
井
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順
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教
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地
域
的
展
開
と
 そ
の
社
会
的
条
件
 

 
 

神
理
教
の
事
例
を
申
 心
に
 

「
国
里
 院
 雑
誌
 口
 第
一
 0
 四
巻
第
十
一
号
抜
刷
 



国里隔離 詰 第 l04 巻帯 11 号 (2003 年 ) 

 
 

神
理
教
の
事
例
を
中
心
に
 

ほ
 じ
め
に
 

教
派
神
道
の
研
究
は
、
戦
後
さ
か
ん
に
な
っ
た
神
道
系
新
奈
 
%
 
の
 研
究
 

に
 比
べ
る
と
、
研
究
者
が
少
な
い
分
野
で
あ
る
近
代
神
道
 史
 研
究
と
い
 

っ
 枠
の
な
か
で
も
、
き
わ
め
て
少
数
派
に
属
す
る
分
野
で
あ
 
 
 

道
 と
い
う
概
念
自
体
が
、
戦
後
の
神
道
系
教
団
を
論
じ
て
い
 

く
 上
で
、
 
あ
 

ま
り
有
効
な
区
分
で
な
く
な
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
 

す
 な
ね
 ち
、
 戦
 

前
に
は
神
道
十
三
派
が
公
認
さ
れ
て
い
て
、
神
社
神
道
と
教
 

派
 神
道
と
い
 

5
 対
比
が
、
神
道
研
究
に
お
い
て
も
明
確
な
区
分
と
し
て
 存在
し
て
い
 

た
 ，
ま
た
、
神
道
教
派
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
教
団
を
 
、
 類
似
宗
教
と
 

か
 宗
教
結
社
な
ど
と
括
ら
れ
て
い
た
団
体
と
区
分
す
る
際
 に
も
意
味
を
 

も
 「
 た
 ，
だ
が
、
戦
後
は
宗
教
団
体
法
か
ら
、
宗
教
法
人
ム
 
Ⅰ
、
さ
ら
に
 士
示
 

ぬ
 法
人
法
へ
と
、
法
的
環
境
の
変
化
が
あ
っ
て
、
教
派
神
道
 

と
い
う
 カ
テ
 

コ
リ
ー
が
、
神
道
教
団
を
区
分
し
て
い
く
上
で
さ
ほ
ど
重
要
 

で
な
く
な
っ
 

た
 し

か
し
、
教
派
神
道
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
近
代
神
道
 

史
研
 究
 に
お
い
 

て
 、
依
然
と
し
て
一
定
の
意
義
を
も
っ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
 

間
違
い
な
い
 

し
 、
そ
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
未
開
拓
な
部
分
が
多
い
 

-
 教
派
の
設
 

立
と
明
治
宗
教
行
政
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
創
始
者
の
思
 相 心
の
特
質
 左
 -
 

い
っ
た
面
に
つ
い
て
は
、
戦
前
か
ら
あ
る
程
度
の
研
究
が
 

蓄
 漬
 さ
れ
て
い
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域
ね
 め
て
少
な
い
。
ま
た
本
稿
は
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
 
え
た
上
で
、
神
道
 

 
 

川
奈
新
宗
教
と
区
別
さ
れ
る
と
き
の
教
派
神
道
（
こ
れ
を
 狭義
の
教
派
神
道
と
 

㍾
し
て
お
く
 -
 に
つ
 -
 
Ⅲ
 て
 、
そ
の
地
域
的
展
開
の
士
正
教
 
社
 ム
 %
 学
的
な
分
析
を
目
 

獅
 

指
す
も
の
で
あ
る
，
以
下
、
本
稿
で
教
派
神
道
と
表
現
 

す
る
場
合
は
 、
こ
 

の
 狭
義
の
教
派
神
道
の
意
味
で
用
い
る
。
 

 
 

一
二
つ
の
組
織
化
パ
タ
ー
ン
「
 
高
 体
型
」
と
「
樹
木
 川
上
」
 

 
  

 

 
 

教
派
神
道
の
一
派
で
あ
る
神
理
教
は
、
佐
野
径
 
彦
 
（
一
八
三
 四
 @
 
一
九
 0
 

 
 

六
）
に
よ
り
明
治
初
期
に
設
立
さ
れ
た
が
、
現
在
の
北
九
州
 

市
 小
倉
南
区
 

卍
習
教
 、
神
道
大
成
教
、
神
理
教
と
い
っ
た
、
新
宗
教
に
 

は
 含
み
得
な
い
 教
 

 
 

握
派
 神道
に
つ
い
て
の
教
派
の
場
ム
ロ
は
、
そ
う
し
た
 視
占
 
か
ら
の
研
究
が
き
 

 
 

る
 ：
し
か
し
、
各
教
派
の
組
織
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
 

形
成
さ
れ
て
 

い
っ
た
か
と
か
、
地
域
的
な
展
開
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
 

か
と
い
っ
た
 

よ
う
な
研
究
は
、
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
 
社
 全
学
的
な
視
 

点
か
ら
の
分
析
が
著
し
く
欠
け
て
い
る
と
い
え
る
。
 

戦
前
の
神
道
十
三
派
は
広
い
意
味
で
の
教
派
神
道
と
同
一
視
 

さ
れ
る
こ
 

牛
 

射
 

と
が
多
い
が
、
十
三
派
の
う
ち
、
黒
住
教
、
金
光
教
、
 

天
理
教
は
、
今
日
 

 
 

剣
 

で
は
神
道
系
新
宗
教
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
 
あ
る
。
そ
し
て
と
 

吐
く
に
金
光
教
、
天
理
教
に
つ
い
て
は
、
宗
教
社
会
学
的
 な
 視
点
か
ら
の
 研
 

そ
 

究
が
蓄
積
さ
れ
つ
っ
あ
る
。
し
か
し
、
出
雲
大
社
教
、
 
神
道
修
成
派
、
神
 

に
あ
た
る
地
域
が
運
動
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
後
 

の
 展
開
の
中
 

心
地
で
も
あ
る
」
隆
彦
は
幕
末
に
国
学
者
の
西
田
直
奏
 

に
 人
 門
 し
て
国
学
 

を
学
び
、
ま
た
皇
国
医
道
を
唱
道
す
る
な
ど
の
活
動
を
し
て
 

 
 

し
 、
幕
末
維
新
期
の
社
会
変
動
の
な
か
で
、
病
気
を
癒
す
 こ
と
に
よ
る
 

人
々
の
救
い
よ
り
も
、
教
え
を
説
く
こ
と
に
よ
る
人
々
の
 

教
 化
に
、
よ
り
 

強
い
使
命
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
西
洋
文
明
の
 

到
来
、
そ
し
 

て
 キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
日
本
に
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
 

ら
さ
れ
る
 影
 

響
 に
危
機
感
を
抱
き
、
日
本
古
来
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
が
 

重
要
と
い
う
 

認
識
を
も
っ
た
一
八
ピ
 七
 
-
 
明
治
 一
 
0
 ）
年
に
講
席
を
開
き
 、
や
が
て
 仲
 

理
 教
を
組
織
し
て
そ
の
活
動
を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
。
 

明
治
十
年
代
か
ら
西
日
本
を
中
心
に
積
極
的
な
布
教
活
動
を
 

行
っ
た
 結
 

果
 、
一
八
九
四
年
に
一
派
独
立
を
果
た
し
た
。
地
方
出
身
で
 

あ
り
、
中
央
 

政
府
の
宗
教
政
策
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
彼
が
 

、
宗
教
運
動
 

を
 創
始
し
、
一
派
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
組
織
を
形
成
 

し
 、
さ
ら
に
 

そ
れ
を
広
い
地
域
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
過
程
は
、
宗
教
 

社
 全
学
的
な
観
 

点
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
 

"
 

一
般
に
、
教
派
神
道
の
組
織
形
成
の
原
理
は
、
神
道
系
新
奈
 
教
 と
は
 基
 

本
 的
に
異
な
る
パ
タ
ー
ン
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
神
社
神
道
 

