
親

鷺

思
想

に
お

け

る

「
和

国

」
と

「神

国

」

池

田

行

信

一

市
民
と
し
て
の
社
会
的
行
為

の
規
範
は
、
国
家
権
力
と
の
関
係
に
お

い
て
成
立
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
市
民
の
社
会
的
行
為
規
範
と
し
て
の

倫
理

・
道
徳
が
、
国
家
権
力
と
の
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
容

易
に
知
ら
れ
よ
う
。
従

っ
て
、
信
仰
者
と
し
て
、

こ
の
歴
史
的
現
実
を

生
き
る
上
で
の
社
会
的
行
為
の
規
範

・
方
向
性
を
論
じ
る
た
め
に
は
、

信
仰
者
と
し
て
、
こ
の
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
国
家
権
力
を
如
何
に
解

釈
す
る
か
と
い
う
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
而
し
て
そ

の
た
め
に
は
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
国
家
権
力
を
相
対
化
し
超
克
す

る
、

信
仰
そ
れ
自
体
に
根
拠
す
る
と
こ
ろ
の
国
家

・
社
会

の
ヴ
ィ
ジ

ョ

ン
が
開
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
親
攣
思
想
に

お
け
る
信
仰
者
 
(真
宗
者
)
 と
し
て
の
最
善

の
社
会
的
行
為

の
規
範

・

方
向
性
を
見
出
す
た
め
に
、
親
鷺
に
お
け
る
信
仰
そ
れ
自
体
に
根
拠
す

る
と
こ
ろ
の
国
家
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
と
し
て
の

「和
国
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

二

親
鷺
に
お
け
る

「
和
国
」
と
は
、
浄
土
と
か
繊
土
と
い
っ
た
宗
教
的

空
間
を
表
わ
す
概
念
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
現
実
し
た
政
治
的
空
間
と

し
て
の
国
家
の
概
念
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
歴
史
上
に
実
在
し
た
聖
徳

太
子
を
以

っ
て

「
和
国
の
教
主
」
(聖
徳
奉
讃

・
聖
徳
太
子
奉
讃
)
と
讃
仰

さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
親
轡
に
お
け
る

「
和
国
」
と
は
、
鎌
倉
時
代
の
神
国
思
想
状
況
下
に
お
い
て
、
「神
国
」

に
対
峙
す
る
位
置
に
お
か
れ
る
、
国
家
の
概
念
で
あ
っ
た
と
窺
え
よ
う
。

親
鷺
が

「
神
国
」
を
如
何
に
把
握
し
て
い
た
か
を
、
直
接
そ
の
著
作

上
よ
り
窺
い
知
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し

「
神

国
」
と
は
、

日
本
の
国
が
神
の
国
で
あ
る
と

い
う

こ
と
の
主
張

で
あ

り
、
そ
の
神
の
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
国
民
的
信
念
が
神
国
思
想
と

し
て
、
蒙
古
襲
来
の
よ
う
な
外
敵
侵
入
の
時

に
高
揚
さ
れ
、
そ
し
て
今

日
に
ま
で
至
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
的
背
景
を
考
え
合
せ
れ
ば
、

親
黛
の
著
作
上
に
直
接

「
神
国
」
の
語
が
窺
え
な
く
と
も
、
当
然
、
親

親
鷺
思
想

に
お
け
る

「
和
国
」

と

「
神
国
」

(
池

田
)
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親
鷺
思

想
に
お
け
る

「
和
国
」

と

「
神
国
」

(
池

田
)

鷺
は

「神
国
」
と
の
思
想
的
交
渉
を
、
間
接
的
に
で
あ
れ
経
験
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
而
し
て
そ
の
、
親
鷺
と

「
神
国
」
と
の
思
想
的

(1
)

