
- 1 -

「
平
安
時
代
の
思
想
・
神
祇
と
社
会
変
容
」

田
口
佳
奈

要
約本

稿
は
、
研
究
が
手
薄
な
宗
廟
の
形
成
を
中
心
に
、
平
安
時
代
の
思
想
や
神
祇
制
度
を
社
会
の
変
容
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
目
標

と
し
た
。

第
一
章
で
は
、
大
内
裏
火
災
・
内
裏
火
災
・
里
内
裏
火
災
後
に
行
わ
れ
る
廃
朝
・
廃
務
の
儀
礼
の
導
入
と
そ
の
変
遷
を
通
じ
て
、

内
裏
火
災
に
対
す
る
貴
族
層
の
意
識
と
内
裏
・
里
内
裏
の
重
要
性
や
性
質
の
時
代
に
よ
る
変
化
が
廃
朝
・
廃
務
儀
礼
の
差
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

内
裏
火
災
後
に
行
わ
れ
る
儀
礼
は
内
裏
・
里
内
裏
間
で
異
な
り
、
ま
た
内
裏
内
の
殿
舎
の
重
要
性
で
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。
時
代

に
よ
る
変
化
も
認
め
ら
れ
る
。

特
に
廃
朝
・
廃
務
の
儀
礼
は
、
内
裏
が
機
能
し
て
い
た
九
世
紀
に
、
大
極
殿
火
災
後
の
儀
礼
と
し
て
中
国
の
宗
廟
火
災
と
宮
殿
火
災
後
の

儀
礼
を
折
衷
す
る
形
で
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
内
裏
火
災
後
に
廃
朝
・
廃
務
を
行
う
例
が
定
着
し
た
。
当
初
は
祖
先
の
建
造
し
た
宮
殿

火
災
に
対
す
る
喪
や
哀
衷
の
意
義
を
持
つ
儒
教
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
重
大
事
に
対
し
て
行
わ
れ
、
事
の
大
小
に
鑑
み
て
日
数
を
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決
定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

一
〇
世
紀
後
半
か
ら
の
社
会
体
制
の
大
き
な
変
容
と
連
動
し
て
内
裏
・
里
内
裏
火
災
が
頻
発
す
る
と
、
先
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
中
で
次

第
に
両
者
の
儀
礼
が
区
別
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
里
内
裏
は
内
裏
よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
儀
礼
が
と
ら
れ
、
ま
た
皇
居
と
し
て
の
内
裏
機
能

の
消
失
に
伴
い
内
裏
火
災
後
の
儀
礼
も
廃
務
か
ら
廃
朝
へ
と
変
化
す
る
。

一
一
世
紀
を
通
じ
て
変
化
・
定
着
し
て
い
っ
た
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
、
内
裏
・
里
内
裏
の
機
能
分
化
が
す
す
む
十
二
世
紀
に
は
内
裏
火
災
と

里
内
裏
火
災
後
の
儀
礼
の
違
い
も
貴
族
層
に
認
知
さ
れ
、
内
裏
が
廃
絶
す
る
ま
で
継
続
し
て
い
た
。

第
二
章
で
は
神
社
火
災
後
に
行
わ
れ
る
廃
朝
・
廃
務
を
通
じ
て
、
伊
勢
神
宮
・
八
幡
宮
を
宗
廟
と
称
し
尊
崇
す
る
日
本
独
自
の
宗
廟
の
制

度
・
概
念
が
朝
廷
に
お
い
て
形
成
さ
れ
成
立
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。

一
章
で
扱
っ
た
内
裏
火
災
へ
の
廃
朝
・
廃
務
儀
礼
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
山
陵
火
災
後
の
儀
礼
と
し
て
中
国
の
宗
廟
火
災
を
由
来
と

し
て
導
入
さ
れ
た
廃
朝
の
制
度
は
、
一
一
世
紀
初
頭
に
宇
佐
神
宮
と
い
う
天
皇
の
祖
先
を
祀
る
神
社
の
火
災
後
の
儀
礼
に
転
用
さ
れ

