
･シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

と
は

な
に
か

国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
所
長

新
聞
記
者

国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
教
授

神
奈
川
大
学
教
授

日
本
大
学
法
学
部
教
授

国
学
院
大
学
教
授

阿
部
集
散

高
橋

紘

大
原
康
男

中
島
三
千
男

百
地

畳

阪
本
是
丸

284

愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
に
対
す
る
最
高
裁
の
達

者
判
決
が
象
徴
す
る
よ
う
に
言
葉
だ
け
が
先
走

っ
て
'
実
態
が
知
ら
れ

て
い
な

い

｢国
家
神

道
｣
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
､

｢政
教

関
係
を
正
す
会
｣
の
主
催
の
下
に
'

｢
日
本
近

代
の
国
家
と
宗
教
｣
と
題
し
て
都
内
で
開
か
れ

た
｡
学
界
に
お
け
る
最
新
の
研
究
や
マ
ス
コ
､､､

耳
の
認
識
を
踏
ま
.え
て
､
そ
の
実
体
を
論
じ
あ

っ
た
こ
七
を
f
E以
下
に
詳
報
す
る
｡

な
お
'
出
席
者
の
略
歴
は
つ
ぎ
の
通
り
･で
あ

る

(年
齢
順
)
｡

【
司
会
】

阿
部
美
哉
氏
-

昭
和
十
二
年
生
.
東
京
大
学

文
学
部
宗
教
学
科
卒
｡
ク
レ
ア
キ
ン
ト
大
学
院

大
学
修
了
(哲
学
博
士
)
0.
文
化
庁
宗
務
課
専
門

職
貝
､

愛
知
学
院
大
学
教
授
等
を
経
て
現
職
｡

磐
書

『
政
教
分
離
』
(
サ
イ
ア
ル
出
版
会
)
0

∩パ

オ
-
Lス
I
u

高
橋

紘
氏
-

昭
和
十
六
年
生
｡
早
稲
田
大

学
法
学
部
卒
｡
著
書

『
天
皇
家
の
仕
事
』

(文

春
文
庫
)
'

『象
徴
天
皇
』

(岩
波
新
書
)
0

大
原
康
男
氏
-

昭
和
十
七
年
生
｡
京
都
大
学

法
学
部
卒
｡
国
学
院
大
学
大
学
院
神
道
学
専
攻

博
士
課
程
修
了
｡
著
書

『神
道
指
令
の
研
究
』

(原
書
房
)､

『
忠
魂
碑
の
研
究
』
(暁
書
房
)'

『
詳
録

一､重
宝
を
め
ぐ
る
国
会
論
議
』

(展
転

社
)
0

｢正論｣平成1〔l年3月号



･中
島
〓
王
T
男
氏
-

昭
和
十
･f<
年
止
ユ｡
l見
出御
上∧

学
文
学
部
史
学
科
卒
｡
同
大
学
院
博
士
課
程
修

了
｡
著
書

『
天
皇
の
代
替
り
と
国
民
』

(青
木

書
店
)
｡

百
地

華
氏
-

昭
和
二
十

一
年
生
｡
静
岡
大

学
人
文
学
部
卒
｡
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究

科
修
士
課
程
修
了
｡
愛
媛
大
学
教
授
を
経
て
現

織
｡
孝
苦

『憲
法
と
政
教
分
離
』
(成
文
堂
)～

『
政
教
分
離
と
は
何
か
-
争
点
の
解
明
』

(成

文
堂
)
0

阪
本
是
丸
氏
-

昭
和
二
十
五
年
生
｡
国
学
院

大
学
文
学
部
卒
｡
同
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士

課
程
修
了
｡
著
書

『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研

究
』

(岩
波
書
店
)
｡

阿
部

｢国
家
神
道
｣
と
い
う
言
葉
は
'

一

九

1
〇
年

(明
治
四
十
三
年
)
頃
に
初
め
て
出

て
き
ま
す
｡
B
･
H
･
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

(英
国

の
日
本
学
者
)
の

『新
し
い
宗
教
の
創
造
』.
と

い
う
書
物
が
そ
の
始
ま
り
で
す
｡
こ
の
言
贋
が

D
･
C
･
ホ
ル
ト
ム

(米
国
の
神
道
学
者
)
杏

経
由
し
て
ア
メ
リ

カ
占
領
軍
の
中
に
入
-
'
そ

し
､て
神
道
指
令
に

導
入
さ
れ
ま
し
た
o

戦
後
の
日
本
で
は
､
こ
の

｢国
家
神
道
｣
が

極
め
て
遺
憾
な
､も
の
と
し
て
幻
八え
ら
れ
､
ま
･hU

戦
前
の
日
本
の

｢超
国
家
主
義
め
塊
｣
と
解
釈

さ
れ
､
こ
と
に
村
上
重
良
民

(宗
教
学
者
)
や

官
揮
俊
義
民

(憲
法
学
者
)
な
ど
の
議
論
に
よ

っ
て
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

1
方
で
'
そ
の
よ
う
長
講
論
仕
事
実

に反
す

る
の
で
あ
-
'

｢国
家
神
道
体
制
｣
と

いう
も

の
は
神
社
神
道
か
ら
宗
教
性
を
剥
奪
し
て

日
本

型
の
政
教
分
離
を
構
築
し
た
の
だ
七
い
う
見
解

も
あ
-
ま
す
｡

そ
の
認
識
の
菱
が
'
現
在
'
愛
媛
玉
串
料
訴

訟
の
最
高
数
判
決
や
､
そ
の
他
の
政
教
関
係
訴

訟
の
中
に
常
に
現
れ
て
'
合
違
意
の
判
断
に
直

接
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
tJ'

｢
国
家
神
道
｣
に
つ
い
て
歴
史
的
事

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
｡
｢
国
家
神
道
｣
と
か

｢国
休
｣
｢
天

皇
制
｣
と
い
う
も
の
の
認
識
の
し
か
た
'
見
方

に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
､
何
が
問
題
な
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
本

日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
.趣
旨
で
あ
-
ま
す
｡

阪
本

｢国
家
神
道
｣
に
対
す
る

一
つ
の
象

徴
的
な
見
方
'
つ
ま
-

｢遺
憾
な
も
の
で
超
国

家
主
義
の
塊
｣
と
す
る
よ
う
な
村
上
重
長
氏
や

億
ロ
¶樺
俊
美
氏
の
R兄
上力
は
､
現
在
で
も
注
油
汁
の
]

穀
的
な
参
考
書
に
も
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
O
そ
れ
に
対
し
て
'
た

だ
そ
の
よ
う
な

1
万
的
な
見
方
だ
け
で
良
い
の

か
､
ま
ず
事
実
を
踏
ま
え
て
､
概
念
を
嘗
っ
ち

-
決
め
て
論
議
し
ょ
う
と
す
る
見
方
が
出
て
き

ま
し
た
｡
い
わ
ゆ
る

｢
国
家
神
道
｣
と

一｢国
家

神
道
体
制
｣
を
区
別
し
て
考
え
よ
う
と
い
う
珪

素
で
す
｡

今
ま
で
壮
'