の
 詰
組
織
と
 

も
 一
線
を
画
す
る
面
が
あ
る
。
教
派
神
道
に
共
有
さ
れ
る
 
組
 織
 上
の
特
徴
 

を
 簡
単
に
整
理
し
た
上
で
、
神
理
教
の
地
域
的
展
開
が
ど
の
 

よ
う
な
地
理
 



 
 

ン
ト
 は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
，
 

中
の
時
期
に
お
け
る
展
開
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
れ
以
後
に
っ
 

い
て
は
 別
稿
 

 
 

 
 

3
 

た
の
だ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
『
 

 
 

ま
ず
、
教
派
神
道
の
組
織
形
成
が
神
道
系
新
宗
教
と
は
異
な
 

る
 。
ハ
タ
ー
 

樹
木
型
と
は
、
組
織
の
中
心
部
分
と
末
端
部
分
が
基
本
的
に
 

同
質
の
運
 

ン
 で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
要
点
を
説
明
し
て
お
き
た
 

ぃ
 0
 幕
末
か
 

 
 年

ら
 維
新
 期
 に
か
け
て
は
、
い
く
つ
か
の
神
道
系
の
連
動
 
が
 組
織
化
さ
れ
て
 

3
 

く
 "
 幕
末
期
に
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
個
性
あ
る
教
祖
 
あ
 る
い
は
組
織
者
に
 

 
 

号
 

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
連
動
も
、
明
治
政
府
の
宗
教
 
行
政
が
し
だ
い
に
 

型
 

Ⅱ
一
定
の
方
向
へ
形
を
整
え
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
 

全
 体
 と
し
て
の
組
織
 

木
 

 
 

 
 

樹
 

 
 第

え
 、
近
代
国
家
は
ま
た
違
っ
た
形
で
組
織
の
管
轄
を
行
 

う
こ
と
に
な
っ
た
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
道
 
色
 を
も
っ
た
運
動
は
 
、
神
道
教
派
と
し
 

｜
 
党
て
の
形
態
を
整
え
る
こ
と
が
、
組
織
と
し
て
の
自
律
性
離
 

を
 え
る
た
め
の
 現
 

碑
 

美
的
な
方
策
に
な
っ
た
 ，
 

幕
末
期
か
ら
展
開
し
は
じ
め
て
い
た
神
道
系
の
多
く
の
宗
教
 

連
動
は
 、
 

型
 

明
治
政
府
の
宗
教
政
策
が
介
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 大
き
 く
 二
通
り
の
 

杯
 

形
態
で
、
公
認
さ
れ
た
組
織
を
作
り
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
 

一
つ
よ
 

l
 ネ
 
申
 

吉
日
 

道
 系
の
新
宗
教
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
 

筆
 き
は
「
樹
木
 

型
 」
と
命
名
し
た
，
も
う
一
つ
は
典
型
的
な
教
派
神
道
に
見
 

ら
れ
る
も
の
 

 
 

で
、
こ
れ
に
対
し
て
は
「
 高
杯
型
 」
と
命
名
し
た
，
両
者
の
 
違
い
の
 ポ
イ
 

的
 特
性
を
も
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
 
-
,
 な
お
、
本
稿
で
は
 佳
彦
 が
 在
世
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も か も 教 め と 支儀交 り なが 居な 拝組て動 

つ   
捕
 さ
れ
る
，
明
治
政
府
は
一
八
七
 
0
 年
代
か
ら
 八
 0
 年
代
に
 か
け
て
、
 
神
 

社
 と
教
派
と
を
区
分
す
る
方
針
を
固
め
て
 

い
 く
が
、
教
派
 
の
 ハ
ム
認
に
 当
 

た
っ
て
 、
 一
つ
の
教
派
は
一
定
の
信
者
規
模
に
な
っ
て
い
る
 
こ
と
が
求
め
 

ら
れ
た
。
そ
し
て
管
長
を
組
織
の
責
任
者
と
し
て
位
置
付
け
 

る
こ
と
で
、
 

組
織
の
把
握
を
や
り
や
す
く
し
た
。
一
八
口
五
明
治
ら
年
 に
 設
置
さ
れ
 

た
 神
道
事
務
局
が
本
来
そ
の
よ
う
な
機
能
を
含
み
も
っ
て
 

お
 り
 、
そ
れ
ぞ
 

れ
 性
格
が
異
な
る
個
々
の
教
会
を
事
務
的
に
ま
と
め
る
と
 いう
 発
想
が
 

あ
っ
た
 ，
 

で
は
、
そ
う
い
っ
た
政
府
の
方
針
だ
け
で
 
一
 
@
 
同
杯
型
 が
生
ま
れ
 た
こ
と
が
 

説
明
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
 

こ
 う
し
た
シ
ス
 

テ
ム
 を
発
想
す
る
上
で
は
、
そ
れ
な
り
の
神
道
信
仰
の
構
 造 的
特
徴
が
 

あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
「
も
し
伝
統
的
な
日
本
 

人
の
信
仰
 や
 

組
織
化
の
形
態
と
不
適
合
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
ず
れ
ば
 

、
実
施
に
当
 

た
っ
て
の
抵
抗
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
 

方
法
を
用
 い
 

て
 短
期
間
に
一
派
を
結
成
し
て
い
く
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
 

と
 考
え
ら
れ
 

る
 。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
容
易
に
導
入
さ
れ
 

る
 可
能
性
を
 

芋
 む
神
道
信
仰
の
構
造
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
シ
ス
テ
 

ム
が
 ス
タ
ー
 

ト
 し
た
と
き
、
そ
れ
が
直
ち
に
一
 ム
又
け
 
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
 
れ
る
の
で
あ
 

る
，
 

近
世
段
階
に
お
い
て
、
 ヵ
 ミ
信
仰
、
山
岳
信
仰
な
ど
の
白
状
 
崇
拝
は
 、
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さ
て
、
幕
末
維
新
 期
 に
展
開
し
た
運
動
で
、
の
ち
の
神
道
 
士
 三
 派
を
構
 

成
し
た
教
派
の
う
ち
、
今
日
の
研
究
で
通
常
神
道
系
新
宗
教
 
と
 区
分
さ
れ
 

る
 天
理
教
、
金
光
教
、
黒
住
教
は
、
樹
木
型
と
な
る
，
教
祖
 
の
 教
え
や
 営
 

み
を
弟
子
集
団
が
伝
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
が
拡
 
大
し
た
，
 
そ
 

れ
は
今
日
に
至
る
ま
で
一
貫
し
た
組
織
原
理
と
な
っ
て
い
る
 

こ
れ
に
 対
 

」
、
神
道
大
成
教
、
神
習
教
、
神
道
修
成
派
、
神
道
本
局
な
 
ど
 典
型
的
 教
 

派
 神
道
は
高
体
型
で
あ
る
，
創
始
者
が
山
岳
信
仰
の
講
社
、
 

こ
と
に
御
嶽
 

講
の
講
社
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
小
規
模
な
宗
教
組
織
を
傘
 

下
 に
収
め
る
 

形
で
一
派
を
形
成
し
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
 
力
 も
っ
と
も
 顕
 著
 で
あ
る
の
 

は
神
道
本
局
で
あ
る
，
 

二
神
理
教
の
教
派
神
道
の
な
か
で
の
特
徴
 

各
地
に
お
い
て
崇
敬
講
の
類
を
形
成
し
て
い
た
，
そ
れ
ら
は
 
伊
勢
講
、
 
稲
 

荷
講
 、
出
雲
 講
 、
あ
る
い
は
御
嶽
 
講
 、
富
士
講
と
い
う
具
合
 
に
そ
れ
ぞ
れ
 

0
 名
称
を
も
ち
、
信
仰
圏
や
組
織
も
独
自
で
あ
っ
た
。
し
か
 
し
 、
そ
れ
ら
 

は
 自
律
的
で
あ
っ
て
も
、
相
互
に
排
他
的
で
は
な
か
っ
た
し
 
、
異
質
な
 信
 

仰
 と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
 
、
神
祇
信
仰
 

や
 神
仏
習
合
の
結
果
の
山
岳
信
仰
は
、
近
代
の
宗
教
運
動
の
 

展
開
の
一
つ
 

の
 大
き
な
温
床
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
構
造
 
が
 、
教
派
 仲
 

道
 が
高
 杯
 型
の
組
織
形
成
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
 
理
 解
 で
き
る
 "
 