る
転
機
を
迎
え
た
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
宇
佐
八
幡
宮
と
宗
廟
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
概
念
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
一
一
世
紀
を
通
し
て
伊
勢
神
宮
・
香
椎
宮
・
石
清
水
八
幡
宮
の
怪
異
・
火
災
の
際
に
も
宇
佐
八
幡
宮
の
先
例
が
踏
襲
さ

れ
、
廃
朝
・
廃
務
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
神
社
の
怪
異
と
い
う
重
大
事
に
あ
た
り
そ
の
儀
礼
を
議
論
し
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伊

勢
神
宮
、
宇
佐
八
幡
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
、
香
椎
宮
は
宗
廟
と
の
関
連
性
を
貴
族
層
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
次
第
に
余
社
と
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は
異
な
る
存
在
と
し
て
「
国
家
の
宗
廟
」
と
崇
め
る
意
識
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

一
二
世
紀
初
頭
に
は
宗
廟
で
は
な
い
が
皇
統
と
国
家
鎮
護
に
深
く
関
わ
る
重
要
神
社
で
あ
る
賀
茂
社
の
火
災
に
対
し
て
も
廃
朝
が

行
わ
れ
た
が
、
宗
廟
と
は
日
数
の
面
で
区
別
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
廟
の
格
式
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
宗
廟
火

災
後
の
廃
朝
五
日
、
宗
廟
に
準
じ
る
神
社
火
災
後
の
廃
朝
三
日
、
そ
れ
以
外
の
神
社
火
災
で
は
廃
朝
は
行
わ
れ
な
い
例
と
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
神
社
の
格
式
が
廃
朝
の
有
無
・
日
数
の
形
で
表
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
二
世
紀
後
葉
の
伊
勢
神
宮
内
宮
火
災
に
は
、
廃
朝
・
廃
務
の
儀
礼
の
中
で
太
廟
と
い
う
概
念
が
登
場
し
、
廃
務
五
日
と
い
う
宗

廟
火
災
の
中
で
も
と
り
わ
け
丁
重
な
儀
礼
を
行
い
伊
勢
神
宮
内
宮
の
余
社
に
優
越
す
る
地
位
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
後
に
伊
勢
神
宮

第
一
の
宗
廟
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

神
社
の
火
災
後
に
廃
朝
の
儀
礼
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
神
社
が
焼
亡
す
る
度
に
儀
礼
の
有
無
や
廃
朝
廃
務
の
別
、
日
数
を
議
論
す
る

中
で
一
一
世
紀
を
通
じ
て
「
宗
廟
」
の
概
念
は
形
成
さ
れ
、
実
際
に
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
貴
族
層
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
一
二

世
紀
初
頭
に
は
「
宗
廟
」
概
念
は
定
着
し
て
お
り
、
宗
廟
に
準
じ
る
神
社
へ
の
礼
遇
や
伊
勢
神
宮
内
宮
の
宗
廟
グ
ル
ー
プ
内
で
の
優

越
な
ど
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

第
三
章
で
は
、
特
に
大
逆
に
注
目
し
て
宗
廟
に
絡
む
事
件
と
朝
廷
の
処
罰
を
見
て
い
く
こ
と
で
こ
の
時
期
に
宗
廟
概
念
が
成
立
す
る
社
会

的
要
因
を
述
べ
た
。

一
一
世
紀
初
頭
こ
ろ
、
宇
佐
八
幡
宮
に
よ
っ
て
大
宰
府
官
人
が
朝
廷
に
訴
え
ら
れ
た
事
件
に
、
日
本
の
律
令
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
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中
国
の
律
に
あ
る
宗
廟
に
対
す
る
罪
科
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
章
で
一
一
世
紀
後
半
は
朝
廷
が
伊
勢
・
八
幡
宮
を
宗
廟
と
し
て
尊
崇
す
る
意
識
が
確
認
で
き
る
時
期
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た

