
評欝

「
宗
教
と
社
会
を
歴
史
的
に
構
成
す
る
基
底
」
た
る

氏
神
祭
を
通
じ
て
、
農
村
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か

に
す
る
に
あ
っ
た
と
い
う
。
氏
神
祭
は
、
同
族
結
含

更
に
は
村
落
結
合
の
紐
帯
と
も
云
う
べ
き
機
能
を
果

す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
村
落
の
具
体
的
実
態
を

知
る
上
で
の
い
わ
ば
要
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
氏
自
身
が
災
俗
学
者
で
あ
る
事
に
由
来
し
て
、

叉
テ
ー
マ
か
ち
も
当
然
の
事
乍
ら
氏
神
祭
自
体
に
就

い
て
の
究
畷
が
主
と
な
り
、
そ
の
社
会
的
背
景
に
蓬

…
冨
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
歴
史
研
究
者
の
末
端
に

連
な
る
我
々
と
し
て
は
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
た

歴
輿
掌
と
民
総
掌
の
結
舎
も
、
民
俗
学
内
部
で
の
歴

史
派
と
機
能
派
と
の
止
揚
の
段
階
に
止
ま
っ
た
感
を

受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
承
を
「
歴
史
的
系

列
」
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
“
り
点
だ
け
で

も
、
従
来
の
民
俗
学
研
究
に
は
数
少
な
い
業
績
の
一

つ
と
言
い
得
よ
う
。

　
以
上
甚
だ
主
観
的
な
感
想
と
疑
問
点
を
述
べ
て
来

た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
申
世
史
研
究
不
振
の
中
に
あ

っ
て
占
め
る
本
書
の
意
義
と
価
値
を
些
か
も
傷
つ
け

る
も
の
で
は
な
い
。
叉
常
野
漆
御
指
導
を
頂
い
て
い

る
こ
れ
ら
諸
先
輩
に
対
し
て
敢
え
て
し
た
数
々
の
非

礼
は
、
そ
の
懸
れ
た
成
果
を
既
に
身
開
の
こ
と
と
し

て
認
め
た
上
で
の
、
そ
し
て
同
じ
道
に
従
う
一
後
学

の
、
未
熟
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
事
え
に
お

赦
し
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
相
当
な
頁
数
に
上
る
附
録
、
即
ち
二
丈

の
文
書
目
録
・
年
表
・
系
図
及
び
種
々
の
統
計
表
を

附
け
ら
れ
た
事
は
今
後
の
研
究
者
に
と
っ
て
非
常
に

麿
益
で
あ
り
本
書
の
価
値
を
更
に
高
め
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
各
研
究
者
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　
　
（
本
か
人
一
二
志
ハ
ニ
百
八
、
　
一
二
〇
〇
m
目
、
創
単
一
｝
ル
祉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
村
井
康
彦
…

尾
留
川
正
平
編

経
済
地
理
（
新
地
理
学
講
座
第
6
巻
）

　
経
済
地
理
と
い
う
分
野
は
地
理
学
の
ブ
ラ
ン
チ
の

一
つ
と
し
て
非
常
に
大
寒
な
部
分
を
占
め
る
に
も
拘

ら
ず
、
そ
の
内
容
が
広
範
醗
に
亘
っ
て
お
り
、
更
に

敢
え
て
言
え
ば
、
掌
と
し
て
の
経
済
地
理
掌
の
対
象

が
漠
然
と
さ
え
し
て
い
て
、
現
段
階
に
於
い
て
は
余

り
に
広
く
な
り
過
ぎ
た
聞
口
に
比
べ
て
、
奥
行
の
方

は
充
分
に
深
め
ら
れ
て
い
な
い
穗
み
が
あ
る
。
加
え

て
隣
接
諸
科
学
と
の
間
に
も
到
底
は
つ
ぎ
り
し
た
境

界
線
を
引
き
切
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
こ
れ
ま
た
謂

わ
ば
建
築
途
上
の
家
の
中
が
雑
然
と
足
の
踏
み
場
も

な
い
状
態
の
時
に
早
く
も
近
所
と
の
交
際
が
姶
ま
っ

て
い
る
の
に
も
例
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
経
済
地
理

学
の
現
状
に
於
い
て
　
冊
の
指
針
書
が
三
選
買
た
ら

ず
の
程
度
で
、
こ
の
内
容
を
能
く
ま
と
め
上
げ
る
と

こ
ろ
で
な
い
こ
と
は
言
う
蓬
も
な
い
。
添
書
も
当
然

そ
の
間
の
事
糟
を
知
り
つ
つ
敢
え
て
講
座
の
叢
隔
と

し
て
こ
の
苦
難
に
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

事
を
思
う
と
、
編
者
以
下
親
密
｝
渚
の
努
力
に
は
敬
意

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
内
容
は
総
論
と
し
て
佐
藤
弘
氏
が
経
済
地
理
学
の

