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西
洋
人
の
神
道
発
見
に
つ
い
て
は
二
つ
に
分
け
て
考
え
た
い
。

　

第
一
は
学
術
的
に
日
本
の
神
道
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
人
々
で

あ
る
。学
術
的
と
い
う
と
立
派
に
聞
え
る
が
、西
洋
人
の
高
み
に
立
っ

て
、
今
か
ら
見
れ
ば
高
飛
車
な
意
見
を
述
べ
た
人
々
で
あ
る
。
そ
の

何
人
か
は
か
つ
て
は
学
問
的
権
威
の
ご
と
く
に
見
做
さ
れ
た
が
、
今

日
的
評
価
は
ま
た
別
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代
に
来
日
し
た
西
洋
日
本

学
の
権
威
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
〇―
一
九
三

五
）
は
一
八
九
〇
年
、
経
典
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
の
比
較

に
お
い
て
神
道
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
。

　

�　

神
道
は
、
し
ば
し
ば
宗
教
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
名
に
値
し
な
い
。
日
本
で
神
道
を
愛
国
的
な
制
度
と

し
て
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
当
局
者
で
さ
え
そ
う
い
っ
て
い
る
。

神
道
に
は
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
聖
書
経
典
の
類
も
な

く
、
道
徳
規
範
も
欠
い
て
い
る
。
…
…
人
々
の
心
を
動
か
す
に
は

あ
ま
り
に
空
虚
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
実
質
に
乏
し
か
っ
た

（
1
（

。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン
は
、
一
九
〇
五
年
、
西
洋

人
と
し
て
初
め
て
神
道
に
つ
い
て
大
著
を
も
の
し
た
人
で
あ
る
。
ア

ス
ト
ン
は
神
道
を
「
原
始
的
儀
式
」prim

itive�cult

と
は
考
え
な

か
っ
た
し
、
ま
た
宗
教
を
病
気
と
見
做
す
よ
う
な
、
不
可
知
論
の
立

場
か
ら
裁
断
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
巻
頭
で

こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
�　

世
界
の
大
宗
教
と
比
較
す
る
と
日
本
の
古
い
カ
ミ
信
仰
で
あ
る

神
道
は
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
決
定
的
に
初
期
段
階
の
宗
教
で
あ

る
。
多
神
教
で
あ
っ
て
、
唯
一
の
至
上
神
は
存
在
し
な
い
。
神
々

の
像
や
イ
メ
ー
ジ
も
比
較
的
に
乏
し
く
、
道
徳
規
範
も
比
較
的
に

欠
け
て
い
る
。
神
道
で
は
神
々
を
具
体
的
に
擬
人
化
す
る
度
合
い

が
弱
く
、
霊
の
概
念
の
把
握
も
さ
だ
か
で
な
い
。
死
後
の
将
来
の

西
洋
人
の
神
道
発
見

―

富
士
山
に
お
ぼ
え
る
畏
敬
の
念
に
つ
い
て―

平

川

祐

弘



�88明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

状
態
を
実
際
的
に
は
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
深
い
、
真
剣
な
信
仰

が
一
般
的
に
欠
如
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
勘
案
す

る
と
、
文
献
の
記
録
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
宗
教
の
中
で
お
そ

ら
く
神
道
は
も
っ
と
も
未
発
達
の
ま
ま
の
宗
教
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う

（
（
（

。

　

一
八
七
四
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た『
ア
ー
ネ
ス
ト
・

サ
ト
ウ
神
道
論
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
は
昨
年
翻
訳
が

出
た
。

　

十
九
世
紀
末
当
時
の
西
洋
で
は
発
展
段
階
説
や
進
歩
史
観
が
重
ん

ぜ
ら
れ
た
。
宗
教
は
多
神
教
か
ら
一
神
教
へ
進
歩
す
る
と
み
な
さ
れ

た
。
宗
教
学
者
と
し
て
日
本
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
の
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
な
ど
も
今
か
ら
見
れ
ば
甚
だ
単
純
な
発
達

史
観
に
囚
わ
れ
て
い
た
一
人
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
右
に
見
ら
れ
る「
神

