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明
治
前
期
の
宗
教
と
近
代
国
家
形
成
の
問
題
は
、
近
年
充
実
し
た
研
究
が

着
実
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
領
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

邦
語
で
は
、
例
え
ば
、
小
川
原
正
道
﹃
大
教
院
の
研
究
　
明
治
初
期
宗
教
行

政
の
展
開
と
挫
折
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
や
谷
川
穰
﹃
明

治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
そ
し
て
、

最
も
手
に
取
り
や
す
い
も
の
と
し
て
、
島
薗
進
﹃
国
家
神
道
と
日
本
人
』（
岩

波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
し
、
英
語
で
も
例
え
ば
、Jason A

. Josephson, 

T
he Invention of Religion in Japan (U

niversity of C
hicago Press, 2012 )

が
あ

る
︒
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
業
績
に
続
き
、
明
治
期
日
本
に
お
け
る
近
代
国
家

建
設
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
宗
教
」
と
の
関
連
の
う
ち
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
︒

　
周
知
の
通
り
、「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
概
念
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
は
未

だ
耳
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
生
活
に
お
け
る
「
宗
教
」

的
領
域
が
は
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
内
容
は
自
明
で
は
な
か
っ

た
︒
井
上
毅
は
、
宗
教
と
皇
室
制
度
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
か
を

め
ぐ
っ
て
苦
慮
す
る
中
で
、「
宗
教
」
を
「
第
一
の
大
問
題
」
で
あ
る
と
述
べ

た
︒「
宗
教
」
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
難
問
と
み
な
さ
れ
た
の
は
い
っ
た
い
な
ぜ

だ
っ
た
の
か
︒
本
書
は
こ
の
問
題
に
、
政
治
史
や
宗
教
史
そ
し
て
思
想
史
を

交
錯
さ
せ
な
が
ら
解
答
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒

　
本
書
の
叙
述
対
象
と
な
る
宗
教
行
政
と
そ
の
周
辺
、
そ
し
て
「
宗
教
処
分
」

（religious settlem
ent

）
に
至
る
過
程
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
ジ
グ
ザ
グ
に
進

行
す
る
物
語
を
読
者
に
と
っ
て
明
快
な
形
で
提
示
す
る
た
め
に
、
著
者
は
ふ

書
評ト

レ
ン
ト
・
Ｅ
・
マ
ク
シ
ー

『「
最
大
の
難
問
」
―
―
明
治
期
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
の
形
成
』

Trent E
. M

axey, T
he “G

reatest Problem
”: Religion and State Form

ation in M
eiji Japan. 

C
am
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arvard U
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sia C

enter, 2014.
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た
つ
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
︒

　
ひ
と
つ
は
、「
宗
教
処
分
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
み
ら
れ
る
複
雑
な
歴
史

的
事
象
の
中
か
ら
本
書
が
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す
る
対
象
を
、
著
者
が
「
宗
教

の
文
法
」（gram

m
ar of religion

）
と
命
名
す
る
こ
と
で
明
確
化
し
た
こ
と
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
、「
宗
教
に
関
連
し
た
国
家
政
策
を
明
確
化
す
る
上
で
支
配
的

と
な
っ
た
概
念
的
・
行
政
的
ル
ー
ル
」
が
そ
れ
で
あ
る
︒「
宗
教
の
文
法
」
と

い
う
概
念
で
本
書
が
把
捉
す
る
言
説
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
私
的
・
個
人
的
信
条
を
「
近
代
的
」
宗
教
と
し
て
認
知

す
る
も
の
で
あ
る
︒
明
治
日
本
の
指
導
者
た
ち
は
「
キ
リ
ス
ト
教
文
明
」
と

の
折
衝
の
中
で
そ
う
し
た
言
説
を
受
容
し
現
実
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
彼
ら

が
構
築
し
よ
う
と
し
た
明
治
国
家
の
権
威
を
、
相
互
に
常
に
競
争
関
係
に
あ

る
た
め
に
不
安
定
な
、
多
様
な
諸
「
宗
教
」
の
領
域
か
ら
隔
離
・
切
断
し
よ

う
と
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
も
う
ひ
と
つ
の
叙
述
上
の
工
夫
と
は
、
極
め
て
濃
密
な
歴
史
叙
述
を
、
い