交
渉
を
、
「神
舐
」
と
の
思
想
的
対
峙
に
お
い
て
窺
う
こ
と
が

で
き
よ

う
。い

わ
ゆ
る
専
修
念
仏
を
非
難
し
た
も
の
と
し
て
代
表
的
な
解
脱
上
人

貞
慶
起
草
の

『
興
福
寺
奏
状
』
(鎌
倉
旧
仏
教
・
日
本
思
想
大
系
15
)
 に
は
、

第
五
に

「
背
二霊
神

一失
」
を
あ
げ

念
仏
之
輩
永
別
二神
明
↓
不
レ論
二権
化
実
類
唖
不
レ揮
二宗
廟
太
社
殉
若
侍
二神

明
一必
堕
二魔
界
一云
々
。
於
二実
類
鬼
神
一者
置
而
不
レ論
。
至
二権
化
垂
跡
-者

既
是
大
聖
也
、
上
代
高
僧
皆
以
帰
敬
。
(中
略
)
末
世
沙
門
猶
敬
二君
臣
↓
況

於
二
霊
神
一哉
。

と
論
じ
、
ま
た
第
九
に
は

「乱
二
国
土
一失
」
を
掲
げ
て
非
難
し
て
い
る
。

さ
ら
に
反
浄
土
教
論
者
と
し
て
名
高
い
日
蓮
は

『
念
仏
者
令
二追
放
一

宣
旨
御
教
書
集
二列
五
篇
一勘
文
状
』
(昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
第
三
巻
)

に
お
い
て

二

向
専
修
党
類
向
二背
神
明
一不
当
事
」
を
掲
げ
て
、

右
我
朝
神
国
也
。
以
レ敬
二神
道
一為
二国
之
勤
殉
謹
討
二百
神
之
本
一無
レ非
二諸

仏
之
迹
殉
(中
略
)
而
今
専
修
之
徒
寄
二事
於
念
仏
一永
無
レ敬
二神
明
殉
既
失
二

国
之
礼
噛
伍
無
レ神
之
轡
。

と
論
じ
て
、
専
修
念
仏
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
な
ど
よ
り
も
、
専
修
念

仏
に
も
と
つ
く
神
祇
不
拝
と
い
う
思
想
的
状
況

の
中

に
、
神
国
 
(神
国

思
想
)
 と
の
交
渉
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
よ
う

な
思
想
的
状
況

下
に
あ

っ
て
、
親
鷺
は
こ
の

「神
国
」
を
-

た
と
え
そ
れ
が
親
鷺
の

意
図
と
は
別
に
、
結
果
論
的
で
あ
る
に
せ
よ
-
相

対
化
し
超
克
す
る

思
想
的
営
為
と
し
て
の

「和
国
」
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
神
仏
習
合
に
も
と
つ
く
鎮
護
国
家
仏
教
に
対
す
る
、
専

修
念
仏
に
根
拠
し
た
国
家
論
的
観
点
か
ら
の
批
判
と
も
理
解
さ
れ
ま
い

か
。親

鷺
に
お
け
る

「和
国
」
と
は

「
日
本
国
」
(尊
号
真
像
銘
文
参
照
)
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、

こ
の
親
鷺
に
お
け

る

「
和
国
」
は
、
「神
国
」

と
し
て
の

「
日
本
国
」
に
対
峙
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

親
鷺
は

『
浄
土
和
讃
』
に
て

山
家
の
伝
教
大
師
は

国
土
人
民
を
あ
は
れ
み
て

七
難
消
滅
の
諦
文
に
は

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
べ
し

と
、
そ
の
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
、
依
正
二
報
を
国
土
と
人
民
と
理
解

し
、
そ
の
人
民
大
衆
を

「
和
国

の
有
情
」
「
和
国

の
道
俗
」
(正
像
末
和

讃
)
と
把
え
、
而
し
て
、
そ
の

「
和
国
の
教

主
」
が
聖
徳
太
子
で
あ
る

と
言
う
。

さ
ら
に

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
、
十
七
条
憲
法
の
第
二
条
を
和
讃

し
て憲

章
の
第
二
に
の
た
ま
は
く

三
宝
に
あ
つ
く
恭
敬
せ
よ

四
生
の
つ
ゐ
の

よ
り
ど
こ
ろ

萬
国
た
す
け
の
棟
梁
な
り

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
「
篤
敬
三
宝
」
を
旨

と
す
る
十
七
条
憲
法

に
よ
る
、
聖
徳
太
子
の
日
本
国
の
建
設
が
、
親
鷺
に
お
け
る
、
信
仰
そ

れ
自
体
に
根
拠
し
た
国
家
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
.フ
し
て
見
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(
2
)

据
え
ら
れ
て
い
た
と
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
も
、
親
鷺
に

お
け
る

「
和
国
」
と
は
、
浄
土
と
か
稜
土
と
い
っ
た
宗
教
的
空
間
の
概

念
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
空
間
と
し
て
の
内
容
を
も

っ
た
国
家

の
概
念

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三

次
に

「神
国
」
と
し
て
の

「
日
本
国
」
と
、
「和
国
」
と
し
て
の

「
日

本
国
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
国

思
想
上
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
を

「
用
明
天

(3
)