道
に
は
道
徳
律
を
欠
く
」
と
い
う
当
時
の
西
洋
の
日
本
研
究
を
代
表

す
る
こ
れ
ら
イ
ギ
リ
ス
日
本
学
者
の
批
判
は
、『
源
氏
物
語
』
に
は

道
徳
律
を
欠
く
と
い
う
（
仏
教
僧
侶
、
漢
学
者
、
さ
ら
に
は
内
村
鑑
三
な

ど
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
）
批
判
と
、
裁
断
の
仕
方
に
お

い
て
、
偶
然
の
一
致
な
が
ら
、
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か

（
（
（

。

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
神
道
観
な
い
し
は
宗
教
観
に
強
く
反
撥
し
た
同

時
代
の
西
洋
人
は
、
小
泉
八
雲
の
名
で
知
ら
れ
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
で
、
彼
は
『
生
神
様
』
の
中
で
こ
う
述
べ
た
。

　

�　

幾
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
幾
百
万
も
の
人
々
が
、
こ
う
し
た

社
の
前
で
自
分
た
ち
の
先
祖
の
偉
大
な
死
者
た
ち
を
拝
ん
で
き
た

こ
と
、
そ
し
て
こ
う
し
た
社
の
建
築
の
中
に
は
目
に
こ
そ
見
え
ね

意
識
の
あ
る
者
が
住
ん
で
い
る
と
全
国
民
が
い
ま
な
お
信
じ
続
け

て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
事
実
を
思
い
起
せ
ば
、
こ
う
し
た
信
仰

を
馬
鹿
げ
た
も
の
と
き
め
つ
け
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
お
わ

か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
う
し
た
考
え
方

に
対
す
る
西
洋
的
反
撥
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…
西
洋
人
も
、
神
社

の
社
頭
に
立
て
ば
、
恭
し
い
表
敬
の
態
度
を
一
瞬
取
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
る

（
4
（

。

　

遠
田
勝
は
西
洋
人
神
道
研
究
者
に
つ
い
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
「
一
つ
は
サ
ト
ウ
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
ア
ス
ト
ン
と
続

く
日
本
ア
ジ
ア
協
会
員
の
学
術
的
研
究
で
あ
り
…
…
当
時
も
今
も
欧

米
に
お
い
て
は
神
道
研
究
の
本
流
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
も
う
一
つ

は
「
ハ
ー
ン
、
タ
ウ
ト
、
マ
ル
ロ
ー
と
い
う
…
…
芸
術
家
の
孤
立
し

た
見
方
で
あ
る
。
…
…
ハ
ー
ン
は
民
衆
の
心
に
、
タ
ウ
ト
は
建
築
に
、

マ
ル
ロ
ー
は
絵
画
に
そ
れ
ぞ
れ
神
道
の
実
在
を
感
知
」
し
た
と
説
明

し
た
。
こ
の
遠
田
論
文
は
英
語
で
も
発
表
さ
れ
て
お
り

（
（
（

、
来
日
す
る

外
国
人
学
生
は
遠
田
論
文
に
惹
か
れ
る
こ
と
が
多
い
由
で
あ
る

（
（
（

。
サ
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ト
ウ
の
訳
者
庄
田
元
男
氏
は
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
「
い
わ
ば
逆
説
的
情

緒
的
神
道=

宗
教
論
を
展
開
し
た
」
と
解
説
し
た
。
こ
れ
は
か
な

り
行
き
渡
っ
た
見
方
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島
で
の
民

話
蒐
集
の
体
験
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
化
以
前
の
土
着
の
信
仰
の
根
深
さ

を
知
り
、
そ
れ
を
日
本
解
釈
に
も
応
用
し
た
人
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
に

は
確
か
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
面
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
来
日
以

前
の
体
験
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
化
、
西
洋
化
、
文
明

開
化
を
等
式
で
結
び
つ
け
る
よ
う
な
見
方
に
異
議
を
唱
え
、
後
来
の

宗
教
に
先
行
す
る
宗
教
の
重
要
性
に
着
目
し
た
の
は
い
か
に
も
合
点

の
行
く
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
ハ
ー
ン
を
た
だ
単
に

「
情
緒
的
」
と
貶
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ハ
ー
ン
の
「
街
の
音
が

聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
人
々
の
生
活
に
親
密
に
結
ば
れ
た
」
具
体
的

な
姿
の
神
道
へ
の
関
心
を
高
く
評
価
す
る
日
本
学
者
に
フ
ラ
ン
ス
の

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
（
一
九
二
七―

一
九
九
六
）
が
い
る
。
そ
の

こ
と
を
付
言
す
れ
ば

（
7
（

、
英
語
圏
で
の
日
本
学
の
主
流
派
の
神
道
観
と

そ
れ
以
外
の
国
と
の
神
道
観
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
英
語
圏
の
日
本
を
見
る
目
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
偏
向
と
い
う
も
の
が
交
じ
っ
て
い
る
こ
と