｢国
家
神
道
｣
と

｢
国
家
神
道

体
制
｣
を
混
同
し
た
-
'
さ
ら
に
天
皇
制
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
戦
前
の
思
想
的

･
政
治
的

連
動
な
ど
と
祭
祀
や
国
家
に
よ
る
神
社
管
理
の

問
題
な
ど
､
行
政
的
な
面
も
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な

っ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
-
ま
す
｡
そ

こ
を
整
理
し
て
'
あ
る
意
味
で
は

｢狭
義
｣
と

｢広
義
｣
の
問
題
に
分
け
て
い
か
な
け
れ
ば
'

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
最
高
裁
違
憲
判
決
に
見
も

れ
る
よ
う
な
裁
判
官
の
個
人
的
な
国
家
神
道
観

が
ま
か
-
通
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
｡
二
十

年
前
､
今
回
の
愛
嬢
判
決
と
は
違

っ
て
合
憲
で

は
あ
り
ま
し
た
が
'
今
回
と
全
-
同
じ
国
家
神

道
観
を
示
し
た
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
最
高
裁
判
決

が
出
た
当
初
か
ら
'
私
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て

285 国家神道 と旺なにか



き
ま
し
た
｡

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
'

｢
国
家
神
層
｣
と

い
う
用
語
､
そ
し
て
そ
こ
に
立
脚
す
る
誤
解
を

少
し
Iで
も
解
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
｡

中
島

私
は
'
阪
本
さ
ん
と
は
逆
に
'

｢国

家
神
道
を
批
判
的
に
見
る
立
場
｣
に
立
っ
て
い

ま
す
｡
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
つ
S

で
も
､
大
称
と
し
て
あ
の
違
憲
判
決
は
正
し
い

と
考
え
て
い
せ
す
O

ま
ず

｢
国
家
神
道
｣
と
は
､
近
代
日
本
が
国

民
国
家
を
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
'
天
皇
及

び
国
家
の
権
威
と
正
当
性
を
広
め
る
た
め
に
､

政
府
の
法
令
に
よ
っ
て
'
宗
教
に
非
ざ
る
国
家

の
祭
紀
と
し
て
再
編
さ
れ
た
'
国
家
と
特
別
な

関
係
を
持

っ
た
神
社

･
神
道
で
あ
り
､
そ
し
て

こ
こ
が
大
き
な
論
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
､

｢国
家
神
道
｣
と
い
わ
れ
る
も
の
が
戦

前

の

｢国
体
論
イ
デ
オ
ロ
ギ
.-｣
の
凌
心
を
な
し
た

と
考
え
.て
い
ま
す
｡

先
ほ

ど

'

｢
国
家
神
道
｣
と

｢
国
家
神
道
体

制
｣
を
分
け
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
出
ま
し

た
が
'
私
も
こ
れ
を
分
け
て
考
え
て
み
ま
す
｡

と
.り
あ
え
ず
国
家
と
宗
教
と
に
限
定
し
て
み
ま

す
と
､

｢
国
家
神
道
=体
乱
し
-
.は
､
こ
の

｢国

家
神
道
｣
を
頂
点
と
し
て
'
そ
の
下

に
神
道

(教
派
神
道
)

･
仏
教

･
キ
リ
ス
ト
教
の
文
部

省

所
管
の
公
認
宗
教
と
い
わ
れ
る
三
教
､
さ
ら

に

そ
の
下
に
類
似
宗
教

･
宗
教
結
社
と
い
わ
れ

内
務
省
の
取
り
締
ま
り
対
象
と
な
っ
た
宗
教
､

こ
の
三
層
構
造
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
｡

こ
う
し
た
理
解
は
'
従
来
の
村
上
重
点
氏
の

国
家
神
道
理
解
と
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
が
､
私
は
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
｡

村
上
氏
は

｢神
社
あ
る
い
は
神
道
が
国
家
と

結
び
つ
い
て
優
遇
さ
れ
た
｣
と
し
ま
す
が
'
私

は
そ
う
仕
考
え
ま
せ
ん
.
む
し
ろ

｢国
家
神

道
｣
と
な
る
こ
と
に
よ
-
'
神
社

･
神
道
が
大

普
-
改
変
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味

で
は
'
神
社
神
道
は
1
番
の
被
害
者
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
｡

次
に

｢仏
教

･
キ
リ
ス
ト
教
は
抑

圧
さ

れ

た
｣
と
い
う
村
上
氏
の
主
張
に
対
し
て
も
'
仏

教

･
キ
-
ス
ト
教
は
公
認
宗
教
と
し
て
｢監
督
｣

仕
さ
れ
た
が
､
政
府
の

｢保
護
｣
を
受
け
､
さ

ま
ざ
ま
な

｢
特
権
｣
を
与
え
ら
れ
､
全
体
と
し

て
'
天
皇
制
及
び
そ
の
国
家
を
支
え
る
上
で
巨

大
な
仙収
封
印を
呆
し
た
と
L
ら
ノ側
面
も
泉
ツる
と
恩

い
ま
す
｡

で
按
､
な
ぜ
｢
国
家
神
道
｣
と
い
う
も
の
が
で

き
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
'
｢
国
家
神
道
｣

あ
る
い
は

｢国
家
神
道
体
制
｣
と
叶
う
の
は
'

政
治
の
産
物
だ
と
考
え
ま
す
?
つ
ま
り
'
近
代

の
､論
理
､
国
家
と
宗
教
の
関
係
で
い
え
ば
政
教

分
離
と
か
信
教
の
自
由
と
い
う
も
の
を
'
そ
れ

衣
-
に
苦
心
し
て
取
り
込
ん
だ
シ
ス
テ
ム
だ
っ

た
と
S
え
る
.で
し
ょ
う
0

ま
た
村
上
氏
は
'

｢国
家
神
道
｣
を
明
治
経

.新
か
ら

一
九
四
五
年

(昭
和
二
十
年
)
ま
で
一

貫
し
た
も
の
と
し
て
､
そ
れ
を
-

形
成
期

･

教
義
的
完
成
期

･
制
度
的
完
成
期

･
フ
7
シ
ズ

ム
的
国
教
期
-

の
四
つ
の
段
階
に
分
け
て
広

-
捉
え
て
い
ま
す
.
し
か
し
私
は
'

｢
国
家
神

道
｣
と
い
う
も
の
を
も
う
少
し
狭
義
に
､
限
定

的
に
使

っ
た
方
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡
つ

ま
-
'
神
道
国
教
化
政
策
期

･
国
家
神
道
体
制

期

･
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
国
教
期
の
三
つ
の
段
階
と

し
て
考
え
る
｡
そ
し
て
国
家
神
道
体
制
期
と
い

う
の
は
'
帝
国
憲
法
が
ま
が
-
な
-
に
も
機
能

し
て
い
た
時
期
ゐ
政
教
関
係
と
考
え
る
､
と
い

う
も
Jの
で
す
o
こ
の
あ
た
-
は
多
分
(
阪
本
き

ん
鼻

し
典
通
す
史Vl-
工
員
で
味
な
b
が
と
･思

286



h
し･ま
上
7

o

た

だ

｢

国
家
神
道
｣
の
評
価
に
つ
い
で
は
'

阪
本
さ
ん
の

｢
超
国
家
主
義
'
侵
略
主
義
'
軍

国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
縁
が
薄
く
'
ま

た
無
力
で
あ
っ
た
｣
と
い
jtL主
張

と
は
違

っ

て
､
敵
前
の
国
家
体
制
､
社
会
の
中
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ま
す
｡

そ
れ
で
は
'

｢国
家
神
道
体
制
｣
の
中
で
'

信
教
の
自
由
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
間
逝
で
す

が
'
そ
れ
は
神
社
神
道
を
含
め
て
'仏
教
に
も
キ

リ
ス
ト
教
に
も
限
定
的
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'

天
皇

･
皇
室
､
こ
れ
は
国
体
と
言
っ
て
も
S
い

の
で
す
が
'
こ
れ
に
触
れ
な
い
'
抵
触
し
な
い
限

-
.に
お
い
.て
信
教
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
形

を
と
り
､
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
そ
.U
に
は
探

入
-
し
な
S
､
国
家
も
そ
こ
ま
で
は
追
S
つ
め

な
い
､
と
い
う
両
者
の
妥
協
の
産
物

･
両
者
の

バ
ラ
ン
ス
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
ま
す
｡
こ
の
妥
協

･
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
た
の
が
へ
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
国
教
期
で
す
｡

宮
内
庁
の
過
敏
な
反
応

盲
碓

｢国
家
禰
道
｣
を
ど
の
人よ
ろ
ノ.忙
見
る

か
と
い
う
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
は
へ
私
も
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
て
あ
く
ま
で

｢制
度
と

し
て
の
国
家
神
道
｣
に
限
定
す
べ
き
だ
と
考
え

ま
す
｡
私
の
専
門
に
即
し
て
い
う
と
'

｢
国
家

神
道
｣
壮
訴
訟
な
ど
の
政
教
分
離
問
題
に
絡
ん

で
浮
上
し
て
来
ま
す
の
で
'
や
は
り
制
度
に
限

定
し
な
け
れ
ば
混
乱
す
る
だ
け
で
す
｡

次
に

｢国
家
神
道
｣
の
評
価
で
す
が
へ
当
時

の
国
際
社
会
か
ら
見
る
と
'
日
本
が
採
用
し
た

政
教
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
｡

｢国
家
神
道
｣
が
問

題
と
Lな
る
時
代
､
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
俊
半
か

ら
二
十
世
紀
前
半
と
い
う
除
代
を
見
る
と
'
世

界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
､
国
教
制
ま
た
は
公
認

数
制

(国
教
は
認
め
な
い
が
､
い
く
つ
か
の
宗

教
を
公
認
し
て
保
護
す
か
制
度
)
を
採
用
し
'

政
教
分
離
制
を
採
用
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ

な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
国
だ
け
で
し
た
｡

明
乳
酪
法
の
下
で
は
､
伊
藤
博
文
ら
は
国
教

を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
に
立
ち
'
神
社
神
道

は
非
宗
教
と
さ
れ
た
上
で
公
法
人
と
し
て
扱
わ

れ
､
さ
ら
に
神

･
仏

･
キ
の
公
認
数
も
存
在
し

た
わ
け
で
す
か
ら
'
当
時
の
日
本
は
基
本
的
に

は
公
朝叫煮
一の
偉
観
に
､参
っ
た
と
思
S

凄
す
｡
･た

だ
ハ
当
時
の
学
界
の
中
で
は
､
政
教

分
肝
制
と

解
す

る
説
が
最
も
有
力
で
'
国
教
制
と
解
し
た

説
は
む
し
ろ
極
め
て
少
数
で
し
た
｡
そ
の
少
数

の
中
に
美
濃
部
達
者
博
士
'
昭
和
十
七
年
以
降

の
官
滞
俊
義
教
授
の
説
が
含
ま
れ
て
い
せ
す
｡

ま
た
'ー
明
治
憲
畝
の
下
で
は
､
信
教
の
自
由

に
対
す
る
様
々
な
侵
害
や
圧
迫
が
あ
っ
た
と
の

指
輝
で
す
が
ヽ
た
し
か
に
当
時
､
間
商
が
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
す
｡
た
だ
し
'
こ
の
点
に
つ

い
て
も
当
時
の
欧
米
社
会
と
比
較
し
て
み
る
視

点
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
｡
欧
米
各
国
で
は
'

例
え
ば
信
仰
に
よ
っ
て
公
務
員

へ
の
就
任
が
制

限
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
i
ま
し
た

L
t
国
教
国
や
公
認
数
国
で
は
そ
れ
以
外
の
宗

教
に
対
す
る
弾
圧

･
迫
害
も
当
時
は
ま
だ
行
わ

れ
て
S
ま
し
た
｡
ま
た
'
■わ
が
国
で
は
禁
止
さ

れ
て
.い
た
宗
教
教
育
で
さ
え
'
当
時
の
欧
米
各

国
で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
公
立
学
校
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
0
11
体
ど
ち
ら
の
方
が
信
教
の
眉

由
が
制
限
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の
よ
う
に
'
我
々
の
目
か
ら
過
去
の
歴
史

を
い
わ
ば
細
軸
方
向
の
み
で
た
だ
断
罪
す
る
の

で
は
な
く
,
当
時
の
欧
米
先
進
国
と
の
比
較
つ
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ま
り
横
軸
か
ら
も