く
つ
か
の
歴
史
的
節
目
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
整
理
し
て
い
る
点
で
あ

る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
八
年
、
一
八
七
二
年
、
一
八
八
二
年
、

一
八
八
九
年
、
一
九
〇
〇
年
の
そ
れ
ぞ
れ
が
重
要
な
転
換
点
に
な
っ
て
お
り

（
章
割
り
は
こ
れ
ら
の
節
目
の
年
に
必
ず
し
も
沿
っ
て
い
な
い
が
）、
各
転
換
点
を

強
調
す
る
こ
と
で
、
複
線
的
な
歴
史
叙
述
を
読
者
が
辿
り
や
す
い
も
の
に
し

て
い
る
︒

　
第
一
章
で
は
、
明
治
新
政
府
発
足
直
後
、
皇
室
制
度
を
中
核
と
す
る
国
家

を
形
成
す
べ
く
、
神
道
の
教
義
と
祭
儀
を
確
定
・
教
化
す
る
大
教
宣
布
の
試

み
が
失
敗
に
終
わ
る
、
一
八
六
八
年
か
ら
七
二
年
ま
で
の
過
程
を
跡
づ
け
る
︒

キ
リ
ス
ト
教
の
脅
威
に
対
抗
し
て
、
祭
政
一
致
の
方
針
の
も
と
、
神
仏
分
離

を
図
り
宣
教
使
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
道
の
振
興
を
図
っ
た
が
、
宣

教
使
だ
っ
た
国
学
者
同
士
の
教
義
上
の
対
立
に
よ
り
、
大
教
宣
布
運
動
は
足

元
か
ら
掘
り
崩
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
結
果
と
し
て
、「
国
体
」
と
は
、
多

様
な
「
教
え
」
の
「
上
」
に
位
置
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
で
日
本
列
島
に

住
む
す
べ
て
の
人
々
の
服
従
を
引
き
出
す
存
在
と
し
て
再
構
想
さ
れ
、
そ
の

目
的
を
果
た
す
た
め
に
教
義
と
祭
儀
を
切
断
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒

　
第
二
章
で
は
、
第
一
章
の
内
容
と
時
間
的
に
平
行
す
る
、
対
欧
米
外
交
上

の
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
徒
弾
圧
事
件
で
あ
る

浦
上
事
件
に
対
す
る
欧
米
か
ら
の
批
判
に
加
え
て
、
欧
米
諸
国
が
普
遍
的
な

「
キ
リ
ス
ト
教
文
明
」
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
不
平
等
条
約
改
正

を
目
指
す
上
で
も
、
日
本
の
文
明
の
進
歩
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す

る
必
要
性
を
迫
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
岩
倉
使
節
団
が

欧
米
で
目
撃
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
公
的
影
響
力
の
衰
退
、
お
よ
び
、

そ
れ
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
国
民
国
家
の
成
長
で
あ
っ
た
︒
十
九
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
宗
教
的
に
細
分
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の

よ
う
に
し
て
国
民
国
家
へ
の
忠
誠
を
人
々
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の

か
︒
こ
の
問
題
を
日
本
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
引
き
す
え
て
考
慮
す
る
た
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め
に
、「
宗
教
」（religion

）
と
い
う
一
般
概
念
が
導
入
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
「
宗

教
」
と
は
、
文
明
の
進
歩
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
、
非
文
明
的
で
退
歩
的
な
「
迷
信
」
と
の
対
比
に
お
い
て
理
解
さ

れ
た
︒
さ
ら
に
、
文
明
の
増
進
の
た
め
の
手
段
と
し
て
「
宗
教
」
が
位
置
づ

け
ら
れ
た
結
果
、「
宗
教
」
は
国
家
が
介
入
し
な
い
（
潜
在
的
に
は
中
立
的
な
）

私
的
信
条
の
領
域
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
未
だ
開

明
的
で
は
な
か
っ
た
大
多
数
の
日
本
人
を
、
文
明
的
な
国
民
と
し
て
の
日
本

臣
民
へ
と
脱
皮
さ
せ
る
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
︒
宗
教
を
国
家
が

