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は

じ

め

寄
贈

父

兄

会

「
国
家
神
道
論」

ら
れ
た。
そ
こ

で、
現
在
そ

の
作
業

を
進
め
て

い
る

と
こ
ろ

で
あ

る。
こ

の
作
業

の
完
成

に
は、

ま
だ
当

分
か
か
り
そ
う

だ
が、
そ

の
過
程

で
気
づ

い
た
こ
と

が
あ

る。
こ
こ

で
は
そ

れ
に
つ

い
て
若
干
述
べ
て
み

た
い

と
思
う 。

以
前

わ
た

し
は

あ
る
論
文

の
中

で
「

そ
も
そ
も 、

国
家
神
道
と
い

う
言
葉

が
戦
前

の
宗
教
行

政
史
を
研

究
す
る
際

の
鍵
概

念
と

し
て
用

い
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
契

機
は、

占
領
軍

が
発
し
た

神
道
指
令

の
中

で、

こ
の
言
葉

が
使
用

さ
れ、
定
義
(
?)
さ

れ
た
こ

と

T)
 

に
あ
っ
た 。」
と
書

い
た。
神
道
指
令

は
「

国
家
神
道

は
軍
国
主
義
者
お
よ
び
超

国
家
主
義
者

に
よ
っ

て
国

民
の
間

に
軍
国
主
義

的
精

神
を
育
成
し 、
膨
張

的
な

戦
争

を
正
当
化

す
る
の
に
利
用

さ
れ
た 。」

と
の
認
識

l
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に
立
ち 、「

神
道
が
右

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
宣
布

す
る

媒
体
と
し
て
利
用

さ
れ
る
危
険

を
除
く

た
め

に、
神

道
を
国
家
か
ら
分
離
し 、

教
育
制
度
か
ら
除
去」

す

る
こ

と
を

目
的
と
し
て

い
た 。
戦
後 、
近
代

史
研
究

の
多
く

が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う

に、
近
代
宗

教
行

政

史
の
分
野
に
お

い
て
も
戦
争
原
因

の
追
求

が
重
大
な

テ
ー

マ
と
な
っ

た。
そ

の
際 、
元
凶

と
し
て

の
「

国

家
神
道」
は

自
明

の
こ

と
と
さ

れ、
神
道
指
令

に
欠

け
て

い
た
国
家
神
道
の
成
立

と
展
開
に
関
心

が
向
け

ら
れ
て

き
た 。

し
か
し 、
戦
争

の
元
凶
と
し
て

の
国

家
神
道

と
い

う
認
識

は、
そ

れ
程
自
明

の
も

の
な

の

で
あ
ろ
う
か 。

「
国
家
神
道」

と
い

う
概

念
を
最
大
限

に
拡
大

し

た
の
は、
わ
た

し
の
見

る
と
こ
ろ
村
上
重
良
氏

で
あ

る。
村
上
氏

は
明
治
初

期
か
ら
敗
戦
ま

で
を

「
国
家

(2)
 

神
道」

と
い

う
単一

の
概

念
で
記
述
し
て

い
る。
そ

し
て、
一
九
三
0
年
代
以
降

を
「

国
家
神
道」
の
絶

頂
期
と
し、
治
安
維
持
法 、
同
法

に
よ

る
宗

教
の
弾

圧 、
宗

教
団
体
法

を
国
家
神
道
に
包
含
し
て
論
じ
て

い
る。
こ

の
論
じ
方

は
適
切
な
も

の
な

の
だろ

う
か 。

一
、

戦
争
の
原
因
と
の
関
係

「
日
本

の
近
代

は、
こ
と
思
想 、

宗
教

に
か

ん
す

る
か
ぎ
り 、

国
家
神
道
に
よ
っ
て

基
本

的
に
方
向
づ

(3)
 