憲
義
・
研
究
対
象
・
方
法
論
・
領
域
と
い
う
最
も
困

難
な
問
題
提
起
を
担
当
し
、
以
下
、
農
業
を
尾
留
川

正
平
等
、
牧
畜
業
を
田
辺
健
一
、
林
業
を
金
事
川
正

平
、
土
地
利
用
を
小
笠
原
義
勝
、
水
産
業
を
青
野
寿

郎
、
鉱
業
を
彪
原
信
彦
、
工
業
を
幸
田
漕
喜
等
、
商
業

を
国
松
久
弥
、
交
通
を
看
宋
武
夫
の
諸
氏
が
分
榿
し

て
計
十
章
四
十
四
節
に
分
け
て
い
る
。
心
臓
渚
の
中

で
農
業
経
営
の
節
を
担
当
　
す
る
三
沢
煙
毒
、
鉱
業
の

尾
原
信
彦
、
工
業
の
和
韻
篤
夫
の
各
氏
は
そ
れ
ぞ
れ

隣
接
科
学
の
人
々
で
あ
り
、
地
理
学
の
扱
い
方
は
側

面
的
で
あ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
し
、
叱
る
煮
昧

で
は
地
理
学
の
側
に
こ
れ
等
の
問
題
と
正
面
か
ら
取

組
む
こ
と
の
出
来
る
人
々
が
少
い
こ
と
、
又
は
経
済

地
理
の
中
で
殊
に
如
上
の
部
門
が
臼
本
で
は
栄
開
拓

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
こ

の
章
別
、
項
聞
別
の
担
当
者
名
を
並
べ
た
§
次
が
既
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に
斯
掌
の
一
端
を
臨
承
し
て
い
る
と
も
雷
え
よ
う
。