で
は
神
理
教
は
ど
う
で
あ
る
か
，
神
道
大
成
教
や
神
道
修
成
 

派
 、
神
道
 

本
局
に
比
べ
る
と
、
多
少
な
り
と
も
樹
木
型
の
要
素
を
 ム
 
ヨ
み
 も
っ
て
 い
 

る
 。
初
期
に
は
、
佐
野
径
彦
の
布
教
活
動
に
よ
っ
て
門
人
が
 

で
き
、
支
部
 

教
会
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
・
・
そ
も
そ
も
 樹
木
型
の
紐
 

織
 形
成
の
側
面
が
な
い
と
、
一
定
規
模
の
組
織
に
す
る
の
は
 

困
難
で
は
な
 

か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

古
 
同
杯
 型
の
組
織
 

神
道
大
成
教
な
ど
に
所
属
し
た
グ
ル
ー
プ
も
生
じ
る
な
ど
、
 

複
雑
な
展
開
 

 
 

を
た
ど
っ
た
 ，
 

御
嶽
 教
 、
扶
桑
教
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
御
嶽
信
仰
、
富
士
 

信
 仰
の
講
社
が
 

中
心
に
な
っ
て
結
成
さ
れ
、
開
祖
へ
の
崇
拝
も
あ
る
が
、
 

維
 新
以
後
の
展
 

開
の
過
程
の
中
で
、
そ
れ
以
外
の
民
間
の
諸
団
体
も
支
部
に
 

多
く
含
む
こ
 

と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
高
体
型
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
 

る
，
 

た
だ
し
、
な
か
に
は
樹
木
型
か
一
口
口
印
 
型
 か
に
明
確
に
は
区
分
 
し
き
れ
ば
 

い
も
の
あ
る
，
 喫
 教
は
神
道
系
新
宗
教
と
し
て
の
性
格
が
 
色
 濃
く
、
当
初
 

の
 運
動
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
組
織
形
成
も
樹
木
型
に
近
か
 

っ
た
 ，
だ
が
、
 

教
祖
井
上
井
上
正
 
鉄
 が
幕
府
に
新
義
男
 
流
 の
疑
い
 る
 受
け
 て
 、
一
八
四
三
 

年
に
三
宅
島
に
流
罪
に
な
り
、
同
地
で
一
八
四
九
年
に
死
 

失
 す
る
と
い
う
 

事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
弟
子
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
 

活
動
の
便
法
 

を
 模
索
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
組
織
の
統
一
性
が
保
 

た
れ
に
く
く
 

な
っ
た
。
維
新
後
は
、
 喫
教
 と
し
て
一
派
独
立
す
る
に
い
た
 
る
 派
の
他
に
 、
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信 よ す つ     管外祖 つ え   
し
た
わ
け
で
あ
る
 

戦
前
の
十
三
派
の
う
ち
、
設
立
当
初
に
東
京
以
外
の
地
を
本
 

部
 と
し
て
 

い
 た
教
派
は
、
天
理
教
、
金
光
教
、
黒
住
教
、
出
雲
大
社
教
 
の
 四
教
派
で
 

 
 

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
奈
良
県
に
設
立
さ
れ
た
天
理
教
、
岡
山
 

倶
 に
設
立
さ
 

れ
た
金
光
教
と
黒
住
教
は
、
新
宗
教
と
し
て
の
展
開
を
し
 
た
も
の
で
あ
 

る
 。
つ
ま
り
、
新
た
に
信
者
組
織
を
築
き
あ
げ
た
も
の
で
あ
 
る
 ，
一
万
、
 

島
根
県
に
本
部
を
置
：
出
雲
大
社
教
は
、
出
雲
大
社
が
そ
の
 

神
社
と
し
て
 

の
 側
面
と
教
派
と
し
て
の
側
面
を
分
け
る
た
め
に
設
置
さ
れ
 
た
も
の
で
、
 

基
本
的
に
は
近
世
ま
で
の
出
雲
大
社
の
信
仰
圏
を
基
盤
と
し
 

て
 、
そ
こ
に
 

 
 

高
杯
 型
の
原
理
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
理
教
の
発
 
祥
の
地
は
Ⅰ
 

三
 派
の
う
ち
、
も
っ
と
も
中
央
政
府
か
ら
離
れ
て
い
た
 
つ
 え
 、
神
社
信
仰
 

 
 

や
山
岳
信
仰
の
基
盤
も
な
か
っ
た
。
さ
り
と
て
、
天
理
教
や
 

金
光
教
の
よ
 

う
に
、
創
唱
宗
教
的
な
性
格
が
は
っ
き
り
と
前
面
に
出
て
い
 

た
わ
け
で
も
 

な
か
っ
た
。
 

経
 彦
の
数
え
に
傾
倒
し
、
弟
子
と
な
っ
た
人
々
も
い
た
，
 
し
  
 

日
の
神
理
教
の
支
部
教
会
の
多
様
性
か
ら
し
て
も
、
全
体
が
 
基
本
的
に
 樹
 

木
型
の
組
織
と
し
て
展
開
し
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
 い 。
ま
た
 戦
 

 
 

後
、
仝
不
教
法
人
台
が
で
き
た
と
き
、
 

い
 く
 っ
 か
の
教
団
が
独
 立
し
て
い
る
。
 

そ
れ
ら
は
新
し
い
法
令
の
も
と
で
は
神
理
教
に
 

ム
あ
 -
 
き
 る
 必
然
性
は
な
 

か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
も
神
理
教
が
樹
木
型
の
組
織
と
 

し
て
展
開
し
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神
理
教
は
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
信
者
数
が
増
え
、
 

ぬ
師
 数
も
 

か
な
り
安
定
し
た
割
合
で
増
加
し
て
い
く
」
「
千
代
田
口
話
 
」
の
な
か
で
、
 

経
 産
は
神
理
教
は
分
教
会
 五
 0
 
と
信
徒
五
 0
 
万
人
に
の
ぼ
る
 と
 述
べ
て
い
 

 
 

る
 -
 一
派
独
立
す
る
少
し
前
の
一
八
九
 0
 
年
 段
階
で
の
話
で
 
あ
る
・
ま
た
、
 

-
 
Ⅱ
 -
 

神
理
教
の
幹
部
で
あ
っ
た
藤
江
伊
佐
 
彦
 は
そ
の
著
「
教
祖
 様
 0
 面
影
 口
の
 

三
 
初
期
神
理
教
の
教
 勢
 

て
き
た
と
は
い
い
難
い
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
，
樹
木
型
を
 