｢国
家
神
道
｣
と
い
う
も
の

を
帝
評
価
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
'
私
の
基

本
的
な
立
場
で
す
｡

高
僧

私
は
'
昭
和
四
十
九
年
か
ら
五
十

1

年
ま
で
宮
内
記
者
会
に
在
籍
し
､
そ
れ
以
降
も

皇
室
の
取
材
を
続
け
て
い
ま
す
.
こ
の
よ
う
な

経
験
か
ら
天
皇
､
宮
中
祭
紀
と
公
務

員
の
関
わ

-
方
あ
る
い
は
公
費
の
支
出
の
仕
方
な
ど
に
つ

い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
｡

去
る
十

一
月
二
十
三
日
､
宮
中
で
新
嘗
祭
が

お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
.1
こ
こ
に
は
首

相
へ
閣

僚
､
衆
参
両
院
の
正
副
議

長
'
最
高
裁
長
官

･

判
事
､.
国
会
図
書
館
長
'
内
閣
法
制
局
長
官
な

ど
が
出
席
し
ま
す
｡
敵
前
の
宮
中
の
祭
-
は
公

的
な
も
の
で
'
昭
和
二
十
二
年
ま
で
は
式
部
長

官
か
ら
の
招
待
で
し
た
が
'
新
著
法
下
で
は
天

皇
家
の
私
的
行
事
と
な
-
'
掌
典
長
の
名
前
で

案
内
を
出
し
て
い
ま
す
｡
私
も
記
者

会
時

代

に
'
当
時
の
宇
佐
美
宮
内
庁
長
官
に
お
願
い
し

て
参
列
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
'
真

っ
暗
な

中
に
庭
火
が
焚
か
れ
'
白
い
着
物
を
召
さ
れ
た

昭
和
天
皇
と
皇
太
子
殿
下
'
今
の
天
皇
陛
下
が

進
ま
れ
る
｡
本
当
に
森
厳
な
伝
統
に
根
差
し
た

祭
-
で
す
｡

と
こ
ろ
･で
'
宮
内
庁
と
い
う
と
こ
ろ
は
､
こ

う
し
た
宮
中
祭
紀
な
ど
の
政
教
分
離
の
問
題
に

過
敏
な
性
ど
の
反
応
を
示
し
ま
す
｡

例
え
ば
'
毎
朝
の
御
代
拝
妹
､
天
皇
に
代
わ

っ
て
侍
従
が
宮
中
三
殿
に
お
参
り
す
る
の
で
す

が
'
昔
は
装
束
を
着
け
､
席
串
で
三

殿

に
行

き
'
.木
階
の
上
か
ら
参
拝
し
て
い
ま
し
た
｡
と

こ
ろ
が
晦
和
五
十

1
年
'
国
会
で
政
教
分
離
問

題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
'
そ
れ
以
降
は

モ
ー
ニ
ン
グ
を
着
て
自
動
車
で
行
き
'･
庭
上
か

ら
お
参
り
す
る
よ
う
に
改
め
ま
し
た
｡
ま
た
'

天
皇
が
外
遊
す
る
場
合
に
は
､
伊
勢
の
神
官
に

代
拝
と
言
っ
て
､
天
皇
の
代
わ
-
忙
侍
従
が
参

拝
し
て
い
た
の
で
す
が
'
こ
れ
も
問
題
に
な
る

と
侍
従
を
や
め
て
公
務
員
で

は
な
い
掌
典
に
代

わ
り
ま
し
た
｡

宮
内
庁
で
は
基
本
的
に
'
宮
中
祭
紀
な
ど
の

天
皇
家
の
私
事
に
つ
い
て
は
､
公
開
し
な
い
こ

と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
｡
し
か
し
最
近
'
こ

れ
が
崩
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
｡
し
か
も
こ
れ
に
按
'
周
社
界
の
運
動
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
揮
い
ま
す
｡

例
え
ば
'

｢剣
蛮
動
座
｣
の
問
題
で
す
｡
剣

輩
と
は
三
種
の
神
芹
の
-
も
の
剣
と
勾
玉
の
こ
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と
で
す
が
ハ
戦
前
は
天
葛
が
外
で
]
拍
以
上
す

る
鳩
は
'
剣
蜜
が
天
皇
上
と
も
に
動
座
し
て
い

ま
し
た
｡
し
か
し
'
戦
後
の
混
乱
期
に
取
り
や

め
と
な
っ
て
S
ま
し
た
o
そ
れ
を
復
活
t
よ
う

と
い
う
運
動
が
神
社
界
な
ど
か
ら
起
こ
り
'
昭

和
四
十
九
年
の
伊
勢
の
神
官
へ
の
行
幸
時
に
復

活
し
ま
し
た
｡
し
か
し
'
そ
の
時
は
侍
従
が
隠

す
よ
う
に
持
っ
て
移
動
し
て
S
た
も
の
が
､
平

成
の
即
鹿
の
礼
で
は
堂
々
と
テ
レ
ビ
に
映
し
出

さ
れ
ま
し
た
｡

ま
滋
'
平
成
五
年
に
行
わ
れ
た
二
十
年
に
一

度
の
神
官
の
式
年
遷
宮
に
際
し
て
'
そ
の
九
年

性
ど
前
に
昭
和
天
皇
か
ら
着
手
す
る
よ
う
に
と

の
お
言
葉
が
あ
り
'
国
民
か
ら
の
募
財
に
先
だ

っ
て
御
内
解
金
-

金

一
封
が
出
さ
れ
て
い
ま

す
｡.
つ
ま
り
､
戦
前
の
天
皇
主
体
の
式
年
遷
宮

の
形
に
近
づ
き
ま
し
た
｡

さ
ら
に
は
大
嘗
祭
の
問
題
で
す
｡
昭
和
五
十

四
年
に
は
'
当
時
の
真
田
内
閣
法
制
局
長
官
が

大
嘗
祭
に
は
神
式
の
儀
礼
が
含
ま
れ
国
が
行
う

こ
と
は
許
さ
れ
な
3,㌧
と
の
違
藩
論
を
国
会
で

選
べ
Lて
い
ま
す
が
'
平
成
の
即
位
礼
が
近
づ
く

と
宗
教
性
を
薄
め
る
よ
う
な
政
府
の
見
解
が
出

て
'
公
費
で
あ
る
宮
廷
費
で
実
施
さ
れ
ま

し

液
｡
神
社
界
か
ら
.Q
発
言Plも
非
宗
教
的
故
､も
の

で
あ
る
､
と
し
て
い
ま
す
｡

こ
う
見
て
き
ま
す
と
天
皇
家
が
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
.で
や
っ
て
来
た
こ
と
が
'
公
に
な
っ
七
行
く

康
子
が
わ
か
J?
ま
す
.

た
だ
公
に
し
て
公
費
を
出
し
て
行
う
こ
と
に

な
っ
た
た
め
に
'
そ
れ
に
対
し
て
訴
訟
や
争
い

事
が
起
こ
る
0

1
世

1
代
の
お
祭
り
で
あ
る
大

嘗
祭
が
公
の
も
の
と
な
っ
た
た
め
'
政
教
分
離

裁
判
の
対
象
に
怠

っ
た
と
い
う
の
は
非
常
に
残

念
だ
上
思
い
ま
す
O

｢国
濠
神
道
イ
コ
ー
ル
神
社

神
道
｣

と
い
う
誤
り

大
原

｢国
家
神
道
｣

と
い
う
言
葉
が
市
民

権
を
得
た
の
牡
'
占
領
軍

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た

神
道
指
令
以
降
の
こ
と
で
す
｡
そ
の
中
に
出
て

く
る

S
tate
S
into
が

｢
国
家
神
道
｣
と
訳
さ

れ
,V
l
般

化
し
た
も
の
で
す
か
ら
'
ま
ず
神
道

指
令
を
基
に
言
葉
の
定
義
を
考
え
る
べ
き
で
し

ょ
う
｡
神
道
指
令
の
定
義
は
'

｢
日
本
国
の
法

令
に
よ
っ
て
宗
派

･
教
派
的
神
道
か
ら
区
別
さ

れ
た
非
宗
教
的
な
る
国
家
的
無
配
｣
と
い
う
も

の
で
す
o
L
か
し
､
神
道
持
合
の
中
に
は
ー
こ

れ
と
矛
盾
す
る
内
容
鬼
拙
て
き
ま
す
｡

そ
の
際
因
は
､
神
道
指
令
が
教
育
の
四
大
指

令
'