け
ら

れ
て
き

た」 。
い
い
か

え
れ
ば、「
国
民

の
生
活
意

識
の
す
み
ず
み

に
い
た
る
ま

で、
広
く
深
い
影
響

を

(4)
 

及
ぽ
し
た 。」
こ

の
「

国
家
神
道」
が
満
州
事
変
以
降
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「
絶
頂
期
を
迎
え、
国
民
に
た
い
す
る
精
神
的
支
配

(
5)
 

の
武
器
と
し
て
の
真
価
を、
遺
憾
な
く
発
揮」
し、

「
軍
国
主
義
に
対
応
す
る
侵
略
思
想
を
前
面
に
お
し

出
し
て、
日
本
を
神
国
と
し、
侵
略
戦
争
を
聖
戦
と

す
る
八
紘一
宇
の
主
張
が、
国
体
の
教
義
の
根
幹
と

(
6)
 

さ
れ
たLo
こ
れ
が
村
上
氏
の
「
国
家
神
道」
及
ぴ「
国

家
神
道」
と
戦
争
の
関
係
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解

で
あ
る。
要
す
る
に、
日
本
近
代
の
「
国
家
神
道」

政
策
が
原
因
と
な
っ
て、
戦
争
と
い
う
結
果
が
生
じ

た
と
い
う
の
で
あ
る。

「
国
家
神
道」
を
語
る
場
合
に
は、
こ
の
よ
う
な

理
解
が一
般
的
の
よ
う
で
あ
る。
津
地
鎮
祭
違
憲
訴

訟
に
お
け
る
最
高
裁
の
判
決
も、
基
本
的
に
は
こ
の

理
解
に
立
っ
て
い
る。

し
か
し、
関
心
を
「
国
家
神
道」
研
究
に
限
定
し

な
い
で、
戦
争
と
復
古
調
を
お
び
た
戦
争
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
の
関
係
の
理
解
と
い
う
分
野
に
広
げ
て
み
る

と、
そ
れ
と
は
異
な
る
見
解
の
存
在
に
気
づ
く。

(
9)
 

竹
山
道
雄
氏
は
『
昭
和
の
精
神
史』
の
中
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る。