基
本
と
す
る
 

神
道
系
新
宗
教
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
形
で
の
一
派
独
立
 

は
ほ
と
ん
ど
 

見
ら
れ
な
い
。
分
派
す
 な
 れ
 ち
 内
部
分
裂
の
結
果
と
し
て
 
教
 団
 が
分
か
れ
 

る
と
い
う
形
態
に
な
る
。
 

以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
神
理
教
は
初
期
に
は
樹
木
型
の
要
 

素
 を
一
定
 

程
度
含
み
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
 
高
杯
型
 タ
イ
プ
の
 紐
 織
を
築
い
て
 

い
っ
た
と
考
え
た
方
が
い
い
。
で
は
二
つ
の
要
素
は
ど
の
よ
 

う
 に
絡
み
あ
 

い
、
運
動
が
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
の
支
 
部
 教
会
が
ど
 

の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
 

資
料
が
整
っ
 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
 

こ
と
に
は
 限
 

界
 が
あ
る
，
た
だ
神
理
教
所
蔵
の
資
料
や
調
査
資
料
そ
の
他
 

(
@
 カ
り
、
 

の
手
が
か
り
と
な
る
資
料
も
あ
る
の
で
、
主
と
し
て
初
期
の
 

地
理
的
展
開
 

を
 追
い
な
が
ら
、
そ
の
過
程
を
推
測
し
て
み
た
い
。
 

め
 上
の
こ
と
か
ら
、
一
派
独
立
の
時
点
で
各
地
に
す
で
に
 

栢
 当
 数
の
 信
 

者
及
び
 公
 教
会
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
一
派
 

独
立
す
る
 以
 

前
の
信
者
数
や
教
師
数
の
変
化
状
態
を
詳
し
く
知
れ
る
資
料
 

は
な
い
。
 こ
 

れ
に
対
し
、
一
派
独
立
以
後
の
展
開
に
関
し
て
は
、
信
者
の
 

地
理
的
拡
大
 

そ
の
他
の
状
況
を
考
察
す
る
上
で
参
考
に
な
る
資
料
が
存
在
 

す
る
：
こ
れ
 

に
よ
っ
て
、
一
派
独
立
以
後
、
ど
の
地
域
に
ど
れ
く
ら
い
の
 

数
の
布
教
師
 

的
な
人
物
が
存
在
し
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
神
理
教
全
体
 

の
 展
開
を
知
 

る
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
 

そ
れ
は
現
在
の
神
理
教
大
本
庁
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
一
派
 

独
立
以
来
 

の
 禁
厭
祈
祷
等
の
免
許
（
「
 巫
 神
占
免
許
」
 
-
 を
 得
た
教
師
の
 
名
簿
で
あ
る
 

な
か
で
、
一
九
 0
 
六
年
の
経
 彦
 死
去
の
時
点
で
、
門
人
約
 
セ
 千
人
、
公
称
 

信
徒
数
は
一
五
 0
 
万
に
達
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
 
"
 

一
派
独
立
し
て
か
ら
の
公
称
教
師
数
は
内
務
省
に
報
告
さ
れ
 

て
い
る
の
 

 
 

で
、
毎
年
の
 
コ
 内
務
省
統
計
部
生
ロ
 
ヒ
 に
よ
っ
て
そ
の
推
移
が
 分
か
る
。
 
神
 

理
数
 が
 
一
派
独
立
し
た
一
八
九
四
年
か
ら
、
一
九
一
二
年
 

ま
で
の
間
の
 

デ
ー
タ
が
こ
の
統
計
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
，
こ
れ
を
も
と
に
 

男
女
 川
 の
 教
 

冊
数
の
推
移
を
示
し
た
の
が
グ
ラ
フ
一
で
あ
る
，
な
お
、
 

仲
 道
教
派
は
 、
 

一
九
一
三
 
@
 
正
二
）
年
に
内
務
省
宗
教
局
か
ら
文
部
省
宗
教
 
局
 
へ
と
管
轄
 

が
 変
わ
り
、
内
務
省
の
統
計
数
値
は
な
く
な
る
，
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グラフ l 内務省統計の 教師 数 
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本
稿
で
は
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
う
ち
、
隆
彦
 
が
 生
存
し
て
い
 た
 時
代
の
 

展
開
に
つ
い
て
扱
っ
こ
と
に
す
る
 
"
 宗
教
運
動
の
展
開
に
お
 
い
て
、
創
始
 

者
の
在
世
中
と
没
後
で
は
大
な
り
小
な
り
運
動
の
変
化
が
観
 

察
さ
れ
る
。
 

創
始
者
の
死
去
は
一
つ
の
節
目
に
な
る
。
神
理
教
の
場
合
も
 

、
佳
彦
の
 没
 

後
 教
師
数
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
減
少
に
転
じ
て
い
る
，
 

経
彦
 時
代
を
神
 理
 

教
の
展
開
に
お
け
る
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
み
な
す
立
場
か
 

ら
 、
デ
ー
タ
 

の
分
析
を
行
い
た
 い
，
 

-
 
以
下
「
免
許
名
簿
」
と
表
記
す
る
Ⅱ
「
 
巫
 神
占
」
の
免
許
で
あ
る
 
の
で
、
こ
れ
 

を
 取
得
し
た
者
は
、
佐
野
径
 
彦
が
 教
え
た
禁
厭
法
や
神
理
教
 
独
特
の
占
い
 

法
 、
そ
の
他
を
信
徒
に
対
し
て
行
 
う
 
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
。
 

「
免
許
名
簿
」
 

に
は
、
そ
う
し
た
人
物
一
人
一
人
の
本
籍
地
、
住
所
、
紹
介
 

人
 、
任
命
 年
 

周
ロ
、
生
年
月
日
、
そ
の
他
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
 

こ
の
名
簿
の
う
ち
、
一
九
六
 0
 
年
代
ま
で
の
分
に
つ
い
て
 
複
 写
を
依
頼
 

し
 、
許
可
が
得
ら
れ
た
が
、
そ
の
間
に
合
計
約
一
万
人
近
く
 

0
 人
物
に
関
 

す
る
デ
ー
タ
が
あ
る
。
個
人
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
 

個
別
の
情
報
 

を
 公
に
は
で
き
な
い
が
、
デ
ー
タ
を
数
量
的
に
分
析
す
る
 

-
 
し
 と
に
つ
い
て
 

は
神
理
教
よ
り
了
承
を
得
て
い
る
の
で
、
こ
の
名
簿
を
よ
り
 

ど
こ
ろ
に
し
 

な
が
ら
、
初
期
神
理
教
の
信
者
の
地
域
的
展
開
に
つ
い
て
 論じ
て
み
た
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グラフ 2  免許取得者の 年別・性別の 人数 

1895               1897 1898 1899                     1902 1903           1905             

さ
て
、
連
動
の
地
理
的
展
開
を
見
て
い
く
上
で
は
、
 

免
 詐
取
 得
 者
が
ど
 

こ
に
住
ん
で
い
た
か
が
一
つ
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
，
 

居
住
地
を
知
 

る
に
は
免
許
名
簿
の
住
所
欄
を
参
照
す
る
の
が
も
っ
と
も
 
適
切
で
あ
る
 

四
 

免
許
取
得
者
の
地
理
的
分
布
 

一一男性 - %- 女性 一す一不明 - ヤ -- 合計 

一
八
九
五
年
か
ら
佐
野
径
 彦
が
 死
去
す
る
一
九
①
大
牢
ま
で
 
の
一
一
一
年
 

間
 に
任
命
さ
れ
た
数
を
調
べ
る
と
、
一
、
五
六
 
0
 名
に
の
ぼ
 る
 。
男
性
が
 

八
三
 0
 各
 、
女
性
が
七
 0
 
一
名
、
性
別
が
判
別
で
き
な
い
も
 
の
 二
九
名
で
 

あ
る
，
こ
れ
を
年
別
、
男
女
別
に
分
け
て
示
し
た
の
が
 
グ
ラ
 フ
 2
 で
あ
る
。
 

内
務
省
に
届
け
ら
れ
た
教
師
数
の
デ
ー
タ
と
比
較
す
る
と
、
 

教
師
の
数
 よ
 

り
も
免
許
を
得
た
者
の
数
が
七
 
0
 ①
人
近
く
少
な
く
な
る
 
計
 算
 だ
が
、
 女
 

性
 に
限
っ
て
み
れ
ば
、
逆
に
免
許
取
得
者
の
方
が
や
や
多
い
 

。
教
師
で
は
 

男
女
比
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
男
性
が
八
割
強
を
占
め
る
が
 

、
免
許
取
得
 

者
で
は
半
々
に
近
い
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
免
許
を
得
て
も
 

教
師
で
は
な
 

い
も
の
も
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
数
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
 

ど
 ち
ら
か
と
い
 

 
 