｢
日
本
教
育
制
度
把
対
す
る
管
理
政
策
｣

r
教
職
追
放
し

｢神
道
指
令
｣

｢修
身
'
日
本

歴
史
及
び
地
迦
教
育
の
停
止
｣
の
.一
つ
と
し
て

出
さ
れ
た
JJ
piJ
に
あ
る
.
教
育
の
由
.大
指
令

昧
'
軍
国
主
義
と
超
国
家
主
義
の
排
除
を
目
指

し
た
指
令
で
し
た
が
､
神
道
指
令
に
放
と
う
し

た
教
育
面
,と
と
も
に
信
教
の
自
由
な
ど
の
宗
教

面
が
加
わ

り

'
さ
ら
に
は
神
道
指
令
の
起
草
者

の
持
っ
て
.い
た

｢国
家
神
道
イ
コ
ー
ル
神
社
神

道
｣
と
い
o
t誤
ケ
た
考
え
が
入
】つ
た
た
め
'
さ

ら
に
問
題
を
複
雑
に
し
て
S
ま
す
｡

神
道
指
令
の
革
菜
に
は
'
当
初
'
祝
祭
日
の

改
変
や
教
育
勅
語
の
取
扱
い
ま
で
が
含
ま
れ
､

そ
れ
ら
が
削
除
さ
れ
た
後
も
'
な
お

｢大
東
亜

戦
争

･
八
紘

1
芋
と
い
う
言
葉
の
使
用
停
止
｣

な
ど
神
道
と
は
直
接
関
係
の
な
い
も
の
が
残
さ

れ
る
な
ど
'
神
道
指
令
が
混
乱
の
産
物
で
あ
る

が
ゆ
え
に

｢国
家
神
道
｣
の
定
義
ま
で
混
乱
し

て
し
ま

っ
た
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
問
遍
を

は
ら
み
な
が
ら
も
､
私
は

｢国
家
神
道
｣
の
定

義
は
そ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
神
道
指
令
の
定
義
を
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第

1
に
き
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
O

｢国
家
神

道
｣
の
問
題
枚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問

題

の
以
前

に
'
窓
法
の
政
教
分
離
原
則
の
解
釈
に
関
し
て

まず
登
参
し
て
く
る
｡
怒
法
学
の
多
く
の
学
説

で
は
'

｢葱
法
の
政
教
分
離
規
定
は
神
道
指
令

の
い
う
厳
し
い
政
教
分
離
せ
受
け
継
ぐ
｣
と
単

純
に
解
し
て
い
ま
す
が
'
決
し
て
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
指
令
を
作
成
し
た
c
I
E

(民
間

情
報
教
育
局
)
の
宗
教
課
壮
厳
し
い
分
離
を
主

張
し
て
い
ま
し
た
が
､
教
育
課
で
は
修
身
に
代

わ
る
も
,Q
と
し
て
の
宗
教
教
育
を
積
極
的
に
進

め
よ
う
と
し
た
｡
で
す
か
ら
t
G
H
Q

(占
領

軍
総
司
令
部
)
全
体
の
意
向
と
し
て
も
完
全
分

離
を
目
指
す
こ

と
が
固
ま
っ
て
い
た
わ
げ
で
は

な
い
｡
そ
し
て

決
定
的
な
こ
と
は
'
喬
法
草
案

を
作
成
し
た
民
政
局
ス
タ
ッ
フ
の
文
書

に
は

｢
国
家
と
宗
教
の
分
離
｣
と
い
う
言
葉

は
な

-
'

｢国
家
と
教
会
の
分
離
｣
す
な
わ
ち

｢特

定
宗
教
と
の
分
離
｣
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

お
-
'
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
'
現
憲
法
の
立
法

意
図
と
し
て
指
令
の
標
撰
す
る
完
全
分
離
が
継

桑
さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
.ま

せ

ん
｡日夜

後
紅
皇
宝
祭
祀
に
つ
い
て
t
言
加

え
せ

す
｡
神
道
指
令
の
対
象
は
あ
く
ま
で
神
社
神
道

で
あ
っ
て
､
皇
室
祭
紀
は
枠
外
で
し
た
｡
国
鉄

の
駅
の
し
め
縄
ま
で
が
撤
去
さ
れ
た
反
面
'
息

居
の
あ
る
山
陵
が
そ
の
ま
ま
国
有
財
産
に
な
っ

て
S
る
点
か
ら
で
も
明
ら
か
で
す
｡

村
上
説
の

｢皇
室
神
道
｣
プ
ラ
ス

｢神
社
神

道
｣
イ
n
I
ル

｢国
家
神
道
｣
と
い
う
よ
う
な

説
は
'
少
な
く
と
も
神
道
指
令
に
よ
っ
て

｢国

家
神
道
｣
が

一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し

た
ら
'
基
本
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
｡

阿
部

こ
れ
ま
で
の
意
見
を
整
理

し
ま
す

と
'

1
つ
共
通
点
が
あ
れ
ま
す
｡
そ
れ
は

｢国

家
神
道
｣
と
い
う
も
の
の
概
念
の
分
け
方
で
､

(
広
い
立
場
)
を
取
る
か

(
狭
い
立
場
)
を
帝

る
か
と
S
う
点

で
す
が
'
両
者
の
違
い
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
含
む
か
'
あ
る
い
は
制
度

的
な
問
題
に
限
る
か
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ

の
点
に
つ
い
て
'
さ
ら
に
論
叢
を
深
め
て
い
き

た
S
と
思
い
ま
す
｡

大
原

｢
国
家
神
道
｣
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
論
争
を
す
る
の
な
ら
､
や
は
り
論
者
が
共
通

の
定
義
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
り
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
た
め
に
は
神
道
抱
合
の
l定

義
す
る
内
淑伊
省
所
管
の
神
社
の
国
家
管
理
と
,.Si

う
制
度
と
'
文
部
省
所
管
の
修
身
･
歴
史
教
育

や
教
育
勅
語
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
は
'
厳

杏
に
区
別
す
べ
き
で
し
ょ
う
C

｢国
家
神
道
｣
と
い
う
言
葉
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

問
題
ま
で
含
め
て
'
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
勝
手
な

定
義
を
使
っ
て
い
て
は
生
産
的
な
議
論
は
と
て

も
で
き
な
い

と思
い
ま
す
｡

高
橋
.
先
任
ど
三
点
の
指
摘
を
し
ま
し
た

が
､
剣
聾
の
動
座
や
内
廷
費
か
ら
御
内
寄
金
を

支
出
し
た
神
官
の
問
題
に
つ
S
で
は
別
に
批
判

し
て
い
る
わ
け
で
杜
あ
-
ま
せ
ん
｡

問
題
校
大
嘗
祭
に
つ
S
て
で
す
?
公
費
で
あ

る
宮
廷
費
か
ら
公
金
を
支
出
し
た
結
果
と
し
て

騒
ぎ
が
お
こ
-
ま
し
た
.
福
沢
諭
昔
は

『
帝
宝

論
』
の
中
で
'
皇
室
は

｢春
の
如
-く
飴

の
如

く
'
ど
こ
の
人
'
ど
の
立
場
の
人
か
ら
も
愛
さ

れ
､
等
距
離
｣
で
あ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
が
'
皇
室
の
こ
と
が
国
展
同
士
の
争
い
に
な