更
に
極
論
す
れ
ば
畜
塵
地
理
沸
水
産
地
理
・
商
業
地

理
。
三
遍
地
理
と
言
う
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
櫛
当
「

執
筆
者
が
殆
ど
独
走
し
て
い
る
感
を
特
た
せ
る
部
門

で
あ
り
、
取
扱
い
方
に
は
何
れ
も
独
断
を
も
辞
さ
ぬ

点
も
晃
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
部
門
の
扱
い
方

の
特
色
を
見
な
が
ら
詳
評
を
加
え
て
見
よ
う
。

　
1
経
済
地
理
学
総
論
（
佐
藤
）
で
先
ず
執
筆
者
は

「
経
済
地
理
学
と
は
経
済
現
象
の
空
聞
的
束
縛
性

（
力
賢
ヨ
5
㈹
①
ご
篇
謬
創
O
謬
ず
O
一
躍
）
を
科
学
的
に
研
究
す
る
こ

と
で
噺
の
Ψ
⇔
」
　
と
｛
疋
賊
し
で
ぶ
ア
イ
．
i
ト
“
ソ
ッ
ヒ
や
ペ
　
ン

ク
と
同
じ
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
研
究
対

象
－
l
l
鐸
次
に
研
究
対
称
と
い
う
無
熱
を
残
し
て
読

考
に
奇
異
の
念
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
が
…
と
し

て
の
経
済
現
象
と
経
済
堀
域
と
い
う
二
つ
が
対
称
点

に
あ
る
の
で
は
な
く
て
現
象
と
地
域
の
関
連
に
於
い

て
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
寧
ろ
経
済
現
象
の
側
か
ら

等
質
的
な
或
は
異
質
的
な
地
域
を
究
明
す
る
の
で
あ

る
、
と
論
じ
て
地
域
研
究
へ
の
立
場
を
示
し
て
い
る

が
、
以
下
の
各
部
門
の
執
筆
者
と
は
そ
の
立
場
が
必

ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
方
法
論
お
よ
び
領
域
と
い

う
項
で
賃
は
環
境
論
以
来
の
学
史
を
抄
録
し
て
現
在

に
至
る
ま
で
の
斯
掌
の
動
向
の
蔦
緬
を
紹
介
し
て
い

る
の
は
、
斯
学
が
独
り
立
ち
し
ょ
う
と
す
る
現
在
に

於
い
て
、
正
に
時
宜
に
適
し
た
も
の
と
書
え
よ
う
。

ラ
ッ
ッ
ェ
ル
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
か
ら
ウ
ィ
ッ
ト
フ
書
i

ゲ
ル
に
至
る
「
環
境
」
の
問
題
の
扱
い
方
は
氏
の
執

筆
箇
所
中
の
最
も
得
煮
な
部
分
で
あ
り
、
オ
ム
ス
キ

ー
や
毛
沢
東
の
論
を
通
じ
て
新
し
い
ソ
連
や
中
暑
に

も
配
慮
を
怠
ら
な
い
細
か
さ
は
h
此
の
種
…
の
概
税
書

の
第
一
章
と
し
て
は
美
里
い
た
も
の
と
雷
え
る
。

　
五
｛
澱
業
の
部
分
は
更
に
農
業
地
域
論
（
尾
留
川
）
、

農
業
経
営
（
三
沢
）
、
農
産
資
源
（
竹
内
）
の
囲
者

で
細
分
し
て
い
る
。
此
の
章
で
母
体
の
％
を
占
め
、

殊
に
農
業
地
域
論
だ
け
に
臨
十
頁
近
く
を
劉
い
て
い

る
が
、
現
在
の
霞
本
で
経
済
地
理
学
に
慨
す
人
途
の

数
を
部
門
別
に
し
て
見
る
と
こ
れ
は
妥
錨
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
し
、
更
に
B
本
と
い
う
国
の
特
殊
性
が

既
の
問
題
に
多
く
の
知
能
を
結
集
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
宿
命
に
も
基
い
て
い
る
。
然
し
臼
本
以

外
で
も
余
り
に
も
多
く
の
学
渚
・
掌
徒
が
余
り
に
も

奔
放
な
活
動
を
し
て
い
る
部
門
で
あ
る
だ
け
に
、
農

業
地
域
論
を
扱
う
執
筆
奢
は
少
し
で
も
多
く
の
海
外

学
者
の
論
鍵
を
紹
介
す
る
こ
と
に
精
一
ぱ
い
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
環
境
論
に
し
て
も
生
態
学
的
研
究
に
し

て
も
縫
初
の
試
み
を
向
け
て
羨
る
の
が
蛙
の
分
野
で

あ
る
だ
け
に
筆
渚
の
此
の
態
度
は
懇
勧
で
誠
に
膚
難

い
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
地
域
区
分
の
指
標
・
境
界

の
問
題
で
更
に
幾
つ
か
の
国
内
の
学
者
の
意
見
に
も

触
れ
た
上
で
自
ら
の
結
論
を
二
線
手
段
・
戦
犯
的
叢

誌
方
式
・
作
物
種
類
・
集
約
慶
・
経
済
形
態
と
言
う

烈
つ
の
指
標
に
よ
っ
て
具
体
納
に
分
類
し
十
二
の
農

業
類
型
と
し
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
農
業
経
裳

の
項
に
関
し
て
は
農
業
蛍
雪
三
尊
、
攻
の
執
筆
漕
で
あ

る
だ
け
に
そ
の
論
説
は
整
然
と
し
て
居
り
、
従
来
の

地
理
掌
内
部
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
明
野
な
解
開
を

与
え
ら
れ
る
。
古
く
チ
ュ
！
ネ
ン
に
よ
っ
て
教
え
ら

れ
た
農
業
経
鼻
の
問
題
を
交
通
・
自
然
・
主
体
（
経

営
者
の
側
）
　
・
動
態
（
経
藩
　
的
変
動
）
の
饗
因
か
ら

扱
っ
て
臼
・
不
に
於
け
る
掘
｛
誰
木
五
識
回
の
閣
馬
鐸
漏
．
の
所
・
蕉
点

を
撃
高
さ
れ
た
の
は
地
理
学
徒
に
取
っ
て
は
欝
難
い

も
の
で
あ
り
、
地
理
の
間
題
と
し
て
こ
れ
を
ど
う
展

開
す
る
か
は
今
後
の
地
理
学
徒
の
任
で
あ
る
。
農
産

資
源
と
い
う
表
現
で
扱
わ
れ
た
項
目
も
、
執
筆
者
に

人
を
得
て
金
巻
中
鷺
も
平
易
な
叙
達
で
要
．
領
よ
く

．
「
資
料
」
を
与
え
て
い
る
。
然
し
振
返
っ
て
農
業
の

全
章
を
冤
る
時
に
、
巣
し
て
こ
れ
で
農
業
地
理
と
い

う
も
の
が
黒
鍵
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
閥
が

残
る
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
璽
牧
難
業
（
賑
辺
）
と
W
林
業
（
臨
熱
川
）
と
を

死
物
す
る
と
二
こ
に
も
本
譜
の
癖
の
一
つ
が
見
ら
れ

る
、
林
業
の
方
は
編
者
白
回
身
の
執
筆
で
そ
の
態
度
は
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評

先
の
農
業
地
域
論
の
時
と
全
く
同
じ
で
、
学
界
展
望

と
醤
う
形
を
忘
れ
な
い
ば
か
り
に
、
つ
い
筆
の
運
び

は
旧
く
、
一
方
牧
畜
業
の
執
筆
者
は
農
業
に
対
す
る

牧
畜
業
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
も
せ
ず
に
、
い
き

な
り
牧
畜
と
か
家
畜
と
か
い
う
概
念
を
提
示
し
て
、

そ
の
上
で
筆
者
の
研
究
方
針
を
そ
の
ま
ま
牧
畜
地
域

の
聞
題
と
し
て
展
開
す
る
の
で
筆
は
早
い
。

　
V
土
地
利
駒
（
小
笠
原
）
と
い
う
一
跨
が
独
立
し

て
掲
げ
ら
れ
た
の
は
好
い
。
農
・
牧
・
林
の
三
章
を

或
る
点
で
絞
っ
て
更
に
鉱
・
工
へ
の
繋
が
り
を
も
予

測
さ
せ
て
い
る
。
執
筆
者
が
地
理
調
査
所
の
入
で
あ

る
の
で
土
地
利
用
図
の
聞
題
を
統
計
の
こ
と
と
共
に

特
に
取
立
て
て
い
る
の
は
、
解
体
的
な
問
題
の
触
れ

方
が
少
い
本
書
で
は
、
喉
一
の
具
体
論
で
あ
る
。

　
聡
水
押
業
（
青
野
）
で
は
漁
村
の
問
題
の
簗
一
入

考
と
し
て
の
執
筆
者
の
、
自
信
に
充
ち
た
解
説
が
見

ら
れ
る
。
漁
場
と
漁
村
に
分
け
て
筆
を
進
め
る
が
、

筆
者
が
多
’
年
の
研
鱗
帆
の
成
果
を
持
つ
漁
村
の
問
題
よ

り
も
、
寧
ろ
漁
場
の
問
麺
解
明
に
・
多
く
の
頁
を
費
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
も

