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れ

る

よ

う
に

な
っ

た
の

に

は
、

一

九
一

八

年
に

柳
旧

国
男
が

語
っ

た

「

神

道
私
見
」

が

重
要
な
契

機
と

な

っ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る、

こ

の

柳
田

の

論
は、

河

野
省
三

と

の

論
争
が

広
く
知
ら

れ

る

が、

内
務
省
の

神
社
政
策

に

対
す
る

批
判
を
主
題
に

据
え

て

い

る
。

そ

こ

で

問
題
の

焦
点
は

神
道
な

い

し

神
社
と
民

衆
の

距
離
が

広
が

っ

て

い

る

点
で

あ
る

。

内
務
省
神
社
局

の

宮
地
直
一

は、

大
正

＝
二

年

度
の

調
査
の

時
期
に

内

務
省
神
職
講
習
会

の

場
で

「

特
殊
神
事
に

就
い

て
」

と
い

う

講
演
を
行
な
っ

た
。

こ

の

な
か

で

宮
地
は

特
殊
神
事
に

つ

い

て

複
数
の

論
点
を

提
示
す
る

が、

そ

の

背
景

に

は

や

は

り
神
社
と

民
衆
の

距

離
と
い

う

問
題
意
識
が

見
ら
れ

る
。

宮
地

は
そ
の

観
点
か

ら

宮
座
に

つ

い

て

も
論
じ
て

い

る
。

宮
座
は
近

代
の

典
型

と
さ

れ

る

神
職
の

あ
り
方
と

は

異
な
り
な
が
ら

、

神
と

氏
子
の

関
係
を
考

え
る
上
で

は
一

定
の

意
味
を

持
っ

て

い

る
。

そ
し
て

柳
田
ら
民

俗
学
的
な

研
究
成
果
に

つ

い

て

も

誉
及
す

る

の

で

あ
る

。

柳
田
国
男
は、

神
祗
院
に

よ

る
『

特

殊
神
事
調
』

刊
行

直
後
の
一

九
四
一

年
に

『

日
本
の

祭
』

に

ま

と

め

ら

れ

る

講
演
を

行
な

う
。

こ

の

な

か

で

柳
田
は

『

特
殊
神
事

調
』

に

つ

い

て

そ

れ
と
な
く

言
及
し
た
う
え
で、

民
間
の

民
俗
調
査
の

充

実
を
述

べ
、

祭
に

つ

い

て

の

自
分
の

説
を

述
べ

る
。

同
じ

問
題

意
識
を
め

ぐ
っ

て
、

異
な
る

立
場
か

ら
の

調
査
・

研
究
が

行
な

わ
れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

内
務
官
僚
の

神
社
観
と

そ

の

系
譜

　
　

ー
社
会
事
業
と

の

関
わ
り

の

な

か

で

ー

藤

本

頼

生

　

戦

前
期
に

お

い

て
、

神
祗、

警
察

、

建
設、

地

方
自
治、

衛

生、

労

働、

社
会
事

業
の

各
行

政
を
一

手
に

担
っ

た

内
務
官
僚
は、

阪
本
是
丸
の

説
く
よ

う
に
、

「

内
務
官

僚
の

立

場
か

ら

い

う
な
ら

ば
一

旦

内
務

省
に

入

省
し

た

な
ら

ば
否
が
応
で

も

神
社
界
と

は

密
接
な

付
き

合
い

を
せ

ぎ
る

を

え

な
い

可
能

性
が

生
じ

る

こ

と
を

意
味
す
る
」

（
阪
本
一

九
八

七
）

と

い

う

言
に

象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、

各
府

県
の

地
方
長

官
や

地
方
官、

内
務
省

内
で

の

異
動
に

よ

っ

て

神
社
行
政、

神
社
・

神

職
に

も
何
ら

か

の

形
で

携

わ
っ

て

い

た

と

さ

れ
る

。

そ
れ

は

神

社
行
政
の

ト

ッ

プ

で

あ
る
神
社
局
長

に

お

い

て

も

例
外
で

は
な
く、

歴
代
局
長
の

ほ
と

ん
ど

が
、

何
ら

か

の

形

で、

地

方
官
時
代
あ
る
い

は

神
社
局
の

書

記
官

等
で

神
社
関
連
行
政
に

携

わ
っ

て

い

た

こ

と

か

ら
も

明
ら

か

で

あ
る

。

　

神
社
関
係
の

内
務
官
僚
の

系
譜
を
窺
う
な
か

で

歴

代
局
長
の

経
歴
を

み

る

と、

水
野
は

地
方
局
を
皮
切
り
に

土
木

行
政
や

地
方
自
治、

都
市
計
画

に

著
作
権
と

様
々

な

分
野
に

関
与
し

て

活

躍
す
る

が
、

そ

の

中
で

も

神
社

に

関
し
て

は

官
國
幣
社
の

経
費
供
進、

府
県
社
以
下
の

神
饌
幣
帛
料
供
進

の

二

法
令
の

整

備
を

通
じ
、

神
社
法
規
の

整
備
の

要
を

説
い

た
。

こ

れ

を

遂
行
し

た
の

が

水

野
の

後
輩
で

も
あ

っ

た

井
上
友
一

で

あ
り、

井
上
は

感

化
救
済
行
政
に

尽

力
し
た

こ

と

で

も

知
ら

れ
る
が
、

そ

の
一

方
で、

神
社

局
長
と

し
て

は
、

神
社
法
規
の

整
備
が

先
決
と

し

て
、

神
社
祭
祀

令
を
は

444（1536）
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じ
め
と

し

て

各
種
神
社
関
係
法

規
を

整
備
し
た

。

そ
の

後
輩
で

も

あ
る
佐

上
は

道
路
行
政
な

ど

で

も
著

名
で

あ
っ

た
が、

整
備
さ
れ
た

神
社
法
規
の

体
系、

編
年
的
な

整
理

、

　一

覧
の

必
要
が
必

要
で

あ
る

と
し
て

『

神
社
法

令
収
覽
』

の

作
成
に

始
ま
り、

神
社
法、

神
社
講
社
令
の

制

定
の

要
を
説

く
。

こ

の

神
社
法
の

整
備
に

関
し
て

は
、

井
上
に

近
か

っ

た
塚

本
清
治
元

局

長
と

の

対
立
も

あ
り、

制

定
に

は

至
ら
な
か

っ

た
が
、

佐
上

自
体
は

井

上
の

地
方
局
時
代
の

後
輩
で

あ
り

、

井
上
と

の

親
交
も

深
か

っ

た
。

ま

た

革
新
官
僚
の

ド
ン

で

も
あ
っ

た

吉
田
茂
は

社
会
事
業
に

も
尽

力
す
る

が
、

吉
田
は

塚
本
清
治

、

そ

の

部
下
で

あ
た

る
長

野
幹
と

の

関
わ
り
が

深
く

、

吉
田
は

飯
沼
一

省
を

部
下
と

し

て

重
用
す
る

。

飯
沼
は

佐
上
の

部
下
で

も

あ
っ

た
。

吉
田

は
、

水
野
や
井
上
の

時
代
に

説
か

れ
た

「

神
社
中
心

説
」

を
さ
ら
に

洗
練
さ

せ
、

社
会
教
育
と

農
業
振
興
に

尽
力
し

た
。

飯

沼
は

都

市
計

画
行
政
の

巾
興
の

人
物
と

し
て

も

知
ら

れ
る

が
、

神
祗
院
の

特
立
に

尽
力
す
る

。

　
こ

れ

ら

神
社
行
政
関
係
の

内
務

官
僚
の

神
社
観
と

そ

の

施
策
を

窺
う
と

き
、

神
社
局
特
立

当
時
の

局
長
を

務
め

た

水
野

錬
太
郎
を

は

じ

め
、

井
上

友
一

な
ど

先
輩
神
社
局
長
ら
が
主

唱
し

た
神
社
中
心
説
を
受
け

継
ぎ
な
が

ら
、

後
の

神
祗
院
副
総
裁
と

な
る

飯
沼
一

省
に

も

受
け

継
が

れ

て

い

く
考

え
方
が

あ
っ

た

こ

と

が

わ
か

る
。

さ

ら
に

交
流

関
係
や

そ

の

異
動
な
ど
を

整
理
す
る

こ

と

で、

神
社
局
で

功

績
を

残
し

た
内
務
官
僚
が

社
会
局
や
衛

生
局、

土

木
局
や

地
方
局
な
ど
へ

と

異
動
し

な
が
ら

施
策
を

遂
行
し
て

い

た

こ

と

が

明
ら
か

で

あ
る

。

そ
の

中
で

内
務
官
僚
は

俗
に

官
僚
神
道
と
も

い

わ

れ
る
よ

う
な

、

冷
淡
か

つ

横
暴
な

政
策
を

行
っ

て

い

た

わ

け
で

な

く、

神
社
に

対
し
て

そ

れ
ぞ

れ
確

固
た
る

思
想
や

観
念
を

も
ち

な

が

ら、

施
策
に

反
映
さ

せ

よ

う
と

し

て

い

た
こ

と

が

聊
か

で

も

窺
う
こ

と

が
で

き

る
。

さ

ら
に

神
社
と

社

会
事

業
と

の

関
係

を
窺
い

知
る

上

で

も、

拙
稿

（
二

〇
〇
八
V

に

て

指

摘
し
た

吉

田
茂
の

よ

う
に
、

井
上
や
水
野
の

頃
の

よ

う
な
地
方

改
良、

感
化
救
済
運

動
の
一

環
と

し

て

の

神
社
中
心
説
に

依

拠
せ

ず、

欧

州
で

の

教
会
を

中
心
と

し

た

農
村
改
良、

地
方
改
良
と

い

う

行
政
施
策
の

在
り

様
を

見
習
う
と
い

う
点
で

は、

井
上
ら

の

考
え
と

同
様

で

は

あ
っ

て

も
、

神
社
の

性
質
に

よ

り

合
致
し

た

形
で

の

農
村
改
良
を

説

い

た
。

吉
田
は

社
会
事
業
と

の

関
わ

り
の

な
か

で
、

井
上
の

活
躍
し

た
時

期
よ

り
も
洗

練
さ

れ

た

形
で

の

神
社
と

地
方
自
治
の

在
り

様
を

農
業
振
興

と
い

う
点
に

着
目
し
て

考
え
、

そ
れ
を

新
穀
感
謝
祭
の

斎

行
に

よ

っ

て

結

実
さ

せ

た

こ

と

が

明
ら
か

と

な
っ

た
。
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