る
の
は
好
ま
し
-
な
い
で
し
ょ
-
0

そ
れ
と
同
様
'
靖
国
神
社
の
問
題
も
'
公
式

参
拝
iJ
か
A
歓
故
犯
開
港
で
騒
ぎ
に
な
-
'
中

国
や
韓
国
ま
で
巻
き
込
む
外
交
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
｡
天
皇
で
あ
れ
首
相
で
あ
れ
'
皆
が
梱

迫
打
で
き
る
よ
う
に
参
連
打す
る
j広
め
駐
韓
､
と
Jia
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か
く
磯
争
.の
具

把
しな
S
こ
と
が
基
本
で
け
恵

S
か
と
恩
.S
ま

す
｡

胃
鞄

｢国

家
神
道
｣
の
問
題
が
'
専
ら
訴

訟
な
ど
の
政
教
分
離
問
題
に
絡
ん
で
浮
上
し
て

来
る
こ
と
は
先
任
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
'
私

が
.1T
国
家
神
道
｣
を
制
度
面
に
限
定
し
て
定
義

す
べ
き
だ
と
考
え
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ

り
ま
す
O
政
教
分
離
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
制

度
の
問
題
で
あ
-
'
そ
こ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
I
ま

で
持
ち
込
む
と
試
論
が
非

常
に
混
乱
し
ま
す
｡

こ
れ
ま
で
の
政
教
訴
訟
の
判
例
の
中
で
は
'

様
々
な
国
家
神
道
理
解
が
な
さ
れ

て

い
ま
す

が
'

｢
国
家
神
道
は
'
戦
後
消
滅
し
た
｣
と
の

認
識
で
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡

｢
国
家
神
道
｣
を
剛
度
と
し
て
考
え
る
限
り
'

こ
れ
は.当
然
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
今
回
の
愛

媛
玉
串
料
判
決
で
は

｢
国
家
神
道
は
復
活
の
恐

れ
が
あ
る
｣
と
の
認
識
が
背
景
に
あ
る
よ
う
で

す
｡
そ
の
た

め
に
､
神
社
と
の
結
び
付
き
に
限

っ
て
蔽
し
い
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
様
子
が
窺

え
ま
す
｡

そ
れ
と
厳
格
な
政
教
分
離
を
主
張
す
る
立
場

に
は
'
必
ず
矛
盾
が
生
じ
ま
す
｡
裁
判
の
原
告

は
'
神
社
が
絡
む
と
五
千
円
程
度
の
公
金
支
出

で
も
政
教
分
離
違
反
だ
と
恵
山神
仙す
る

の

で
す

が
'
宗
教
系
私
立
学
校
{
の
億
単
位
の
助
成
に

は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
家
が
育
成
さ
れ
で
S

よ
う
七
問
題
に
は
し
ま
せ
ん
04
こ
の
点
を
突
か

れ
る
.と
'
政
教
裁
判
で
厳
格
分
離
を
求
ゆ
る
原

告
の
最
後
の
拠
り
所
は
'
誤
解
と
嘱
見
に
み
ち

た

｢国
家
神
道
｣
し
か
残
ら
な
S
Jわ
け
で
す
｡

そ
う
h
う
意
味
で
も
､
政
教
分
離
解
釈
に
あ

た
っ
て
の

｢
国
家
神
道
J
認
識
は
非
常
に
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
ま

す

バ
だ
か
ら
こ
そ

｢国

家
神
道
｣
の
実
証
的
研
究
が
必
要
で
す
｡

他
人
事
の
よ
う
な
主
張

中
島

制
度
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
区
別
し
て

考
え
る
と
い
う
こ

と
は
'
研
究
の
順
序
と
し
て

は
理
解
で
き
ま
す

が
'
そ
の
意
図
が
よ
く
わ
か

-
ま
せ
ん
｡
超
国
家
主
義
と
か
軍
国
主
義

に

往
､
や
は
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
絡
ん
で

い
ま
し
た
か
ら
､

｢国
家
神
道
｣
が
成
立
す
る

過
程
に
お
い
で
も
そ
れ
は
い
つ
も
重
な
っ
て
い

て
､
そ
れ
を
ど
う
し
■て
も
絡
め
て
考
え
ざ
る
を

得
な
S
の
で
す
｡

戦
‥酌
の
ィ
一丁
オ
tI
ギ
ー
と
し
て

コ
因
州儒
｣
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
と
思
S
iま
す
が
､
そ
の
国

体
の
核
心
部
分
を
作
る
止
で
'

｢国
家
神
道
｣

の
東
た
し
た
役
割
は
'
巨
大
在
も
の
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
｡
教
育
勅
語
や
治
安
維
持
法
な
ど
戦

前
の
国
家
を
支
え
る
色
々
な
体
制
が
あ
り
ま
す

が
'-
そ
ケ
S
っ
た
も
の
が
機
能
す

る
上

で
'

｢
国
体
｣
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
核
と
し
て
の

｢国

家
神
道
｣
は
非
常
に
大
増
な
役
割
を
果
た
し
た

と
考
え
て
い
ま
す
｡

阪
本

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
る
直

接
の
き
っ
･か
け
は
'＼
四
月
二
日
の
愛
媛
玉
串
料

訴
訟
最
高
裁
判
決
で
す
｡
そ
の
判
断
そ
の
も
の

は
さ
て
お
き
'
最
高
裁
の

｢
国
家
神
道
｣
に
関

す
る
理
解
が
津
地
鎮
祭
訴
訟
か
ら
二
十
年
間
'

何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
｡
そ
こ
が
大
き
な
問
題

だ
と
思
い
ま
す
｡

｢明
治
維
新
以
降
'
国
家
と

神
道
が
密
接
に
結
び
-つ
い
て
'
様
々
な
弊
害
を

も
た
ら
し
た
｣
と
最
高
裁
･は
言
S
ま
す
が
､
こ

の
場
合
の

｢
国
家
｣
と
は
何
か
'

｢神
道
｣
と

は
何
か
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
を
せ
ん
O

中
島
さ
ん
仕
､

｢神
社
神
道
｣
が
も
し
国
家

と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
､
あ
れ
性
ど
の
国
休
論
を

推
進
で
き
た
の
か
と

｢国
家
神
道
｣
の
役
割
を
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大
き
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
私