て
い
る
点
、
鷲
欲
的
な
試
論
の
い
き
の
婁
さ
が
汲
み

取
れ
る
。
然
し
客
観
的
に
は
矢
張
り
短
い
な
が
ら
も

漁
村
水
産
地
理
学
の
方
が
含
蓄
が
深
く
、
漁
場
水
産

醜
理
掌
の
方
は
問
題
礎
起
に
止
ま
っ
て
い
る
。

、
畷
鉱
業
（
尾
原
）
で
は
資
．
源
・
経
洛
∵
技
術
と
い

う
点
か
ら
論
を
始
め
て
お
り
、
殊
に
技
術
は
微
細
に

亘
っ
て
い
る
』
そ
の
後
に
い
わ
ゆ
る
「
地
理
学
的
側

面
」
の
項
が
控
え
燃
料
鋤
力
・
翰
送
・
労
働
力
と
い

う
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
、
従
来
余
り
考
え
ら
れ

て
い
な
い
鉱
塵
地
理
に
風
鐸
の
気
風
を
吹
込
ん
だ
。

　
飛
エ
業
は
農
業
に
次
い
で
問
題
の
多
い
部
門
で
、

在
来
工
業
（
幸
騨
）
、
近
代
工
業
（
和
晒
）
と
分
け

て
扱
っ
て
あ
る
が
、
前
者
で
は
西
陣
機
業
地
と
輪
島

漆
工
地
と
を
例
証
し
て
在
来
工
業
の
地
域
性
の
無
題

に
資
し
て
い
る
の
に
反
し
、
後
者
で
は
地
理
掌
科
出

身
の
工
業
専
門
家
が
工
業
地
理
の
問
題
を
工
業
立
地

論
・
工
業
地
帯
論
と
大
上
段
か
ら
振
り
か
ざ
し
た
正

攻
法
で
あ
り
、
経
済
学
・
煙
霧
の
立
場
か
ら
す
る
工

業
地
理
に
対
し
て
地
理
掌
の
立
場
か
ら
の
体
系
づ
け

を
主
囑
し
、
し
か
も
観
念
的
に
の
み
地
理
掌
の
立
場

を
固
執
す
る
愚
を
戒
も
め
て
い
る
が
、
こ
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
こ
そ
執
筆
者
の
経
歴
が
雷
わ
せ
る
鷺
葉
で
あ

り
、
地
理
学
徒
に
取
っ
て
は
…
つ
の
警
鐘
で
あ
る
。

　
貫
商
業
（
国
松
）
で
は
経
済
地
域
の
間
題
を
中
心

に
扱
う
執
筆
者
の
立
場
が
、
商
業
と
い
う
経
済
現
象

に
主
動
的
に
蓑
現
さ
れ
、
商
圏
の
聞
題
も
貿
易
の
問

題
も
そ
の
鶴
点
か
ら
論
及
さ
れ
て
行
く
。
即
ち
地
域

的
分
業
と
い
う
璽
え
方
で
一
照
門
し
て
い
る
の
で
論
旨

は
判
り
易
い
。

　
x
交
適
（
有
宋
）
は
地
理
学
の
持
つ
窒
器
性
と
い

う
点
か
ら
当
然
重
要
観
さ
る
べ
き
要
棄
で
あ
り
、
殊

に
近
代
産
業
の
語
問
題
に
関
し
て
近
代
交
通
の
卜
す

役
割
は
非
常
に
大
き
い
。
無
し
交
通
縫
隣
・
交
僧
園

等
が
経
済
地
理
学
の
ど
の
部
門
に
も
霞
饗
な
一
要
｛
索

を
占
め
て
い
る
に
も
掬
ら
ず
、
さ
て
交
矧
だ
け
を
薮

上
げ
た
交
遜
勉
理
学
と
い
う
分
野
は
従
等
等
…
閑
に
附

さ
れ
て
い
る
。
更
に
通
信
と
、
い
う
分
野
に
な
れ
ば
都

市
地
理
專
攻
の
一
部
の
人
が
関
心
を
持
つ
程
慶
で
殆

ど
未
鰍
蹄
拓
に
近
い
。
そ
こ
で
執
筆
担
当
者
は
、
地
理

掌
に
於
け
る
交
通
の
概
念
規
定
や
、
交
通
家
城
の
設

定
に
は
自
身
の
試
論
を
前
面
に
押
出
し
て
逸
り
、
此

の
押
回
を
飾
る
べ
き
自
覚
も
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
以
上
遍
観
し
て
此
の
書
の
特
っ
多
面
性
は
一
溶
紹

介
し
た
が
霞
評
と
い
う
に
は
余
り
に
舌
足
ら
ず
で
あ

り
、
寧
ろ
浅
学
罪
才
の
身
が
先
達
諸
氏
に
質
問
の
幾

つ
か
を
呈
し
た
と
見
て
下
さ
れ
ば
幸
い
で
あ
り
、
殊

に
全
巻
を
読
了
し
た
あ
と
に
依
然
と
し
て
残
っ
た
最

大
の
二
二
は
、
や
は
り
、
経
済
地
理
掌
は
如
何
に
あ

る
べ
き
か
、
と
い
う
巻
頭
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
附

記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
三
九
八
頁
、
質
○
円
、
朝
倉
喜
）
鋤
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