え
ば
教
師
よ
り
厳
し
い
資
格
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
一
号
は
一
八
九
五
年
九
月
一
 
ピ
 自
任
命
と
な
っ
て
お
り
、
 
一
九
 0
 六
 

年
 ま
で
を
平
均
す
る
と
、
毎
年
お
お
よ
そ
百
三
十
名
程
度
が
 

免
許
を
得
て
 

る
こ
と
に
な
る
。
一
派
独
立
し
た
直
後
は
数
値
の
変
動
は
 

大
き
い
け
れ
 

 
 



な
っ
て
い
る
例
は
少
な
く
、
マ
ク
ロ
に
地
理
的
分
布
を
調
べ
 

る
に
は
、
 
こ
 

鮒
の
方
法
で
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
 

餅
 

神
理
教
の
地
理
的
展
開
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
 
タ
イ
フ
の
組
織
 形
 

叶
成
 プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
に
せ
よ
、
隆
彦
の
活
動
範
囲
 

と
何
 期
の
門
人
た
 

そ
ち
の
活
動
範
囲
が
大
き
く
関
係
し
て
く
る
と
考
え
 
も
 れ
る
，
隆
彦
の
場
 

附
合
、
幕
末
の
教
祖
た
ち
、
た
と
え
ば
、
中
山
み
き
や
 金
 
光
 大
神
に
比
べ
れ
 

掘
は
 、
当
初
か
ら
そ
の
行
動
は
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
 

て
い
た
，
ま
た
 平
 

 
 城

山
雀
 斎 の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
中
央
政
府
と
の
か
か
わ
り
 
の
な
か
で
既
存
の
 

㎝
大
小
の
紐
織
を
結
集
し
て
い
っ
た
人
物
に
比
べ
れ
ば
、
 

布
教
の
た
め
に
 
行
 

髄
 

勤
し
た
地
理
的
範
囲
は
ぐ
っ
と
広
い
。
 

 
 

 
 

は
 、
教
祖
た
ち
の
 

同
性
も
関
係
し
て
い
る
が
、
時
代
社
会
的
要
因
も
大
き
く
 
関
 わ
る
。
隆
彦
 

は
 主
と
し
て
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
期
に
布
教
 
活
動
を
行
っ
 

 
 

@
 
 た
の
で
、
遠
方
に
移
動
す
る
こ
と
に
関
す
る
法
的
な
制
 
約
 は
な
く
な
る
 "
 

 
 

 
 

交
通
の
便
も
幕
末
と
比
べ
て
、
格
段
に
便
利
に
な
っ
て
い
る
 
。
鉄
道
網
が
 

 
 

全
国
的
に
普
及
し
て
い
く
時
期
と
、
隆
彦
 
が
 各
地
を
巡
 教
し
 た
 時
期
と
は
 

隆
彦
は
鉄
道
も
利
用
し
た
が
、
 
噸
 p
 内
海
で
は
多
く
海
路
を
 

た
 

こ
の
時
期
は
ま
た
、
大
阪
商
船
等
に
よ
っ
て
瀬
戸
内
海
を
中
 

心
 と
し
た
 海
 

路
も
充
実
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
，
そ
の
よ
う
に
交
通
 

0
 便
が
格
段
 

に
 改
良
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
 

運
動
の
展
開
 

に
 関
わ
る
社
会
的
要
因
に
お
い
て
、
幕
末
期
と
の
大
き
な
 
違
 

の
 
一
つ
 井
 -
 

し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
ま
た
、
客
船
の
中
で
同
 

乗
 の
宮
井
白
丁
 

教
 問
答
を
し
た
こ
と
も
、
 経
 彦
の
日
記
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
 
、
旅
行
そ
の
 

も
の
が
一
種
の
布
教
の
場
と
な
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
 

隆
彦
 が
 訪
問
し
た
地
域
と
「
免
許
名
簿
」
か
ら
知
れ
る
免
許
 
取
得
者
の
 

地
理
的
分
布
と
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
の
栢
閑
住
が
見
出
さ
 

れ
る
。
経
度
 

が
 神
理
教
会
開
設
の
願
い
を
出
し
た
の
は
、
一
八
八
 
0
-
 明
 治
 
二
三
年
七
 

月
 の
こ
と
で
、
願
い
出
は
同
月
許
可
と
な
っ
た
，
一
八
八
一
 

年
か
ら
翌
年
 

に
か
け
て
上
京
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
日
記
が
「
車
行
 
記
 」
と
し
て
 

残
さ
れ
て
お
り
、
細
か
な
旅
程
 
や
、
 誰
に
会
っ
て
ど
の
よ
う
 
な
 面
談
を
し
 

 
 

た
か
と
い
っ
た
こ
と
も
一
部
分
か
る
、
 -
 

が
 、
住
所
 欄
 は
し
ば
し
ば
空
欄
が
あ
る
，
こ
れ
に
対
し
て
、
 
本
籍
は
ほ
と
 

ん
ど
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
籍
に
よ
っ
て
 
地
理
的
分
布
 

を
 調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
，
明
治
期
と
い
う
こ
と
も
あ
る
 
が
 、
本
籍
 と
 

現
住
所
が
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
人
物
の
も
の
を
比
べ
る
と
 

、
両
者
が
異
 

ほ
ば
 重
な
っ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
に
佳
彦
 
が
 布
教
を
開
始
 し
た
明
治
 十
 

年
代
の
少
し
前
か
ら
死
去
す
る
一
九
 
0
 六
年
ま
で
の
鉄
道
網
 
の
 充
実
を
 、
 

彼
の
旅
程
に
関
係
す
る
東
海
道
、
山
陽
道
、
九
州
に
お
け
る
 

変
遷
史
を
見
 

る
と
、
 
表
 l
 の
よ
う
に
な
る
。
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表 Ⅰ 鉄道網の充実 

l872 年 

Ⅳ 74 年 

l877 年 

1888 年 

l889 年 

l889 年 

189l 年 

l898 年頃 

190l 年 

lg0R 年 

      巧 新橋 ( 現汐留 ) . 横浜 ( 現 桜木町 ) で開業 

                    ・神戸間開業 

。 2. 6  束 祁 ・大阪間開業 

                                                                ・三津間開業 ( 四国最初の鉄道 ) 

7. @  東海道線新橋・ 神戸間全通 

ば ． @l ,lT 小鉄道博多・ 千歳 lll ( 筑衡 ll 付近 ) 間開業 ( 九州最初 

の鉄道 ) 

7. 1  九州鉄道門司 港 ・熊本間 (l908 年、 鹿児島本線と 改称 ) 

全通， l 白 3 往復、 所要 7 時間 224 分。 

東京一大阪間 lh 時間。 3h 分 

5.227  山陽鉄道、 神戸・下関 問 ( 現 山陽本線 ) 全通 

鳥栖   長崎間を開業 

一
八
八
七
年
に
は
山
陽
各
地
、
信
濃
を
巡
 
教
 。
ふ
た
た
び
 東
 京
 に
至
っ
 

て
い
る
。
八
九
年
に
も
神
理
教
独
立
願
い
の
た
め
上
京
し
 
、
 途
中
、
神
戸
、
 

西
京
な
ど
で
布
教
し
て
い
る
，
つ
ま
り
、
北
九
州
か
ら
東
京
 

の
間
は
何
度
 

か
 往
復
し
、
そ
の
途
中
、
山
陽
各
地
近
畿
地
方
に
滞
在
し
て
 

い
る
。
ま
た
 

一
派
独
立
し
た
一
八
九
四
年
の
翌
年
、
広
島
、
岡
山
、
伊
勢
 
、
名
古
屋
、
 

東
京
、
そ
の
他
、
関
東
各
地
か
ら
、
北
陸
地
方
に
も
足
を
仲
 
ば
し
て
い
る
。
 

一
九
 0
 二
年
に
は
九
州
各
地
を
巡
 
教
 し
た
が
、
こ
の
と
き
の
 様
子
は
「
 能
 

 
 

本
日
誌
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
一
九
①
六
年
に
死
去
し
 

た
わ
け
で
あ
 

る
の
で
、
晩
年
ま
で
各
地
を
巡
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
，
 

西
日
本
、
九
 

州
 が
中
 L
 で
あ
る
が
、
関
東
、
北
陸
に
も
足
を
伸
ば
し
て
い
 
る
 ，
な
お
、
 

こ
う
し
た
布
教
活
動
に
は
、
や
が
て
、
彼
の
自
子
の
佐
野
 

伊
 夏
彦
 が
 加
わ
 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

近
代
に
お
け
る
交
通
網
の
発
達
は
、
一
般
に
宗
教
運
動
の
地
 

理
 的
展
開
 

を
 促
進
す
る
要
因
に
な
っ
た
。
短
期
間
で
よ
り
広
い
地
域
に
 

運
動
が
広
ま
 

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
，
樹
木
型
の
組
織
の
み
 

な
ら
ず
、
 高
 

杯
 型
の
組
織
に
と
っ
て
も
こ
う
し
た
条
件
は
組
織
の
展
開
に
 

大
き
な
要
因
 

と
な
る
 "
 神
 理
教
の
場
合
、
中
央
 
政
 附
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
 
で
 連
動
が
始
 

ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
か
ら
み
た
交
通
の
発
達
 

が
 運
動
の
展
 

開
 に
関
わ
り
を
も
つ
，
佳
彦
の
行
動
範
囲
が
広
か
っ
た
と
い
 

ぅ
 だ
け
で
な
 

く
、
 彼
の
門
人
た
ち
の
活
動
範
囲
も
広
ま
る
し
、
本
部
と
分
 

教
会
と
の
 行
 



ま
た
年
ご
と
の
変
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
安
定
し
 

た
 県
と
恋
一
 

35S   教派神道の地域的展開とその 社会的 

み よ 岡 広主 愛海 が経 海 0 こ 

取 っ 山 ま に 媛 略伝竜治大 と 

れ て だ り 海 、 を ま の 岸以 、 が 
る 、 がの 路 広中 り 活の上分 

かる， 、人数たんな このぎ 形態と 、岡によっ 島 心 に考 の条件 動範囲 県、反 一 １   
竹島 のの 距 し考 えれ起因のでる まを要教 皇あ 免 許 

要 倍 離 ら て 点、 で 本 あ - 名 
因り、 的れ い に あ 部 る 表簿 に 記載 上となが関わには山 そ る， る 。ま 瀬戸内 ること 交 との 交通 参嬰 2 
つ っ ロ のた海が通網 " さ 

て て や 意 九泊 明 の を 北力 ・ 1 
い い に 味 川岸 ら 使者元た きの るこ る， 島 よ では では 県の かで とい 慮 す 川と 

と こ り 自 長 山 あ う る 噸数 

がれ 読にいなが 遠扶崎口 " ること戸が " と " 円丘 

表 2 

年 

具名 

  
福岡 

愛媛 

  
長崎 

広島 

熊本 

兵庫 

高知 

1895@ 1896@ 1897 

      
5@ 32@ 5 

6@ 15@ 27   
8@ 12@ 5   
1  7  28 

1898  1899 

41  22 

25 % 

29  21 

  
17@ 8 

  
7  6 

" し 8 

  

条件 

き
 来
も
便
利
と
な
る
，
 

五
 

広
が
り
の
特
徴
 

で
は
 神
 理
教
は
実
際
ど
の
よ
う
な
地
理
的
展
開
を
し
た
の
 

で
あ
ろ
う
 

か
 ，
一
九
 0
 六
年
ま
で
の
免
許
名
簿
を
本
籍
の
都
道
府
県
別
 
に
 集
計
す
る
 

と
 、
免
許
取
得
者
数
に
か
な
り
差
が
あ
り
、
一
部
の
県
に
集
 
中
し
て
い
る
 

1900@ 1901 1902  1903  1904  1905   
19@ 14@ 24@ 13@ 11@ 15 

14  9  22  24  8  7         
10  16  12  5  1  4 

5 7 5 1 3 2 

56@ 257 

13  233 

12  230 

11  125 

  
13@ 92 
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地図 l 初期「 巫 神占免許」取得きの 分布 

  
  

  

  l00 名以上． ( 岡山 257 、 福岡 22333 、 愛媛 230 、 山口 l25 、 長崎             
50-99 名 ( 広島、 熊本、 兵車、 高知 ) 

20-49 名 ( 佐賀、 大分、 島根 ) 

5- 旧名 ( 三重、 和歌山、 京都、 香 lll 、 大阪、 愛知、 鹿児島、 福井、 福 

島、 北海道 )   



 
 

 
 

か
で
あ
る
。
②
に
よ
っ
て
、
当
時
の
布
教
に
と
っ
て
、
海
路
 

の
 占
め
て
い
 

 
 

5
 
 た
 役
割
を
よ
り
細
か
く
知
れ
る
，
③
と
④
に
よ
っ
て
 

、
 免
許
を
取
得
す
る
 

 
 

 
 

理
由
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

岡
山
県
と
愛
媛
県
に
は
免
許
取
得
者
が
多
い
が
、
そ
の
理
由
 

を
 考
え
る
 

  神道 

る 。 

化
が
大
き
い
 県
 と
が
あ
る
，
あ
る
年
に
集
中
す
る
タ
イ
プ
は
 
、
愛
媛
県
と
 

高
川
県
に
日
立
つ
。
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
く
と
、
同
じ
 

県
 内
で
も
比
較
 

的
 特
定
の
郡
等
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ぞ
 

れ
の
県
に
っ
 

い
 て
、
一
年
に
五
人
以
上
免
許
を
取
得
し
た
人
が
い
る
市
部
 

、
も
し
く
は
 

十
二
年
間
に
十
人
以
上
が
取
得
し
た
両
郡
を
表
に
す
る
と
 

表
 3
 の
よ
う
に
 

牛
 

紺
 

な
る
，
免
許
を
得
た
人
物
が
多
い
地
域
を
比
較
し
 
、
そ
 
れ
る
の
年
度
 別
の
 

 
 

何
 

推
移
を
分
析
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
浮
 かび
上
が
っ
て
く
 

社
る
。
 

 
 

そ
 

①
市
部
は
比
較
的
少
な
く
、
郡
部
が
大
半
で
あ
る
。
 

 
 

は
 多
く
が
沿
岸
部
 

で
あ
り
、
港
が
近
く
に
あ
る
場
合
が
多
い
。
 

わ
り
，
 

 
 

域
 

③
年
ご
と
の
変
動
が
極
端
に
大
き
い
ケ
ー
ス
が
い
く
 

っ
 か
見
ら
れ
る
。
 

也
 

丹
 

④
全
体
的
に
は
免
許
取
得
者
の
年
ご
と
の
数
値
は
比
 

較
 的
安
定
し
て
い
 

特
定
の
人
物
が
多
く
の
人
を
紹
介
し
た
と
い
う
こ
と
や
、
 

郡
 部
で
 免
許
 

取
得
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
仲
 
理
 教
の
 紺
 織
の
発
展
 形
 

態
は
 、
高
林
 型
 が
基
本
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
 
と
の
傍
証
に
 

な
る
と
考
え
ら
れ
る
，
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
、
免
許
取
得
 

者
が
あ
る
 年
 

に
 き
と
ま
っ
て
出
た
か
と
Ⅲ
う
と
、
以
後
ぱ
っ
た
り
途
絶
え
 

る
と
い
っ
た
 

よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
一
人
の
人
物
を
介
在
し
て
短
期
 

間
 に
か
な
り
 

0
 人
数
が
免
許
を
取
得
す
る
例
も
示
さ
れ
る
。
ま
た
内
務
省
 

に
 届
け
た
 教
 

部
数
で
は
多
く
が
男
性
で
あ
っ
た
の
に
、
免
許
取
得
者
は
女
 

性
 が
約
四
六
 

%
 で
あ
り
、
男
女
比
は
半
々
に
近
い
。
ま
た
免
許
取
得
者
の
 
年
ご
と
の
数
 

値
が
 、
全
体
と
し
て
か
な
り
安
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
 
、
こ
の
時
期
、
 

上
 で
、
一
人
で
多
：
の
人
を
紹
介
し
た
人
物
が
存
在
す
る
こ
 
と
を
指
摘
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
両
県
で
は
比
較
的
近
い
場
所
で
、
 
そ
 れ
ぞ
れ
制
の
 

人
物
が
数
多
く
の
人
を
紹
介
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
布
教
 

所
 な
り
集
会
所
 

な
り
の
支
部
が
結
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
紹
介
し
た
可
能
性
が
 
高
い
 
-
-
 
 

一
八
 

九
五
 @
 
一
九
 0
 六
年
の
間
に
、
一
人
で
二
 
0
 人
 以
上
を
神
占
 免
許
を
得
る
 

た
め
に
紹
介
し
た
人
物
は
八
人
い
て
、
多
い
順
に
並
べ
る
と
 
表
 4
 の
と
 ね
 

 
 

数
は
紹
介
者
 

数
 、
県
名
は
紹
介
者
の
本
籍
地
、
ま
た
（
）
内
は
、
紹
介
 さ
れ
た
人
の
 

本
籍
地
で
と
く
に
目
立
っ
地
域
で
あ
る
。
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表 3 

  

11895@1896@1897@1898@1899@1900@1901                                                               

県
 

郡
部
郡
部
郡
部
郡
部
 

山
口
田
道
島
人
津
津
 
道
 

同
法
中
上
尾
 邑
都
 
御
下
 

                
福岡県 

企 救郡 

朝倉郡 

遠賀郡 

山 Ⅲ 郡 

三滴 郡 

福岡市 
愛媛県 

西宇和郡 

喜多郡 

東宇和郡 

上浮穴郡 

              
4  23  7 7 5 3 3 7 8 4  1 7  79     

山口県   

豊浦郡 2 2 2 3 l 2 3 0 0 0 3 2 20   
吉敷郡 0 2 0 0 0 8 2 5 2 0 l 2 17 

厚狭郡 0 3 2 0 0 1 4 l 1 0 l 1 Ⅱ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 郡

 
早
那
 

濃
崎
榊
 

部
長
上
中
 

東 @ 皮 十年 郡   0 3 1 l0 2 2 l 0 0 2 4 l 26 

都
市
 

蜥
崎
 

 
 面

長
 

 
 

1 0 9 1 3 2 2 0 0 0 0 1@ 19   



な
わ
ち
 立
 者
、
山
岳
宗
教
関
係
者
、
 霊
能
 祈
祷
師
と
い
っ
た
 人
々
が
活
動
 

  

つ
ま
り
、
 
ケ
 で
に
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
な
活
動
を
し
て
い
た
 
人
物
、
 
す
 

:57   教派神道㏄ 

免
許
取
得
者
が
加
速
度
的
に
増
え
る
と
タ
ー
ン
を
 
と
 っ
 た
わ
け
で
 

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
組
織
 
%
 態
が
樹
木
 

型
 と
す
る
よ
り
、
高
体
型
と
す
る
こ
と
で
理
解
し
や
す
く
 
な
る
点
で
あ
 

る
 -
 

 
 

@
 
）
教
派
神
道
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
現
在
大
き
く
三
通
り
を
 想
定
で
き
る
。
 

も
っ
と
も
古
く
か
ら
の
も
の
は
、
戦
前
の
宗
教
行
政
上
の
区
分
に
従
 

っ
 た
も
の
 

で
、
内
容
的
に
は
神
道
十
三
派
に
ほ
ぼ
あ
た
る
，
二
番
目
は
、
教
派
 

側
の
自
己
 

認
識
を
重
視
す
る
も
の
で
、
教
派
神
道
連
合
会
に
所
属
す
る
教
団
を
 

教
派
神
道
 

と
み
な
す
。
現
在
同
会
に
所
属
す
る
の
は
、
次
の
十
二
教
団
で
あ
る
 

。
出
雲
大
 

社
数
、
大
本
、
御
嶽
 
教
 、
黒
住
教
、
金
光
教
、
実
行
教
、
神
習
教
、
 
神
道
修
成
 

派
 、
神
道
大
教
、
神
理
教
、
扶
桑
教
、
喫
 
教
 。
そ
し
て
三
番
目
が
宗
 教
 社
会
学
 

0
 組
織
論
に
基
づ
く
区
分
で
、
神
道
系
新
宗
教
と
神
社
神
道
と
の
 

関
 係
の
中
で
 

論
じ
ら
れ
る
，
 

  

  
KT 

KK 

HU 

TS 

TO 

干 @S 

UK 

    

勺 展開とその 社 

58 人 岡山県 

SS 人 愛媛県 

47 人 愛媛県 

40 人 岡山県 

36 人 熊本県 

30 人 長崎県、 

29 人 岡山県 

2l 人 福岡県 

全的条件 

表 4 

( 和気郡、 

( 喜多郡、 

( 喜多郡、 

0@ll 上郡、 

( 天草郡、 

  佐賀県 

Ⅱ、 田郡、 

( 三瀦郡 、 

吉備郡など ) 

西宇和郡など ) 

西宇和郡など ) 

苫田郡など ) 

八代郡など ) 

lll 上郡など ) 

八 な 郡など ) 

て
 活
動
し
よ
う
と
し
た
結
果
の
数
値
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
 

き
る
の
で
あ
 

る
 。
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
 

割
ム
 口
を
占
め
 ナ
 
Ⅰ
 い
 

た
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
断
定
す
る
 

こ
と
は
で
き
 

な
い
 0
 戦
前
に
お
い
て
宗
教
活
動
を
行
う
た
め
便
宜
的
に
神
 

理
 教
に
所
属
 

し
た
例
が
い
く
 
っ
 か
あ
る
こ
と
は
、
戦
後
神
理
教
か
ら
離
脱
 
し
 独
立
の
宗
 

教
法
人
と
な
っ
た
教
団
の
例
か
ら
分
か
る
が
、
戦
後
消
滅
し
 

た
 教
会
も
多
 

い
 と
思
わ
れ
る
の
で
、
資
料
的
に
は
限
界
が
あ
る
，
 

ま
た
以
上
の
推
論
は
経
 
彦
 没
後
の
展
開
を
見
て
い
く
こ
と
で
 
、
さ
ら
に
 

明
の
視
点
か
ら
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
紙
数
の
 

関
係
も
あ
る
 

の
で
、
そ
の
デ
ー
タ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
 
て
 論
じ
た
い
，
 

の
 公
認
を
得
る
た
め
に
神
理
教
の
教
師
あ
る
い
は
神
占
の
資
 

格
を
取
得
し
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三
番
目
の
観
点
か
ら
教
派
神
道
を
定
義
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
 

拙
 著
 
「
 教
 

派
 神
道
の
形
成
」
 
-
 
弘
文
章
、
一
九
九
一
年
一
の
と
く
に
第
三
章
を
 

参
照
の
こ
 

と
 。
 

（
 2
@
 
 こ
の
 視
 占
は
宗
教
地
理
世
 ナ
 と
も
み
な
し
 ぅ
る
 ，
松
井
圭
介
は
 、
宗
教
地
理
学
 

と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
の
一
部
を
 

整
理
し
直
 

し
て
い
る
。
（
松
井
圭
介
「
日
本
の
宗
教
空
間
」
古
今
書
院
、
二
 0
0
 
三
年
、
参
 

照
 ）
宗
教
社
会
学
と
宗
教
地
理
世
ナ
 が
 部
分
的
に
重
な
る
の
は
当
然
で
 
あ
り
、
 む
 

し
ろ
こ
の
こ
と
を
よ
り
意
識
 
化
 し
た
上
で
研
究
が
進
展
す
る
の
が
 

好
ま
し
い
 

と
 考
え
る
 "
 な
お
、
教
派
神
道
に
関
す
る
宗
教
地
理
学
的
研
究
と
呼
 

び
 う
る
も
 

の
と
し
て
は
、
す
で
に
戦
前
に
村
上
英
雄
に
よ
る
萌
芽
的
研
究
（
「
 

本
邦
宗
教
 

分
布
の
研
究
」
地
理
学
評
論
一
一
、
一
九
三
五
年
）
が
あ
り
、
皆
無
 

 
 