は
､
確
か
忙
国
家
が
神
社
を
管
理

し

て
い
た

が
､
制
度
と
し
そ
は
さ
し
て
優
遇
も
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
L
へ
神
社
や
神
職
も
さ
ほ
ど
の
力
は

持
っ
て
S
な
か
っ
た
と
､
狭
義

の

｢
国
家
神

道
｣
に
つ
い
て
は
評
価
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま

す
｡し

か
し
'
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
'
広
義
の

｢
国
家
神
道
体
制
｣
の
評
価
に
つ
い
て
は
､
中

島
さ
ん
の
問
題
提
起
も
非
常
に
重
要
で
す
｡
教

育
勅
語
と
か
治
安
維
持
法
'
･あ
る
い
は
不
敬
罪

と
い
う
の
は
へ
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
恵
ん
で
す
｡
特
に
昭
和
十
年
代
に
入
っ

て
か
ら
の
一
時
期
'
そ
れ
ら
を
拡

大
解
釈

し

た
'
様
々
な
宗
教
団
体
に
対
す
る
弾
圧
に
は
大

き
な
問
題
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
.
昭
和

十
三
年
に
起
こ
っ
た
大
阪
憲
兵
隊
に
よ
る
キ
リ

ス
･L
教
会
へ
の
権
限
外
の
宗
教
面

へ
の
干
渉
な

ど
は
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
で
す
｡

私
は
何
も
戦
前
を
美
化
す
る
わ
け
で
は
あ
-

ま
せ
ん
L
t
制
度
と
し
て

｢国
家
神
道
｣
を
論

じ
P
あ
る
い
は
神
道
の
力
を
棲
小
化
し
て
済
む

と
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
｡

し
か
し
､
甘酸
甘同
数
の
判
決
文
に
は

コ
陳
々
な

弊
害
を
も
た
ら
し
た
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み

で
'
何
も
具
体
的
な
指
摘
が
な
い
｡
自
分
達
の

文
学
的
感
性
の
み
で

｢
国
家
神
道
｣
を
断
罪

し
'
判
決
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
'
は
た
し
て

最
高
裁
と
し
て
適
当
な
の
か
と
感
じ
ま
す
｡

阿
部

｢
国
家
神
道
｣

の
問
題
に
密
接
な
も

の
と
し
て
'
政
教
分
離
に

関
す
る
訴
訟
が
'
現

在
ま
で
に
数
多
く
起
こ
さ
れ
て
い
告
す
｡
こ
れ

に
関
連
し
て
ど
意
見
を
お
願
S
L
ま
す
｡

大
原

政
教
関
係
訴
訟
は
､
昭
和
四
十
年
の

津
地
鎮
祭
訴
訟
か
ら
､
現
在
審
理
中
の
も
の
を

含
め
て
三
十
件
を
超
え
て
S
ま
す
.
最
初
の
津

地
鎮
祭
訴
訟
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
色
彩
が
此
故

的
少
な
い
も
の
で
し
た
が
､
そ
れ
以
降
の
も
の

は
､
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

･
宗
教
的
動
機
に
基
づ

S
て
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
'
原
告
側
が
司
法
を
政

治
的
に
利
用
し
た
例
が
多
い
で
す
ね
｡
そ
れ
は

世
間
の
耳
目
を
集
衿
､
ジ
ャ
ー
ナ
-
ズ
ム
に
大

き
く
取
-
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
す

｡

今
回
'
最
高
裁
が
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
覧
蛙
憲

判
決
を
下
し
た
背
景
に
は
'
そ
の
事
実
認
定
の

い
.う

｢
国
家
神
道
が
事
実
上
の
国
教
と
し
て
強

制
さ
れ
た
｣
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
'
法
的
な
心
証

形
成
以
止別
に
予
断
的
に
裁
判
官
の
頑
の
中
に
あ

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡
少
な
く
と
も

裁
判
官
に
は
'

｢国
家
神
道
｣
は
本
当
に

｢
国

教
｣
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
'
あ
る
い
は

大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
十
八
条
に
は

｢
日
本
臣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
Jヾ
ヽ

民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ニ
背
カ
サ
ル
限
＼ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
｣

と
あ
り
ま
す
が
､
そ
の

｢
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
｣

の
中
に
神
社
信
仰
の
義
務
が
果
た
し
て
含
ま
れ

て
い
た
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
実
証
的
に
問
い

直
す
よ
う
な
問
題
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
う
気

が
し
ま
し
た
｡

首
地

｢臣
民
タ
ル
ノ
義
務
｣
に
つ
い
て
､

戟
前
e
'学
者
で
神
社
崇
敬
G
L義
務
が
あ
る
と
解

釈
し
て
い
た
人
は
殆
ど
い
ま
せ
ん
.
た
だ
特
異

な
例
と
し
て
'
官
樺
俊
養
氏
が
昭
和
十
七
年
に

『憲
法
略
説
』
の
中
で

｢義
務
｣
の
中
に
は
神

社
崇
敬
の
義
務
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
解
釈
を
述

べ
て
S
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
官
浮
氏
は
戦
後
､
と

の
よ
う
な
解
釈
を
引
き
合
い
に
出
し
て

｢信
教

の
自
由
は
憲
法
の
規
定
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

十
分
確
立
さ
れ
七
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣
と

他
人
事
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
す
.
1そ
れ
に

は
学
者
の
あ
-
方
と
し
で
疑
問
を
感
じ
る
の
で

す
が
､
こ
れ
が
M戦
後
､
東
大
の
権
威
あ
る
教
授
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の
解
釈
と
し
て
'
裁
判
官
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
続
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
.

｢国
ま
神
道
｣
の
研
究
は

今
日
で
も
大
き
な
課
題

中
島

首
地
さ
ん
が
主
張
す
.る
よ
.う
に
'

｢現
代
の
価
値
観
念
で
過
去
を
断
罪
し
て
は
な

ら
な
い
｣
と
い
う
の
も

一
つ
の
真
理
で
す
が
'

そ
の
学
者
が
生
き
て
い
る
時
代
の
価
値
観
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も

1

つ
の
真
理
だ
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
歴
史

学
と
い

う
の
は
'
現
在
そ
し
て
未
来
を
考
え
る
太
め
に

あ
る
t
と
い
う
こ
と
も
あ
-
ま
す
｡
お
そ
ら
く

村
上
軍
長
氏
と
私
の
考
え
方
の
違
い
は
'
村
上

氏
と
私
の
生
き
た
時
代
の
違
い
で
あ
-
t
も
っ

と
若
い
世
代
の
人
た
ち
の

｢
国
家
神
道
｣
論
も

変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
｡

そ
の
意
味
か
ら
い
う
と
'