介
入
し
え
な
い
領
域
で
あ
る
と
み
な
し
な
が
ら
も
、
国
家
の
文
明
化
に
寄
与

す
る
点
で
国
家
に
と
っ
て
の
手
段
で
も
あ
る
と
み
な
す
明
治
国
家
の
宗
教
観

を
、
著
者
は
「
主
観
化
さ
れ
た
宗
教
」（subjectified religion
）
と
表
現
し
、
そ

の
よ
う
な
宗
教
観
が
、
津
田
真
道
や
西
周
と
い
っ
た
明
六
社
の
思
想
家
た
ち

に
よ
っ
て
い
か
に
論
議
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
の
が
第
三
章
で
あ
る
︒

　
同
章
で
は
、
さ
ら
に
、
仏
教
を
め
ぐ
る
状
況
に
も
詳
し
い
検
討
を
加
え
て

い
る
︒
宣
教
使
に
よ
る
国
民
教
導
が
失
敗
し
た
の
ち
、
仏
教
も
取
り
込
む
形

で
再
出
発
し
た
一
方
、
神
祇
省
の
改
組
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
教
部
省
は
、
国

民
教
化
を
担
当
す
る
官
職
と
し
て
教
導
職
を
設
置
し
、
大
教
院
が
こ
れ
を
統

括
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
、
真
宗
の
島
地
黙
雷
は
新
し
い
「
宗
教
」

概
念
に
よ
っ
て
仏
教
を
捉
え
直
し
、
国
家
が
介
入
し
え
な
い
私
的
領
域
で
あ

る
と
し
て
大
教
院
か
ら
の
真
宗
の
独
立
を
図
り
、
新
政
府
か
ら
も
支
持
を
取

り
付
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
著
者
は
、
明
治
新
政
府
が
「
宗
教
の
文
法
」

に 

コ
ミ
ッ
ト
す
る
の
を
読
み
取
っ
て
い
る
︒

　
第
四
章
で
は
、
明
治
政
府
が
「
主
観
化
さ
れ
た
宗
教
」
概
念
を
神
道
に
適

用
し
、
こ
れ
を
宗
教
的
部
分
（
私
的
信
仰
と
し
て
の
神
道
）
と
非
宗
教
的
部
分

（
国
家
祭
儀
と
し
て
の
神
道
）
に
分
割
す
る
こ
と
で
、
私
的
で
多
様
な
信
仰
の

領
域
を
、
公
的
で
安
定
し
た
国
家
的
権
威
の
領
域
か
ら
追
放
し
た
過
程
に
光

を
あ
て
る
︒
こ
の
一
八
八
二
年
に
始
ま
っ
た
政
教
分
離
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

一
八
八
九
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
に
よ
る
信
仰
の
自
由
の
確
立
に
よ
り

ま
た
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
︒
そ
し
て
、
最
終
章
で
は
、
一
九
〇
〇
年

に
社
寺
局
が
神
社
局
と
宗
教
局
と
に
分
離
す
る
こ
と
で
、「
最
大
の
難
問
」
に

対
す
る
制
度
上
の
対
応
が
一
応
の
帰
結
を
見
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
て
明
治
初
期
の
祭
政
一
致
・
大
教
宣
布
運
動
と
は
大
き
く
か
け
離
れ

た
地
点
に
明
治
国
家
は
到
達
し
た
の
で
あ
る
︒

　
綿
密
な
研
究
調
査
に
基
づ
い
た
重
厚
な
歴
史
叙
述
に
続
く
本
書
の
結
論
は
、

明
治
期
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
近
代
国
家
形
成
の
問
題
か
ら
、
さ
ら
に

一
般
的
な
考
察
に
ま
で
踏
み
出
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
、
明
治
国
家
の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
世
俗
化
の
試
み
を
通
じ
て
、
国
家
権
威
の

聖
性
を
守
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
世
俗
」
概
念
は
「
聖
な
る
」
要
素
と
決
し

て
無
縁
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
本
書
が
、

極
め
て
専
門
性
の
高
い
近
代
日
本
史
の
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
史
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
世
俗
権
力
と
は
な
に
か
、「
世
俗
」
概
念
の
意
味
す
る
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も
の
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
専
門
分
野
を
超
え
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
い

る
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
近
代
日
本
史
の
専
門
的
研
究
書
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、
比
較
史
や
比
較
思
想
的
研
究
の
関
連
で
も
参
照
さ
れ
る
に

値
す
る
だ
け
の
「
奥
行
き
」
を
持
っ
た
一
冊
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒


