
特
別
講
演

神
で
あ
っ
た
。
神
は
人
間
に
〈

媒
介
す
る
司
祭
者
で
あ
っ
た
。

ｏ
天
津
罪
…
農
耕
生
活
を
妨
害
・
破
壊
す
る
も
の
（
人
為
・
天
災
）
で
、
〃
わ
ざ
わ
い
〃
で
あ
る
。
こ
れ
ら
罪
に
対
応
す
る
の
も
の
は
刑
罰
で
な

は
ら
い
柔
そ
ぎ

く
、
罪
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
神
の
怒
り
を
な
だ
め
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
祓
と
膜
で
あ
っ
た
。

の
り
と

祓
の
祝
詞
は
、
一
種
の
言
語
魔
術
の
美
に
よ
っ
て
神
々
を
な
だ
め
、
罪
を
吹
ぎ
掃
い
、
雲
散
霧
消
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
も
の
だ
っ
た
。

掃
う
こ
と
に
よ
り
、
川
・
海
へ
罪
を
神
々
の
力
で
流
す
。
海
水
の
流
れ
こ
ぷ
の
と
こ
ろ
に
住
む
女
神
（
ハ
ャ
ァ
キ
ッ
ヒ
メ
）
が
罪
を
勢
よ
く
呑

み
こ
む
。
息
を
吹
く
と
次
の
神
（
カ
ブ
キ
ド
ヌ
シ
）
が
地
下
へ
息
吹
き
放
す
。
地
下
に
は
ハ
ャ
サ
ス
ラ
ヒ
の
神
が
い
て
、
そ
れ
ら
の
罪
を
受
け
と

神
意
を
お
か
す
行
為
が
罪
で
、

の
罪
に
は
次
の
二
種
が
あ
っ
た
。

。
国
津
罪
…
人
間
（

の
概
念
で
あ
る
。

わ
が
国
古
代
に
お
け
る
氏
族
制
度
で
は
、
道
徳
も
個
人
道
徳
で
な
く
氏
族
の
道
徳
で
あ
り
、
神
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
氏
族
を
守
る
神
Ⅱ
氏

で
あ
っ
た
。
神
は
人
間
に
の
り
う
つ
っ
て
神
意
を
啓
示
す
る
。
こ
の
神
の
意
思
を
知
り
得
た
の
は
特
定
の
人
Ⅱ
氏
上
で
あ
り
、
神
と
人
と
を

祭
祀
の
医
療
思
想

人
間
の
共
同
生
活
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
行
為
Ⅱ
け
が
れ
、
で
あ
り
、
白
人
や
胡
久
美
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
る
、
〃
た
た
り
〃

罪
は
神
の
忌
み
嫌
う
行
為
な
い
し
事
実
と
考
え
ら
れ
、
罪
の
根
底
に
は
〃
い
み
〃
（
忌
）
の
思
想
が
あ
り
、
そ

宗
田
一
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こ
う
し
て
、
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
共
同
体
内
部
を
脅
か
す
罪
・
微
れ
を
外
界
に
追
出
す
た
め
の
膜
祓
に
は
じ
ま
っ
て
、
や
が
て
外

界
か
ら
侵
入
す
る
疫
（
病
）
神
を
慰
撫
し
和
め
鎮
め
て
内
部
へ
の
侵
入
を
防
ご
う
と
す
る
形
に
展
開
す
る
。

ゑ
ち
あ
え
の
ま
つ
り

律
令
制
下
の
神
祗
令
に
規
定
す
る
道
饗
祭
は
、
疫
神
が
部
に
侵
入
し
な
い
よ
う
、
都
の
四
隅
の
路
上
で
疫
神
に
供
物
を
饗
応
し
慰
撫
す
る

ひ
し
ず
め
の
ま
つ
り

防
疫
行
事
で
、
六
月
と
十
二
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
鎮
火
祭
と
同
じ
日
の
陰
陽
道
の
祭
祀
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
境
祭
と
も
い
わ
れ
、
四
角
祭
な

る
鎮
火
祭
と
と
も
に
四
角
四
境
祭
と
も
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
疫
病
の
流
行
の
た
び
臨
時
に
行
う
疫
神
祭
も
同
考
の
も
の
だ
っ
た
。
陰
陽
道
の
盛

行
に
つ
れ
て
平
安
中
期
以
降
に
造
営
さ
れ
る
「
大
将
軍
」
神
社
が
方
角
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
疫
病
除
け
の
神
と
な
る
の
は
、
そ
の
位
置
が
お

お
む
ね
道
饗
祭
の
行
わ
れ
た
祭
場
を
神
祠
に
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

悪
鬼
に
饗
応
し
て
災
を
さ
け
よ
う
と
す
る
思
想
は
仏
教
に
も
ぶ
ら
れ
る
。
世
俗
に
い
う
施
餓
鬼
が
そ
れ
で
、
餓
鬼
を
供
養
す
れ
ば
災
害
を
の

が
れ
延
命
長
生
す
る
と
す
る
。
疫
神
慰
撫
の
思
想
も
こ
れ
ら
と
共
通
の
思
想
が
あ
る
。

ほ
う
た
く

こ
れ
ら
祭
に
は
、
供
物
と
し
て
魚
類
の
ほ
か
に
、
牛
皮
・
鹿
皮
・
猪
皮
・
熊
皮
が
ゑ
ら
れ
る
の
は
、
中
国
に
お
け
る
労
傑
に
通
ず
る
。
神
に

供
え
る
い
け
に
え
を
四
方
の
門
に
は
り
つ
け
邪
気
を
払
う
も
の
だ
っ
た
が
、
中
国
で
は
の
ち
に
動
物
の
い
け
に
え
に
代
え
て
土
で
つ
く
っ
た
土

牛
を
使
う
こ
と
が
み
え
、
逐
疫
と
も
い
わ
れ
た
。
わ
が
国
に
も
こ
の
土
牛
の
習
俗
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
『
延
喜
式
』
（
陰
陽
寮
）
に
、
土
牛
と
童

子
の
像
を
大
寒
の
前
後
か
ら
立
春
の
前
夜
ま
で
諸
門
に
立
て
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

う
ら
く

り
、
さ
す
ら
い
失
う
。
そ
し
て
卜
部
が
祓
物
を
川
に
も
っ
て
い
っ
て
流
す
。
こ
れ
が
行
事
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祓
の
行
事
は
罪
そ
の
も
の
を
な
だ
め
て
、
自
然
の
中
へ
安
ら
か
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
過
去
の
こ
と
や
罪
・
過
失

を
〃
水
に
流
す
″
と
す
る
の
は
、
そ
の
思
想
で
あ
る
。

膜
の
行
事
は
、
不
浄
を
洗
い
流
す
そ
れ
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
に
も
多
く
翠
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
。
神
が
清
浄
を
好
朶
、
微
れ
を
嫌
う
と

す
る
思
想
か
ら
き
て
い
る
精
神
的
・
肉
体
的
な
衛
生
観
で
あ
る
。

＊
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戸

＊

た
た
り
が
桑
を
う
つ
し
は
ら
う
ま
つ
り

さ
ら
に
、
『
延
喜
式
』
に
は
、
養
老
令
に
な
い
祭
祀
と
し
て
、
遷
却
崇
神
祭
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
と
き
の
祝
詞
か
ら
桑

て
、
諸
神
を
祀
っ
て
そ
の
威
力
で
疫
神
を
払
う
も
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
道
饗
祭
で
も
祝
詞
で
は
疫
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
防
逼
す

や
ま
た
ひ
こ
や
童
た
ひ
め

さ
え
の
か
ふ

る
八
街
比
古
・
八
街
比
売
・
久
那
斗
神
を
祀
る
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
な
ら
疫
神
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
塞
神
で
あ
る
。

塞
神
は
、
人
間
界
と
幽
冥
界
の
境
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
、
外
か
ら
襲
い
く
る
疫
神
な
ど
を
、
村
境
や
峠
・
辻
・
橋
の
た
も
と
で
防
ぐ
、
防
障

ど
う
ろ
く

・
防
塞
の
神
で
あ
る
。
の
ち
、
行
路
神
や
旅
の
神
で
あ
る
道
祖
の
信
仰
が
習
合
さ
れ
、
道
祖
神
・
道
陸
神
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏

教
の
影
響
で
六
道
輪
廻
の
思
想
か
ら
、
六
道
の
辻
の
信
仰
と
な
っ
て
、
六
観
音
や
六
地
蔵
と
塞
神
を
本
地
垂
迩
説
で
と
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