け
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
周
辺
的
研
究
で
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
 

る
 。
 

-
3
-
 く
わ
し
く
は
、
前
掲
拙
著
一
二
五
頁
、
参
照
。
 

-
4
@
 
 
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
荻
原
稔
に
よ
る
以
下
の
詳
細
な
一
連
 

の
 研
究
が
あ
 

る
 
荻
原
稔
「
黒
住
教
と
日
比
野
派
の
周
辺
」
 
宍
 神
道
宗
教
 ヒ
 
一
二
一
 
イ
ソ
 
ノ
し
 

Ⅹ
 一
 1
 
1
 
し
 

九
 0
 年
 Ⅰ
 
同
 
「
明
治
前
期
に
お
け
る
 礫
 教
団
の
変
遷
 

吐
菩
加
 夷
講
か
ら
 

喫
教
 ・
大
成
教
 喫
 教
へ
」
 ヨ
 神
道
宗
教
 ヒ
 一
一
一
市
、
一
九
八
八
年
Ⅱ
 同
 
「
 白
 Ⅲ
 

家
と
 江
戸
の
門
人
天
保
年
間
の
井
上
正
 鉄
 遠
島
を
め
ぐ
っ
て
 
」
 弓
 神
道
 

宗
教
」
一
四
二
一
九
九
一
年
㌔
 

-
5
 ）
試
補
は
神
道
各
宗
の
管
長
が
任
命
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
 

。
な
お
常
世
 具
 

胤
 
「
 神
 教
組
織
物
語
」
に
よ
れ
ば
、
「
教
正
派
出
先
 
二
於
テ
 真
人
 ヲ
 得
 タ
ル
 時
 

ニ
 、
取
敢
 ズ
 試
補
 ノ
 辞
令
 ヲ
渡
テ
 、
講
席
ニ
幅
マ
シ
ム
ル
 便
ニ
 去
年
 起
 し
り
 」
 

と
あ
る
。
去
年
と
は
明
治
五
年
の
こ
と
で
あ
る
，
 
神
 教
組
織
物
語
の
 
記
載
に
つ
 

い
て
は
、
阪
本
是
九
校
注
「
 
神
 教
組
織
物
語
（
常
世
具
 胤
こ
 
-
 
安
 井
 良
夫
・
 宮
 

地
 正
人
校
注
「
日
本
近
代
思
想
大
系
」
 
5
 「
仝
 
不
教
 と
国
家
号
岩
波
書
 店
 、
一
札
 

八
八
年
、
三
礼
 0
 頁
ぺ
 
参
照
，
 

-
6
-
 御
嶽
教
は
現
在
は
奈
良
県
に
本
部
を
置
く
が
、
戦
前
に
は
 

車
 示
 に
大
本
庁
が
 

あ
っ
た
。
だ
が
、
第
二
次
大
戦
中
、
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
。
 

（
 7
@
 
 ま
た
通
常
十
三
派
に
は
含
め
ら
れ
な
い
が
、
神
宮
教
は
 

、
一
 八
八
二
年
に
一
 

斉
 に
教
派
の
独
立
が
 
詔
 め
ら
れ
た
段
階
で
は
、
神
道
教
派
と
 

い
 え
 る
 組
織
で
 

あ
っ
た
。
神
宮
教
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
信
仰
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
 

-
8
 ）
九
州
北
部
に
は
英
彦
山
修
験
が
あ
り
、
傘
下
の
教
会
に
は
そ
 

こ
と
か
か
わ
り
 

が
あ
っ
た
と
 朋
 わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
は
い
る
，
し
か
し
、
少
な
 
く
と
も
 経
 

彦
 自
身
は
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
活
動
し
た
わ
け
で
は
な
い
，
 

-
 旦
 
戦
後
、
神
理
教
か
ら
離
脱
し
た
教
団
と
し
て
、
「
宗
教
年
報
」
 
昭
和
二
五
年
版
 

に
 収
録
さ
れ
て
い
る
教
団
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

・
長
生
致
（
高
知
 -
-
 一
九
二
一
年
に
設
立
さ
れ
た
神
理
教
高
知
 
教
ム
 エ
ミ
 

・
日
の
本
 教
 
-
 広
島
一
一
九
三
六
年
に
金
丸
日
親
に
よ
っ
て
設
立
 
さ
れ
た
 

日
の
丸
教
会
。
 

・
望
見
教
団
（
熊
本
 -
.
 一
九
三
八
年
に
鈴
木
光
に
よ
っ
て
設
立
さ
 
 
 

理
致
春
日
文
教
会
，
 

・
神
道
真
光
教
団
 
-
 
北
海
道
 ヱ
 

・
大
三
輪
 教
 
（
奈
良
）
。
一
九
四
二
年
に
迫
カ
ン
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
 
 
 

・
 鎮
 名
護
符
 神
 教
派
本
部
 
-
 
大
阪
）
。
一
九
四
二
年
に
樋
口
元
亨
に
 
よ
っ
て
 

設
立
さ
れ
た
神
理
教
所
属
韻
字
教
会
，
 

こ
の
他
、
「
免
許
名
簿
」
に
よ
っ
て
神
理
教
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
 

が
 確
認
 

で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
教
団
が
あ
る
。
 

・
洗
心
教
。
一
八
九
じ
年
に
免
許
を
得
た
馬
渕
別
字
 

-
 
兵
庫
県
神
崎
 卜
 
君
。
 

-
 こ
 
l
 

よ
 っ
 テ
ヒ
肌
 

-
 
ぬ
止
 

さ
れ
 ト
 
L
 

・
稲
荷
教
本
庁
，
一
九
三
一
年
に
免
許
を
得
た
小
金
人
兵
衛
に
よ
っ
 

て
机
収
寸
一
 

さ
れ
た
 -
 小
金
は
、
福
岡
の
六
根
 
地
 教
会
の
紹
介
で
免
許
を
得
て
 
ぃ
 る
 -
 

・
日
本
不
動
 教
 。
一
九
四
車
に
免
許
を
得
た
村
上
衝
 松
 に
よ
っ
て
 設
立
さ
 

れ
た
。
現
在
大
阪
東
成
区
に
存
在
，
 

-
 叩
 ）
 
司
 千
代
田
日
誌
」
は
一
八
八
 
几
 年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
経
 
度
 が
 上
京
し
た
と
 



教派神道の地域的展開とその 社会的条件 
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け
訳
本
稿
は
、
 
國
畢
院
 大
筆
 初
 世
紀
 C
0
E
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
 
「
神
道
と
日
 

本
文
化
の
国
学
的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
に
よ
る
研
究
成
 

果
 、
及
び
 

国
里
 院
 大
豊
日
本
文
化
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
教
派
神
道
 

の
 地
域
的
 

展
開
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

ま
た
、
神
理
教
の
デ
ー
タ
人
力
に
際
し
て
は
、
国
掌
暁
天
 

寧
 大
学
院
 

生
の
伊
藤
久
美
、
上
野
力
、
藤
吉
 
優
 、
村
瀬
友
洋
、
 森
 悟
朗
 、
 及
び
、
 

国
里
 院
 大
里
日
本
文
化
研
究
所
調
査
 
昌
 の
 厳
 蓮
宗
、
辻
村
 志
 の
ぶ
の
 各
 

氏
 に
協
力
い
た
だ
い
た
の
で
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
 