｢
国
家
神
道
｣
も

そ
の
時
代
の

一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
し
'
神

道
以
外
の
仏
教

･
キ
リ
ス
･L
教
も
あ
え
て
そ
れ

を
望
ん
だ
と
.い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
｡
た
だ
､

そ
れ
を
現
在
の
観
点
か
ら
見
て
全
て
よ
か
っ
た

と
か
'
信
仰
の
自
由
が
全
く
保
障
さ
れ
て
い
た

と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
な
S
と
思
い
ま
す
｡

政
教
分
離
の
裁
判
を
通
し
て
見
る
と
､
私
は

原
告
の
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
が
'
神
社
神
道

に
対
す
る
誤
解
が
強
い
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は

誤
解
し
て
い
る
方
に
も
､
あ
る
S
は
誤
解
さ
れ

て
い
る
方
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

や
は
り
神
社
神
道
の
側
に
お
い
て
､
戦
前
の

宗
教
弾
圧
の
問
題
､
あ
る
い
は
植
民
地
'
占
領

地

に海
外
神
社
を
つ
-
-
'
朝
鮮
人
あ
る
い
は

中

国
人
､
台
湾
人
な
ど
に
神
道
信
仰
を
広
め
よ

う
と
し
た
こ
と
な
ど
'

一
九
三
〇
年
代
以
降
の

国
家
と
宗
教
の
あ
-
方
を
き
ち
ん
と
解
決
し
て

い
な
い
点
が
､
何
か

｢国
家
神

道
L
が
復

活

し
､
軍
国
主
義
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
て
い
る

1
つ
の
要
因
で
壮
な
S
で
し
ょ

う
か
｡
少
な
く
と
も
外
か
ら
見
る
と
'
そ
の
思

S
を
否
定
で
き
ま
せ
ん
｡

こ
の
よ
う
な
誤
解
を
受
け
な
い
よ
う
､
神
社

界
が
戦
前
を
総
括
し
'
そ
れ
を
人
々
に
理
解
し

て
も
ら
う
努
力
を
す
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

大
原

政
教
訴
訟
で
は
､
ほ
と
ん
ど
が
神
道

に
関
す
る
も
の
で
､
他
の
宗
教
が
国
や
地
方
公

共
田
休
と
関
わ
っ
た
時
は
全
く
問

題

に
し
な
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S
｡
た
と
え
ば
東
京
都
慰
霊
堂
で
の
仏
式
慰
霊

行
事
や
'
国
公
立
大
学
の
医
学
部
が
営
む
献
体

者

へ
の
仏
式
慰
霊
祭
､
屠
殺
歩
や
衛
生
研
究
所

の
仏
式
動
物
慰
霊
祭
な
ど
は
問
題
に
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
｡

こ
の
こ
と
に
つ
な
が
-
ま
す
か
'
先
程
､
中

島
さ
ん
か
ら
'
戦
前
の
体
制
と
し
て
'
国
家
神

道
を
頂
点
と
し
て
そ
の
下
に
神
(教
派
神
道
)
I

仏

･
キ
の
三
教
が
あ
り
､
そ
の
下
に
類
似
宗
教

が
あ
る
と
の
説
明
が
あ
-
ま
し
た
が
'
あ
る
面

で
は
仏
教
は
国
家
と
結
合
し
て
特
殊
な
地
位
を

占
め
'社
会
的
影
響
力
仕
非
常
に
大
き
か
っ
た
｡

た
と
え
ば
戦
前
の
刑
務
所
の
教
話
活
動
は
仏
教

が
独
占
し
て
い
た
し
､
従
軍
僧
侶
は
も
と
よ
-
㌔

大
曙
の
占
領
地
で
の
宗
教
的
宣
撫
活
動
は
ほ
と

ん
ど
僧
侶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
.

で
す
か
ら
､
近
代
日
本
の
国
家
と
宗
教
を
語

る
に
壮
'

｢
国
家
神
道
｣
だ
け
で
な
く
'
仏
教

の
特
別
な
地
位
に
も
注
目
す
べ
き
で
す
｡
も
ち

ろ
ん
へ
現
在
仏
式
で
挙
行
さ
れ
て
い
る
行
事
を

止
め
ろ
'
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
-
ま
せ

ん
｡
た
だ

｢
国
家
仏
教
｣
と
も
い
う
べ
き
補
助

線
を
引
か
な
い
と
'
戦
前
の
国
家
と
宗
教
の
関

係
の
正
し
い
理
解
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
す
｡

高
橋

中
島
さ
ん
が

｢神
社
界
は
誤
解
さ
れ

て
い
る
｣
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
､
私
も
そ
れ
は

強
く
感
じ
ま
す
｡
国
旗

･
国
歌
'
紀
元
節
'
元

号
か
ら
大
嘗
祭
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
関
連
の

問
題
で
､
神
社
界
が
静
か
に
主
張
し
て
も
'
右

翼
の
街
頭
宣
伝
と
似
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
｡

一

万
㌧
政
教
分
離
の
訴
訟
で
も
､.
天
皇
と
神
道
に

関
わ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
｡
こ
れ
は
非
常

に
マ
イ
ナ
ス
セ
す
｡

大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た

が
'
公
費
で
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ス
コ
､､､

が
入
り
､
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
'
神
聖
さ
を

央
う
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
｡
こ
れ
は
良
い
こ

と
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
｡

阿
部

｢
国
家
神
道
｣
と
は
何
か
と
考
え
る

と
､
歴
史
学
的
に
も
法
制
史
的
に
も
､
あ
る
い

は
宗
教
学
的
に
も
'
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
参
-
ま
し
た
｡
ア
メ
リ
カ
占
領

軍

は

｢
国
家
神
道
｣
に
日
本
人
の
国
体
観
や
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
根
源
を
見
て
へ
こ
れ
こ
そ
流
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
考

え
た

わ

け

で

す
｡
そ
れ
だ
け
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
の
証
明
で
も
あ
-
ま
す
｡

神
道
こ
と
に
神
社
神
道
が
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し

い
も
の
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
'
歴

史
的
､
社
会
的
認
識
の
面
で
課
鼠
を
か
か
え
て

い
る
こ
と
が
吐

っ
き
り
し
ま
し
た
｡

ま
た

｢国
家
神
道
｣
が
問
題
に
な
っ
た
時
代

に
は
'
欧
米
諸
国
の
大
半
が
国
教
制
あ
る
い
は

公
認
教
軌
で
あ
っ
た
中
で
'
問
題
は
あ
っ
た
に

し
て
も
政
教
分
離
制
で
あ
-
'
決
し
て
遅
れ
た

制
度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
ま

し
た
｡

ま
た
t
,国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
ら
せ
ら
れ
る

天
皇
陛
下
に
関
し
て
伝
統
的

･
秘
儀
的
な
儀
式

が
公
け
に
さ
れ
へ
公
費
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
に
皇
室
の
こ
と
が
国
民
間
の
争
い
虹

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
残
念
な
問
題
も
指
摘
さ

れ
ま
し
た
｡

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
も

｢国
家
神
道
｣

の
研
究
は
今
日
で
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ
て
'

違
う
意
見
の
方
々
も
広
く
含
め
て
'
真
剣
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
｡

294


	中島02-001
	中島02-002
	中島02-003
	中島02-004
	中島02-005
	中島02-006
	中島02-007
	中島02-008
	中島02-009
	中島02-010
	中島02-011