＊

ご
り
ょ
う

ご
り
ょ
う
え

平
安
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
御
霊
信
仰
は
、
疫
病
を
怨
霊
の
崇
り
と
す
る
怨
霊
思
想
に
よ
る
も
の
で
、
御
霊
会
の
祭
祀
は
平
安
京
と
い
う
都

市
社
会
が
生
ん
だ
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。

平
安
の
都
に
疫
病
が
大
流
行
す
る
と
、
そ
れ
を
悪
霊
の
な
す
業
と
し
た
。
と
く
に
、
長
岡
京
の
建
設
を
放
棄
し
て
平
安
遷
都
を
行
っ
た
背
景

に
は
、
皇
族
政
治
か
ら
官
僚
政
治
へ
の
一
大
転
換
に
当
た
っ
て
の
政
争
で
、
非
業
の
死
を
と
げ
た
犠
牲
者
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
浮
ば
れ
ぬ
怨
霊

が
平
安
京
の
人
び
と
を
疫
病
で
悩
ま
せ
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
怨
霊
を
〃
御
霊
〃
と
畏
敬
し
て
そ
れ
を
慰
め
鎮
め
る
た
め
の
祭
祀

が
民
間
に
自
然
発
生
的
に
お
こ
り
、
そ
れ
が
官
祭
の
御
霊
会
と
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
さ
か
ん
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
播
磨
方
面
の
陰
陽
師
が
、
外
来
の
異
神
・
牛
頭
天
王
信
仰
を
平
安
京
に
将
来
し
た
。
こ
う
し
て
祗
園
社
感
神
院

を
中
心
と
す
る
祗
園
御
霊
会
が
生
ま
れ
、
慰
撫
・
鎮
撫
の
御
霊
会
の
性
格
を
、
牛
頭
天
王
に
代
表
さ
れ
る
霊
威
に
よ
る
疫
病
調
伏
追
放
へ
と
変

シ
え
る
０祗

園
祭
の
山
鉾
に
み
ら
れ
る
剣
鉾
は
、
御
霊
系
神
社
に
共
通
す
る
疫
病
鎮
霊
の
呪
具
で
あ
り
、
祭
神
の
牛
頭
天
王
は
の
ち
に
は
神
道
と
習
合
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祭
祀
と
な
っ
た
。

官
祭
と
し
て
の
防
疫
行
事
は
、
既
述
の
よ
う
に
六
月
と
十
二
月
に
行
う
の
を
定
例
と
し
て
い
た
が
、
六
月
の
行
事
が
疫
病
流
行
期
に
重
な
る

た
め
に
続
い
た
の
に
対
し
、
十
二
月
の
そ
れ
は
い
つ
し
か
す
た
れ
た
。
し
か
し
、
大
祓
の
儀
式
が
十
二
月
に
宮
中
で
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
応
仁

泳
な
つ
き
な
ど
し

の
乱
後
も
、
民
間
の
社
寺
で
は
、
六
月
の
六
月
祓
・
夏
越
（
名
越
）
の
祓
と
し
て
行
わ
れ
、
今
に
続
い
て
い
る
。

＊

は
な
し
ず
め
の
ま
つ
り

農
村
の
祭
祀
か
ら
転
化
し
た
も
の
に
鎮
花
祭
が
あ
る
。
元
来
は
農
耕
儀
礼
の
稲
作
豊
穣
祈
念
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
鎮
花
祭
は
稲

花
を
予
祝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
桜
花
飛
散
の
こ
ろ
は
疫
病
の
精
霊
が
花
弁
に
の
っ
て
飛
散
り
疫
病
を
流
行
さ
せ
る
と
し
て
、
疫
病
退
散
の

し
て
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
垂
迩
と
さ
れ
、
そ
の
霊
威
は
疫
病
退
散
の
最
大
の
も
の
と
な
っ
た
。
既
述
の
大
将
軍
も
、
神
道
と
習
合
し
て
ス
サ

ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
、
ま
た
仏
教
と
習
合
し
て
牛
頭
天
王
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
風
潮
の
一
環
で
あ
っ
た
。

京
都
・
紫
野
の
今
宮
神
社
の
〃
や
す
ら
い
祭
″
は
こ
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

＊
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