神
社
祭
祀
の
諸
相
を
、
近
代
の
制
度
形

成
、
と
り
わ
け
明
治
八
年
「
神
社
祭
式
」
に
集
約
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
そ
の
研
究
視

角
は
、
今
後
の
祭
祀
研
究
・
祭
式
研
究
に
一
石
を
投
ず
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
第
三
と
し
て
は
、
大
正
期
「
神
社
祭
祀
令
」
制
定
前
史
と
し
て
、
明
治
八
年
「
神
社
祭
式
」

成
立
以
降
の
、
民
間
に
お
け
る
祭
式
作
法
書
群
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ

る
。
と
り
わ
け
第
八
章
「
明
治
期
神
社
祭
式
形
成
と
民
間
祭
式
書
」
で
は
、
精
力
的
な
史
料

探
索
の
成
果
を
踏
ま
え
、
明
治
期
の
祭
式
書
群
の
紹
介
と
分
析
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ



─ 9 ─

れ
ら
祭
式
書
群
が
、
大
正
期
に
お
け
る
祭
祀
制
度
形
成
に
、
ど
の
よ
う
に
連
鎖
し
て
い
っ
た

か
が
考
察
さ
れ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
当
該
時
期
は
「
諸
流
混
淆
の
時
代
」
と
評
さ
れ
、

一
種
の
混
乱
期
・
過
渡
期
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
本
研
究
で
は
、

民
間
祭
式
書
群
の
充
実
こ
そ
が
、
中
央
の
祭
祀
制
度
形
成
を
後
押
し
し
て
い
っ
た
経
緯
が
跡

付
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
本
研
究
は
、
大
正
期
に
お
け
る
制
度
形
成
が
、
こ
う
し
た
官
民
挙

げ
て
の
模
索
の
帰
結
と
し
て
の
歴
史
的
意
義
を
担
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
研
究
視

角
も
ま
た
、
従
来
の
研
究
史
の
盲
点
を
補
う
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
古
代
以
来
、
そ
し
て
維
新
以
来
の
「
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
幣
帛

奉
献
儀
」
を
継
受
す
る
現
行
の
本
庁
幣
制
度
の
意
義
を
、
正
面
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
点
で

あ
ろ
う
。
本
研
究
は
、
ま
ず
神
祇
に
幣
帛
を
奉
る
故
実
の
来
歴
に
遡
り
、
つ
い
で
維
新
以
降

漸
次
整
え
ら
れ
て
ゆ
く
幣
帛
供
進
制
度
の
成
立
過
程
を
跡
付
け
る
。
さ
ら
に
本
庁
幣
制
定
時

に
お
け
る
神
社
界
の
議
論
の
応
酬
を
紹
介
し
つ
つ
、
古
代
以
来
の
幣
帛
奉
献
制
度
の
伝
統
を

受
け
継
ぐ
本
庁
幣
制
度
こ
そ
が
、
神
社
祭
祀
の
正
統
性
・
公
共
性
を
象
微
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
論
究
す
る
。
神
社
祭
祀
の
「
伝
統
的
か
つ
公
共
的
な
祈
り
」
を
、
端
的
に
示
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す
も
の
と
し
て
本
庁
幣
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
所
以
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
祭
祀
厳
修
の

本
義
が
あ
る
所
以
が
重
ね
て
再
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
行
の
本
庁
幣
制
度
の
意
義
を
歴

史
的
に
再
検
討
し
、
併
せ
て
そ
の
現
代
的
意
義
を
も
考
察
し
よ
う
と
す
る
提
出
者
の
研
究
姿

勢
は
、
ま
さ
に
祭
式
指
導
者
と
し
て
の
「
稽
古
照
今
」
の
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
来
の

祭
祀
研
究
・
祭
式
研
究
へ
の
、
大
き
な
問
題
提
起
と
し
て
の
意
義
を
担
う
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
残
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
。
本
研
究
の
問
題
点
は
、
提
出
者
も
自
認
し

て
い
る
通
り
、
個
々
の
論
点
の
提
示
が
、
必
ず
し
も
神
道
史
の
通
史
的
把
握
に
繋
が
っ
て
い

な
い
点
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』（
崇
神
天
皇
条
）
に
お
い
て
、
天

神
地
祇
奉
幣
祭
祀
の
起
源
は
、
調
庸
制
な
い
し
租
税
制
の
形
成
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
調
庸
制
・
租
税
制
が
、
神
ま
つ
り
へ
の
捧
げ
も

の
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
幣
帛
の
本
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
以
上
、

そ
の
古
代
の
原
由
に
遡
る
よ
り
根
底
的
な
考
察
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
近
世
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
検
討
に
お
い
て
は
、
朝
廷
の
朝
儀
再
興
史
を
よ
り
踏

ま
え
る
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
世
の
歴
代
天
皇
は
、
朝
廷
衰
微
の
切
実
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な
現
状
認
識
の
も
と
、
あ
り
う
べ
き
古
典
制
度
復
興
・
朝
儀
再
興
に
向
け
て
、
世
代
か
ら
世

代
へ
と
、
ロ
ン
グ
ス
パ
ン
の
模
索
を
繋
い
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
古
典
制
度
に
由
来
す
る
祭

祀
伝
統
（
式
内
社
、
山
陵
等
）
が
、
在
地
に
お
い
て
も
各
々
発
掘
さ
れ
、
地
域
復
興
の
拠
り

所
と
し
て
希
求
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
観
点
が
よ
り
加
味
さ
れ
て
い
た
な
ら
、

さ
ら
に
ク
リ
ア
な
通
史
的
見
通
し
に
立
っ
た
論
述
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
敗
戦
に
よ
る
変
革
を
ス
ル
ー
し
て
現
行
祭
祀
制
度
の
意
義
を
論
ず
る
こ

と
は
、
提
出
者
も
自
ら
言
う
よ
う
に
問
題
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
道
史
上
の
大

き
な
ア
ポ
リ
ア
が
「
敗
戦
に
よ
る
断
絶
と
持
続
」
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
提
出
者
は
、今
後
、

天
皇
の
祭
祀
大
権
の
問
題
、
占
領
政
策
に
よ
る
制
度
改
変
な
ど
の
問
題
等
に
も
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。
ま
た
祭
式
学
が
開
か
れ
た
学
問
を
目
指
す
以
上
、

神
道
学
以
外
の
諸
領
域
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
種
々
の
疑
義
に
対
し
て
も
、
然
る
べ
く
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
宮
地
正
人
氏
、
赤
江
達
也
氏
等
）。

　
と
も
あ
れ
、
本
研
究
が
、
祭
式
研
究
の
刷
新
を
期
し
て
、「
近
代
」
の
制
度
形
成
の
要
因

を
「
近
世
」
に
遡
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
例
祭
・
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
と
い
っ
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た
三
大
祭
、
ま
た
大
・
中
祭
の
個
別
祭
祀
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
義
を
一
次
資
料
に
拠
っ
て

再
検
討
し
た
こ
と
、
現
行
規
程
に
基
づ
く
神
社
祭
祀
の
要
諦
を
「
幣
帛
の
本
義
」
に
遡
っ
て

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
等
は
、
従
来
の
研
究
史
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
と
言
え
よ

う
。
提
出
者
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
現
任
の
祭
式
指
導
者
と
し
て
後
進
育
成
に
励
む
と
共
に
、

祭
式
学
の
学
的
確
立
を
目
指
し
て
、
本
研
究
で
検
討
し
得
な
か
っ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
さ

ら
な
る
探
索
と
考
察
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
、
高

原
光
啓
は
、博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

令
和
六
年
二
月
十
五
日
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