が
、
寛
治
年
間
に
大
宰
府
官
人
が
大
隅
正
八
幡
宮
神
輿
を
射
た
と
し
て
朝
廷
に
強
訴
さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。
こ
れ
に
対
し
朝
廷
で

は
宗
廟
神
へ
の
罪
科
と
し
て
大
逆
罪
を
適
用
し
、
赦
か
ら
も
除
外
す
る
な
ど
厳
し
い
処
置
を
と
り
、
宗
廟
へ
の
罪
科
の
厳
罰
化
が

進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
宗
廟
へ
の
尊
崇
は
高
め
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
の
後
、
同
様
の
地
位
を
求
め
る
寺
社
の
強
訴
が
起
こ
さ

れ
る
が
、
罪
名
・
赦
免
の
点
で
宗
廟
と
他
社
は
差
別
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
二
世
紀
初
頭
に
は
、
香
椎
宮
へ
の
狼
藉
や
伊
勢
神
宮
へ
の
放
火
な
ど
宗
廟
に
対
す
る
罪
へ
次
々
に
大
逆
罪
が
適
用
さ
れ
、
更

に
こ
の
時
期
の
赦
に
は
伊
勢
神
宮
・
八
幡
宮
の
訴
え
に
触
れ
た
も
の
は
除
外
す
る
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
る
な
ど
、
宗
廟
た
る
神
社

や
宗
廟
神
を
毀
損
す
る
罪
科
へ
の
厳
罰
が
定
着
す
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
長
治
年
間
に
竈
社
の
神
輿
を
射
た
と
し
て
、
竈
社
と
結

ん
だ
延
暦
寺
が
大
宰
府
官
人
と
石
清
水
八
幡
宮
別
当
を
朝
廷
に
訴
え
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
こ
の
事
件
に
対
す
る
朝
廷
の
対

応
は
一
見
延
暦
寺
・
石
清
水
双
方
の
強
訴
に
屈
し
て
い
る
が
、
大
宰
府
官
人
が
宗
廟
に
対
す
る
罪
で
処
罰
さ
れ
る
一
方
、
宗
廟
社

司
は
他
権
門
の
訴
に
よ
り
停
任
さ
れ
な
い
と
し
て
罪
を
免
れ
る
と
い
う
極
端
に
宗
廟
概
念
に
終
始
し
た
処
置
と
な
り
、
こ
の
時
期

の
宗
廟
の
地
位
の
高
さ
を
如
実
に
現
し
て
い
る
。

一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
政
治
・
経
済
・
社
会
が
大
き
く
変
容
し
て
い
く
中
で
、
大
宰
府
官
人
と
頻
繁
に
闘
争
を
繰

り
返
し
て
い
た
宇
佐
八
幡
宮
を
中
心
と
し
た
寺
社
の
活
動
が
活
発
に
な
り
、
朝
廷
へ
の
強
訴
・
怪
異
報
告
な
ど
を
用
い
た
地
位
の
訴
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え
か
け
が
頻
発
し
、
朝
廷
に
訴
え
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
宗
廟
概
念
形
成
の
要
因
に
は
、
自
社
の
地
位
向
上
を
意
図
す
る
神
社
側
か

ら
の
朝
廷
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
一
方
、
朝
廷
で
は
、
宗
廟
を
守
護
神
と
し
て
崇
め
、
祟
を
畏
れ
る
意
識
か
ら
宗
廟
へ
の
儀

礼
や
宗
廟
を
毀
損
す
る
罪
科
を
厳
罰
化
す
る
な
ど
宗
廟
を
厚
遇
す
る
政
策
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
は
宗
廟
神
社
の
要
求
を
受
け
入
れ

宗
廟
の
尊
崇
を
高
め
て
い
く
結
果
と
な
っ
た
。

第
四
章
で
は
、
神
宝
使
の
変
遷
に
現
れ
る
そ
の
時
代
の
社
会
変
化
と
貴
族
の
意
識
に
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
見
た
宗
廟
関
連
の