皇
の
胤
子
」
(皇
太
子
聖
徳
奉
讃
)
と
把
え
る
な
ら
ば
、
「
日
本
国
の
主
」

た
る
天
照
大
神
の
子
孫
と
い
う
こ
と
で
、
「神
国
」
の
延
長
線
上

に
聖

徳
太
子
を
位
置
付
け
る
こ
と
と
な
り
、
「
和
国
」
に
お

い
て

「
神
国
」

を
相
対
化
し
超
克
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、

一
つ
の
思
想
的
自
家
撞
着
に

陥
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
親
鷺
は
こ
の
問
題
に
如
何
に
答
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
次

の
和
讃
に
注
意
さ
れ
た
い
。

救
世
観
音
大
菩
薩

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ
 (聖
徳
奉
讃
)

日
本
国
帰
命
聖
徳
太
子

仏
法
弘
興
の
恩
ふ
か
し

有
情
救
済
の
慈
悲
ひ
ろ

し

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ

聖
徳
太
子
印
度
に
て
は

勝
髭
夫
人
と
む
ま
れ
し
む

中
夏
農
具
に
あ
ら
は

れ
て

恵
思
禅
師
と
ま
ふ
し
け
り

癸
の
丑
の
と
し

荒
陵
の
東
に
う
つ
し
て
は

四
天
王
寺
と
な
づ
け
て
ぞ

仏
法
弘
興
し
た
ま
へ
る

こ
の
と
こ
ろ
に
は
そ
の
む
か
し

釈
迦
牟
尼
如
来
ま
し
ま
し
て

転
法
輪
所

と
し
め
し
て
ぞ

仏
法
興
隆
し
た
ま
へ
る

そ
の
と
き
太
子
長
者
に
て

如
来
を
供
養
し
た
ま
ひ
き

こ
の
因
縁
の
ゆ
へ

に
よ
り

寺
塔
を
起
立
し
た
ま
へ
り

阿
佐
太
子
を
勅
使
に
て

わ
が
朝
に
わ
た
し
た
ま
ひ
し

金
銅
の
救
世
観
世

音

敬
田
院
に
安
置
せ
り

こ
の
像
つ
ね
に
帰
命
せ
よ

聖
徳
太
子
の
御
身
な
り

こ
の
像
こ
と
に
恭
敬

せ
よ

弥
陀
如
来
の
化
身
な
り
 

(以
上
、
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
)

右
の
和
讃
に
讃
仰
さ
れ
る
聖
徳
太
子
は
、
伝
説
の
聖
徳
太
子
で
あ

っ

て
、
歴
史
上
の
聖
徳
太
子
で
は
な
い
。
全
く
史
実
に
根
拠
の
な
い
伝
説

や
、
不
可
思
議
な
出
来
事
を
、
何
の
批
判
も
な
く
、
所
伝
の
ま
ま
に
叙

述
し
て
、
そ
の
よ
う
な
超
人
的
な
聖
徳
太
子
を
奉
讃
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
そ
こ
に
奉
讃
さ
れ
る
聖
徳
太
子
は
、
ま
さ
に
親
鷺
に
お

け
る
六
角
堂
参
籠
と
夢
告
等
の
宗
教
的
体
験
を
通
し
て
感
得
さ
れ
た
、

い
わ
ば
史
実
を
超
え
た
信
仰
の
真
実
と
し
て
の
聖
徳
太
子
で
あ
る
こ
と

は
容
易
に
知
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
先
の
和
讃
に
お
い
て
、
親
鷲
が
聖
徳

太
子
を
、
救
世
観
音
大

菩
薩
と
し
て
、
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と
理
解
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
せ
ら
れ
よ
う
。
即
ち
そ
れ
は
、
聖
徳
太

子
を

「
日
本
国
の
主
」

た
る
天
照
大
神
の
子
孫
と
し
て
で
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
把
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
日
本
国
の
主
」
た
る
天
照
大
神
と
、
そ
の
神
国
思
想

親
驚
思
想

に
お
け
る

「
和
国
」

と

「
神

国
」
(
池

田
)
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親
鷺
思
想

に
お
け
る

「
和
国
」

と

「
神
国
」

(池

田
)

と
を
相
対
化
し
超
克
せ
ん
と
す
る
思
想
的

・
教
学
的
営
為
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
親
鷺
に
お
け
る
聖
徳
太
子

と
は
、

天
照
大
神
に
根
拠
し
た

「神
国
」
の
延
長
線
上
に
て
理
解
さ
れ

て
い
た
聖
徳
太
子
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
に
根
拠
し
た

「和
国
」

の

延
長
線
上
に
て
理
解
さ
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

か
く

の
如
き
意
味
よ
り
、

い
わ
ゆ
る

「十
七
の
憲
章
つ
く
り
て
は

皇
法
の
槻
模
と
し
た
ま

へ
り

朝
家
安
穏

の
御

の
り
な
り

国
土
豊
饒

の
た
か
ら
な
り
」
(皇
太
子
聖
徳
奉
讃
)
、「朝
家
の
御
た
め
国
民
の
た
め
」

オ
ホ
ヤ
ケ
ノ
オ
ソ
タ
メ
ト
マ
フ
ス
ナ
リ
ク
ニ
ノ
タ
ミ
ヒ
ヤ
ク
シ
ヤ
ウ

(御
消
息
集
)
等
と
明
か
さ
れ
る

「朝
家
」
と
は
、
ま
さ
に
、
阿
弥
陀
如

来
に
根
拠
し
た

「
和
国
」
の
延
長
線
上
に
て
理
解
さ
れ
た

「
朝
家
」
に

し
て
、
天
照
大
神
に
根
拠
し
た

「神
国
」
の
延
長
線
上
に
て
理
解
さ
れ

た

「
朝
家
」
で
は
な
い
と
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。
故
に
親
鷲
に
お
い
て
は
、

阿
弥
陀
如
来
に
根
拠
し
た

「和
国
」
の
延
長
線
上
に
お
け
る

「朝
家
の

御
た
め
国
民
の
た
め
」
の
念
仏
が
、
「
オ
ホ
ヤ
ヶ
ノ
オ
ン
タ
メ
」
「
ク
ニ

ノ
タ
ミ
ヒ
ヤ
ク
シ
ヤ
ウ
」
を
内
実
と
し
た

「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法

ひ
ろ
ま
れ
」
(御
消
息
集
)
の
念
仏
実
践
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
と
窺
え
よ
う
。

四

親
鷺
思
想
の
信
仰
そ
れ
自
体
に
根
拠
し
た
国
家
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
と
し

(4
)

て
の

「
和
国
」
は
、
親
攣
以
降
、
蓮
如
に
お
い
て

「仏
法
領
」
と
し
て

展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
国
家
権
力
に
追
従
し
つ
つ
江
戸
時
代
を
経

(5
)

て
幕
末
に
至
り
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て

「皇
国
」
に

二
兀
化
さ
れ

て
以
降
、
今
日
に
、
な
ん
ら
新
し
い
国
家
の
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
を
提
示
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に

「
皇
国
」

へ
の

二
兀
化
の
た
め
の
教
学
的
営
為
と
し

て
の
、
い
わ
ゆ
る
真
俗
二
諦
論
が
克
服
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
今
日

の
教
団
下
に
お
け
る
親
鷺
思
想
が
、
新
た
な
意
味
で
の
鎮
護
国
家
仏
教

の
域
を
超
克
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
わ
れ
で
も
あ
る
。
世
俗
権
力
相
対

化
の
実
践
的
根
拠
と
し
て
の
、
信
仰
そ
れ
自
体
に
根
拠
し
た
国
家
論
ぬ

き
の
、
真
宗
者
の
実
践
論
や
行
動
論
は
、
所

詮
、
体
制
内
体
制
宗
教
と

し
て
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
真
宗
者

の
最
善
の
社
会
的
行
為
と
は
、
信
仰
そ
れ
自
体
に
根
拠
し
た
国
家
論
上

に
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
知
ら
れ
よ
う
。

1
 
黒
田
俊
雄

「中
世
国
家
と
神
国
思
想
」
(『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
)

参
照
。

2
 
竹
中
智
秀

「
血
統
か
ら
血
脈
へ
」
(『
御
仏
事
と
し
て
の
報
恩
講
』
一
九

八
一
・
難
波
別
院
)
の
見
解
を
参
照
す
。
本
稿
も
そ
の
見
解
に
学
ぶ
と
こ

ろ
多
い
。

3
 
黒
田
俊
雄

『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
二
八
四
頁
。

4
 
拙
稿

「真
宗
思
想
に
お
け
る
個
人
と
社
会
」
(『龍
谷
大
学
大
学
院
紀

要
』
第
三
集
)
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

5
 
拙
稿

「真
宗
思
想
に
お
け
る
個
人
と
社
会

(そ
の
二
)」
(『真
宗
研
究

会
紀
要
』
第
16
号

・
龍
谷
大
学
大
学
院
真
宗
研
究
会
)
を
参
照
せ
ら
れ
た

い
。

(龍
谷
大
学
講
師
)

-196-