「
昭
和
の
超
国
家
主
義
は、
封
建
時
代
の
継
続
的

発
展
で
は
な
か
っ
た。
む
し
ろ、
封
建
体
制
や
精
神

を
克
服
し
て
あ
た
ら
し
い
段
階
に
入
っ
た
明
治
の
体

制
を、
さ
ら
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た。

そ
れ
は
否
定
の
否
定
だ
っ
た。
お
よ
そ
歴
史
が一
世

紀
も
前
の
ま
ま
か
ら
の
変
ら
ぬ
力
に
よ
っ
て
展
開
す

る
と
い
う
よ
う
な
不
合
理
不
自
然
な
こ
と
は
あ
る
は

ず
は
な
く、
あ
っ
た
た
め
し
も
な
い
が、
昭
和
の
日

本
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た。

激
動
す
る
現
代
世
界
の
中
に
あ
っ
て、
み
ず
か
ら

も
そ
の
激
動
の一
因
子
で
あ
っ
た
者
が、
一
九
二
〇

年
三
0
年
代
の
世
界
に
共
通
の
衝
撃
を
う
け
て、
つ

い
に
あ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た。
主
役
は
近
代
で

あ
り、
歴
史
的
遣
制
は
わ
き
役
に
す
ぎ
な
か
っ
た。

人
の
目
を
あ
ざ
む
く
古
め
か
し
い
仮
装
は
た
く
さ
ん

あ
っ
た
け
れ
ど
も。

あ
の
こ
ろ
の
世
界
に
共
通
の
衝
撃
に
つ
い
て
は、

こ
こ
に
記
す
こ
と
は
し
な
い。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く

の
国
が
は
げ
し
く
動
謡
し、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
個
性

に
し
た
が
っ
た
行
き
方
で
変
容
し
た。」

「
軍
人
は
天
皇
を
崇
拝
し、
日
本
刀
を
下
げ、
神

が
か
り
の
古
代
の
言
葉
を
あ
や
つ
っ
た。
陰
謀
と
暗

殺
は
相
つ
い
だ。
い
つ
の
ま
に
か、
異
様
な
歴
史
色

が
ひ
ろ
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
お
ど
ろ
か
せ
謗
ら
せ
た。

…
…
い
よ
い
よ
危
機
が
切
迫
し
て
ど
う
に
も
打
開
が

む
つ
か
し
く
な
っ
て
か
ら
は、
痴
呆
的
な
原
始
古
代

の
様
式
が
世
を
風
磨
し
た。

あ
の
よ
う
に
合
理
的
に
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
こ

と
が、
情
勢
の
苛
烈
化
に
と
も
な
っ
て
国
民
全
体
の

主
観
の
中
に
高
い
価
値
と
し
て
う
か
ぴ
あ
が
っ
た。

あ
の
よ
う
な
こ
と
が
ど
う
し
て
現
代
に
お
こ
り
え
た

の
だ
ろ
う
？
す
べ
て
は
前
近
代
的
な
も
の
が
復
活
し

て
支
配
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
？

こ
の
印
象
が
圧
倒
的
だ
っ
た
か
ら、
あ
の
近
代
戦

は
古
代
人
が
し
た
も
の
だ、
と
思
わ
れ
て
い
る。

あ
ま
り
う
ま
い
比
喩
で
は
な
い
が、
つ
ぎ
の
よ
う

た
ち
は

な
場
合
を
考
え
て
み
る。

ー、
ひ
と
り
の
男
が
酒

に
よ
っ
て、「
人
ふ
れ
れ
ば
人
を
斬
り、
馬
ふ
れ
れ
ば

馬
を
斬
る」
と
い
う
漢
詩
を
放
歌
高
吟
し
て、
暴
れ

だ
し
た
と
す
る。
こ
の
場
合
に、
こ
の
男
の
乱
暴
の

原
因
は
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
昂
奮
で
あ
り、
漢
詩
で

は
な
い。
こ
の
男
は
そ
の
昂
奮
を、
か
ね
て
か
ら
覚

え
知
っ
て
い
る
形
に
よ
っ
て
発
散
し
た
の
で
あ
る。

危
機
に
お
け
る
国
民
の
あ
が
き
も、
歴
史
的
に
成

立
し
た
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る。
こ
と
に
対
外
困

難
の
際
に
は、
歴
史
は
つ
ね
に
大
き
な
頼
る
力
で
あ

る。
ソ
連
で
も、
戦
争
中
は
共
産
主
義
は
ひ
っ
こ
ん

で
歴
史
が
表
に
出
た。
歴
史
的
前
後
の
関
係
を
回
想

す
る
と
き、
日
本
の
あ
の
復
古
調
は
危
機
感
に
よ
っ

て
生
れ、
そ
れ
に
追
わ
れ
て
深
化
し
た
も
の
だ
っ
た。

事
実
が
先
に
あ
っ
て、
そ
れ
か
ら
神
話
が
ひ
ろ
が
っ

た。
近
代
戦
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
て、
古
代
が

復
活
し
て
き
た。
原
因
が
先
に
あ
っ
て、
そ
れ
か
ら

(9)
 

潜
在
し
て
い
た
前
提
条
件
が
顕
在
化
し
て
き
た。」

こ
こ
で
竹
山
氏
は、
対
外
危
機
や
戦
争
が
原
因
で

復
古
調
は
そ
の
結
果
で
あ
る、
と
の
理
解
に
立
っ
て

い
る。
そ
し
て、
そ
の
対
外
危
機
や
戦
争
を一
九
二

0
年
以
降
に
限
定
し
て
い
る。

対
外
危
機
や
戦
争
の
結
果
と
し
て
戦
争
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
理
解
す
る
の
は、
林
房
雄
氏
も
同
じ
で
あ
る。

け
れ
ど
も、
林
氏
の
場
合
は、
そ
の
対
外
危
機
や
戦

争
を
も
っ
と
長
い
物
差
し
で
捉
え
て
い
る。

「
私
は
自
分
に
た
ず
ね
る。
明
治
大
正
生
れ
の
私

『
長
い
―
つ
の
戦
争』
の
途
中
で
生
れ、
そ
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の
戦
争
の
中
を
生
き
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か 。

私
た
ち
が
『

平
和』
と
思
っ
た
の
は 、
次
の
戦
闘
の

た
め
の
『

小
休
止』
で
は
な
か
っ
た
か 。
徳
川
二
百
年

の
平
和
が
破
ら
れ
た
時
に 、『
長
い―
つ
の
戦
争』
が

始
ま
り 、
そ
れ
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
や
っ

冗｝

と
終
止
符
を
打
た
れ
た

ー
の
で
は
な
か
っ
た
か
[l

「『
明
治
以
来
五
十
年
の
軍
国
主
義
教
育』
は 、
そ

の
以
前
に 、『
戦
争
教
育
を
必
要
と
す
る
戦
争
事
実』

が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
の
か 。

た
し
か
に 、
発
生
し
て
い
た 。
明
治
維
新
を
は
る
か

に
さ
か
の
ぼ
る
あ
る
時
期
に
『

東
漸
す
る
西
力』
に

対
す
る
日
本
の
反
撃
戦
争
が
開
始
さ
れ
て
い
た 、
と

私
は
考
え
る 。
…
…

戦
争
教
育
の
み
に
つ
い
て
み
て

も 、
日
本
の
軍
国
主
義
教
育
は
明
治
以
降
の
も
の
で

は
な
く 、
維
新
の
は
る
か
な
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い

た 。『
富
国
強
兵』
と
い
う
標
語
も
明
治
以
降
の
も
の

で
は
な
い 。
弘
化 、
蒸
永 、
安
政
の
こ
ろ
か
ら 、
多

く
の
思
想
家
に
よ
っ
て
発
言
さ
れ
て
い
る 。
そ
の
こ

『
富
国
強
兵』
は
同
時
に
『

攘
夷
論』
で
あ
っ

ろ
の

g
 

たLo「
私
は
『

大
東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争）
は
百
年
戦
争

g
 

の
終
曲
で
あ
っ
た』
と
考
え
るLo

r
事
実
上
の
戦
争
状
態
は
ペ
ル
リ
来
航
の
は
る
か

以
前
に
発
生
し
て
い
た 。
そ
の
思
想
的
表
現
と
し
て

水
戸
斉
昭•
藤
田
東
湖
の
r

攘
夷
論』 、
平
田
篤
胤
と

そ
の
門
人
た
ち
の
r

日
本
神
国
論』
が
生
れ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る 。
即
ち
『

抗
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー』

の
発
生
で
あ
り 、『
戦
争
教
育』
の
開
始
で
あ
っ
かLo

c

林
氏
の
対
外
危
機
や
戦
争
と
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
関
す
る
理
解
は 、「
日
本
が
実
行
し
た
『

東
亜
百
年

戦
争』
は 、
こ
の
（
西
洋
列
強
の）
植
民
地
主
義 、
征

服
主
義
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
り 、
奮
闘

8
 

で
あ
っ
た」
と
い
う
解
釈
を
前
提
と
し
て
い
る 。

こ
の
よ
う
に 、
竹
山
氏
や
林
氏
は 、
戦
争
と
戦
争

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
因
果
関
係
に
つ
い
て 、
村
上
氏
と

は
ま
っ
た
く
反
対
の
見
解
に
立
っ
て
い
る 。

二 、
人
権
指
令
と
の
関
係

村
上
氏
は 、『
国
家
神
道』
の
中
で 、
大
正
十
四
年

に
制
定
さ
れ
た
治
安
維
持
法
を
「

近
代
天
皇
制
国
家

g
 

の
国
体
の
教
義
を
守
る
た
め
の
弾
圧
法
で
あ
っ
た」

と
述
ぺ
て
い
る 。
治
安
維
持
法
は 、「
国
家
神
道」
を

守
る
た
め
の
弾
圧
法
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る 。

そ
し
て 、
同
法
に
基
づ
く一
連
の
宗
教
弾
圧
を
「

国

家
神
道
体
制
の
も
と
で
の
日
本
の
国
家
権
力
は 、
宗

教
的
性
格
を
も
ち 、
版
図
内
の
全
宗
教
の
正
邪
を
判

定
す
る
立
場
に
あ
っ
た 。
近
代
天
皇
制
の
国
家
権
力

に
よ
っ
て 、
近
代
的
な
法
治
国
家
で
は
類
例
の
な
い

苛
酷
な
宗
教
弾
圧
が
く
り
か
え
さ
れ
た
必
然
性
が 、

g
 

こ
こ
に
あ
っ
たLO
と
理
解
し
て
い
る 。
ま
た 、
昭
和
十

四
年
制
定
の
宗
教
団
体
法
を
「

天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
よ
る
宗
教
の
統
制
と
利
用
を
完
璧
に
す
る
た
め
の

g
 

宗
教
法
で
あ
っ
た」
と
も
述
べ
て
い
る 。

村
上
氏
の
い
う
よ
う
に 、
治
安
維
持
法
や
宗
教
団

体
法
が
「

国
家
神
道」
体
制
を
構
成
す
る
重
要
な
要

素
で
あ
り 、
神
道
指
令
の
中
心
点
が
「

国
家
神
道
の

廃
止
を
主
眼
と
す
る
徹
底
的
な
政
教
分
離
の
実
施
に

あ
っ
た」
と
す
れ
ば 、
こ
の
二
法
は
昭
和
二
0
年
十

二
月
十
五
日
の
神
道
指
令
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る 。
と
こ
ろ
が 、
実
際
に
こ
の
二
法

を
廃
止
し
た
の
は 、
同
年
十
月
四
日
の
人
権
指
令
で

あ
っ
た 。

と
は
い
え 、
占
領
軍
に
と
っ
て
人
権
指
令
が
「

国

家
神
道」
の
解
体
を
意
図
し
た
神
道
指
令
と一
連
の

も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
問
題
は
な
い 。
と
こ
ろ
が 、

史
実
の
教
え
る
と
こ
ろ
は 、
そ
う
で
は
な
い 。「
G
H

Q
は
当
初 、
国
家
神
道
の
解
体
と
い
う
課
題
を
意
識

g
 

し
て
い
な
か
っ
た」 。
そ
の
G
H
Q
が
「

国
家
神
道」

の
解
体
を
意
識
し
だ
す
の
は 、
昭
和
二
0
年
十
月
八

日
に
日
本
の
新
聞
が 、
そ
の
前
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で 、

国
務
省
極
束
部
長
兼
S
W
N
C
C
極
東
小
委
員
会
委

員
長
の
ジ
ョ
ン
・

カ
ー

タ
ー・

ビ
ン
セ
ン
ト

が
米
国

民
向
け
に
行
な
っ
た
放
送
の
主
旨
を
「

神
道
の
公
的

地
位
廃
止
さ
れ
る」
な
ど
の
見
出
し
で
い
っ

せ
い
に

q
“
)
 

報
道
し
て
か
ら
で
あ
る 。

G
H

Q
が
治
安
維
持
法
や
宗
教
団
体
法
を
政
治
的 、

社
会
的 、
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
約
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い 。
し
か
し 、
そ
の
撒

廃
に
よ
っ
て
「

国
家
神
道」
を
解
体
し
よ
う
と
し
た

わ
け
で
は
な
い 。
と
な
れ
ば 、
治
安
維
持
法
や
宗
教

団
体
法
を
単
純
に
「

国
家
神
道」
に
含
め
る
理
解
は 、

再
考
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

c
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c

戦
争
原
因
の
追
求
と
し
て
の「
国
家
神
道」
研
究
は、

近
代
宗
教
行
政
史
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
領
域

の
中
で、

神
道
指
令
の
認
識
を
自
明
の
前
提
と
し
て

行
わ
れ
て
き
た。

そ
の
際、

近
代
の
複
雑
な
国
内
外

の
政
治
過
程
は
考
察
の
外
に
あ
っ
た。

近
代
日
本
の

背
負
っ
た
課
題
の
中
で、

宗
教
行
政
が
第一
位
を
占

め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら、

そ
れ
で

は
木
を
見
て
森
を
見
ず、

の
非
難
を
免
れ
な
い。

小

稿
で
と
り
あ
げ
た
事
柄
は、

そ
の
こ
と
に
関
す
る
細

や
か
な
問
題
提
起
で
あ
る。

註(
1)
拙
稿
「
神
道
非
宗
教
論
の
展
開
ー
続
神
社
非
宗

教
論
再
考
序
説
ー」(
r
法
と
秩
序J
-
0
二、

昭
和
六
三
年
五
月）
四
七
頁。
た
だ
し、
こ
れ

は
「
国
家
神
道」
が
神
道
指
令
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
使
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い。
こ
れ
に
つ
い
て
は、

阪
本
是
丸
「
近

代
の
皇
室
祭
儀
と
国
家
神
道」（
大
原
康
男・
百

地
章・
阪
本
是
丸
共
著
『
国
家
と
宗
教
の
間』

日
本
教
文
社、

平
成
元
年
十一
月）
ニ
―
九
頁

以
下
参
照。

(
2)
r
国
家
神
道』（
岩
波
書
店、
一
九
七
0
年
十一

月）。
村
上
氏
に
は
国
家
神
道
に
関
す
る
多
数
の

論
稿
が
あ
る
が、
論
旨
に
相
違
が
な
い
の
で
代

表
的一
冊
だ
け
を
あ
げ
た。

(
3)
村
上
『
前
掲
書』
"11
頁。

(
4)
村
上
r
前
掲
書』
―
―
頁。

(
5)（
6)
村
上
『
前
掲
書』
八
0
頁。

(
7)
講
談
社
学
術
文
庫、
昭
和
六
0
年
七
月。

お

わ

り

に

(
l)
 

、

(
8)
竹
山
r
前
掲
書』
一
〇一
頁
以
下。

(
9)
竹
山
r
前
掲
書』
―
一
九
頁
以
下。

(
10)
r
大
東
亜
戦
争
肯
定
論』（
番
町
書
房、

五
年
十一
月）
一
八
頁。

(
11)
林
『
前
掲
書」
ニ
ー
頁。

(
12)
林
r
前
掲
書」
二
七
頁。

(
13)
林
r
前
掲
書』
三
0
頁。

(
14)
林
r
前
掲
書』
五
三
五
頁。

昭
和
四

(
15)
村
上
『
前
掲
書』
一
九
七
頁。

(
16)
村
上
『
前
掲
書』
ニ
―
七
頁。

(
17)
村
上
r
前
掲
書』
二
0
四
頁。

(
18)
村
上
r
前
掲
書』
ニ
―
三
頁。

(
19)（
20)
阿
部
美
哉
r
政
教
分
離
1
日
本
と
ア
メ
リ

力
に
み
る
宗
教
の
政
治
性」（
サ
イ
マ
ル
出
版
会、

一
九
八
九
年
十
二
月）
四一
頁。

（
皇
學
館
大
學
助
手・
神
道
研
究
所
所
貝）