制
度
と
同
様
の
時
代
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

従
来
、
神
宝
使
は
神
宝
の
造
営
・
奉
持
・
現
地
に
お
け
る
不
備
へ
の
対
処
ま
で
を
一
貫
し
て
担
い
、
弁
官
が
こ
れ
を
勤
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。

一
〇
世
紀
に
穢
れ
を
禁
忌
と
す
る
意
識
の
高
ま
り
の
影
響
を
受
け
て
、
一
〇
世
紀
中
葉
か
ら
弁
官
の
蝕
穢
に
よ
り
臨
時
で
神
宝
の

奉
持
を
神
祇
伯
を
弁
代
と
し
て
こ
れ
を
任
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
〇
世
紀
後
半
に
は
、
穢
れ
の
頻
発
に
伴
い
、
次
第
に
弁
代
参
向

が
神
宝
使
の
先
例
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
一
世
紀
初
頭
こ
ろ
に
は
神
宝
使
と
し
て
弁
官
で
は
な
く
弁
代
を
発
遣
す

る
こ
と
が
定
着
し
た
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
行
事
所
の
成
立
に
よ
り
、
神
宝
造
営
の
他
造
宮
ま
で
を
含
め
た
諸
事
は
行
事
弁
が
、
奉
持
は
弁
代
が
、
現
地

で
の
不
備
へ
の
対
処
は
行
事
史
が
補
助
す
る
よ
う
に
な
る
。
神
宝
使
は
一
一
世
紀
初
頭
に
「
弁
代
」
の
呼
称
を
残
し
た
ま
ま
伊
勢
神

宮
の
他
の
祭
や
奉
幣
時
の
勅
使
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
へ
と
変
化
し
た
。

そ
の
後
神
祇
伯
の
不
在
あ
る
い
は
不
都
合
と
い
う
事
態
を
受
け
て
神
祇
副
が
弁
代
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
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祇
副
は
大
中
臣
氏
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
祭
主
・
造
宮
使
ら
と
近
親
者
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
時
期
の
家
職
が
形
成
す

る
が
、
神
祇
官
大
中
臣
氏
が
遷
宮
の
こ
と
に
専
門
的
に
関
与
し
、
神
宝
使
の
役
割
も
そ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

一
二
世
紀
初
頭
に
は
行
事
所
、
神
祇
伯
王
あ
る
い
は
大
中
臣
氏
神
祇
副
神
宝
使
奉
持
と
い
っ
た
制
度
が
整
う
。
平
安
時
代
後
期
は

神
祇
副
に
よ
っ
て
神
宝
使
が
務
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
王
で
あ
る
神
祇
伯
が
務
め
た
例
も
あ
り
、
こ
れ
は
吉
例
と
認
識
さ
れ
て

い
た
。
第
一
の
宗
廟
の
地
位
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
伊
勢
神
宮
内
宮
の
焼
亡
と
い
う
大
事
に
伴
う
神
宝
使
発
遣
に
も
、
王
で
あ
る
神

祇
伯
が
弁
代
に
選
ば
れ
、
丁
重
な
礼
を
尽
く
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

神
宝
使
の
変
遷
に
お
い
て
も
一
章
か
ら
三
章
と
同
様
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

第
一
章
か
ら
第
四
章
を
通
じ
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
の
社
会
変
容
が
思
想
や
神
祇
制
度
に
変
化
を
与
え
、
一
一
世
紀
を
通
じ

て
新
た
な
時
代
に
即
し
た
制
度
が
形
成
さ
れ
、
一
二
世
紀
初
頭
に
は
新
た
な
制
度
が
貴
族
階
層
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
読
み
取

れ
た
。
思
想
・
神
祇
制
度
は
社
会
の
変
容
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
が
中
世
の
形
成
期
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え

る
。