を
逆
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

日
本
に
お
け
る
神
道
の
国
教
化
を
批
判
し
た
論
文
と
し
て
は
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
『
武
士
道―

新
宗
教
の
発
明
』（
一
九
一
二
）
と

D
.C.H

oltom
, “T

he�Political�Philosophy�of�M
odern�Shinto,�a�

Study�of�the�State�Religion�of�Japan, ”�T
ransactions of the 

A
siatic Society of Japan,�V

ol.X
LIX

-Part�II,�19（（

と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
今
日
の
西
洋
の
神
道
研
究
は
こ
の
種
の
見
方
を
強
く
受
け
、

い
ま
な
お
そ
の
大
枠
の
内
で
論
じ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
に

は
ピ
ッ
ケ
ン
氏
が
い
うunenlightened�cynics

も
少
な
か
ら
ず
い

る
（
（
（

。

　

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ピ
ッ
ケ
ン
教
授
は
近
著Stuart�Picken,�

Shinto M
editations for R

evering the E
arth (B

erkeley,�

California:�Stone�Bridge�Press,�（00（,�p.（4)

で
、
そ
う
し
た
従
来
の

神
道
解
釈
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

�　

悲
し
む
べ
き
こ
と
に
西
洋
人
が
神
道
に
つ
い
て
抱
く
最
初
の
イ

メ
ー
ジ
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
交
戦
国
の
双
方
で
行
な
わ
れ
た

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
国
家
神
道State�Shinto

と
は
昔
の
神
な
が
ら
の
道
と
区
別
す
る
た
め
に
そ
う
呼
ば
れ
た
の

だ
が
、
そ
の
国
家
神
道
が
自
然
宗
教
と
し
て
の
神
道
を
強
引
に
奪

い
取
っ
て
、
日
本
の
近
代
化
の
初
期
の
明
治
時
代
か
ら
軍
部
主
導

の
日
本
政
府
が
大
東
亜
共
栄
圏
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
太
平
洋
戦

争
に
い
た
る
時
期
の
間
、
神
道
を
愛
国
的
な
役
目
を
果
た
す
よ
う

に
無
理
強
い
し
た
の
で
あ
る
。
米
国
政
府
は
神
道
が
こ
の
よ
う
に

歪
め
ら
れ
た
こ
と
が
日
本
の
侵
略
の
一
因
と
み
な
し
、そ
れ
を「
大

悪
」
と
呼
ん
だ
。
国
家
神
道
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
公
的
な
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存
在
は
七
十
年
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
奇
妙
な
話
だ
が
、
そ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
帝
国
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
や
感
化

力
を
真
似
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
試
み
は
真
面
目
で

あ
っ
た
が
力
点
の
置
き
方
が
間
違
っ
て
い
た
。

　

こ
の
最
後
の
点
に
関
連
し
て
一
言
す
る
と
、
岩
倉
具
視
ら
の
米
欧

回
覧
に
随
行
し
た
佐
々
木
高
行
は
米
国
で
政
治
の
要
諦
を
次
の
よ
う

に
把
握
し
日
記
に
記
し
た
。

　

�　
〔
米
国
に
て
は
〕
宗
教
に
て
風
俗
を
維
持
し
、
日
曜
日
に
は
大

統
領
は
じ
め
高
官
み
な
教
会
に
参
り
て
説
教
を
謹
聴
す
る
所
に
妙

味
あ
り
。
我
が
日
本
の
今
日
〔
明
治
五
年
〕
の
如
く
、
孔
孟
も
馬

鹿
、
教
と
す
る
に
足
ら
ず
、
釈
迦
も
同
断
、
甚
だ
し
き
は
〔
伊
勢
〕

大
神
宮
を
何
と
も
思
は
ず
、
耶
蘇
は
勿
論
異
端
と
見
、
宗
教
を
重

ぜ
ず
し
て
は
風
俗
は
維
持
さ
れ
ぬ
な
り
。

　

�　

米
国
に
て
は
耶
蘇
新
教
を
信
仰
し
、
能
く
人
情
に
適
せ
り
。
日

本
に
て
は
神
道
を
基
礎
と
し
、
之
を
助
く
る
に
孔
孟
の
道
を
以
て

し
、
孰
れ
も
人
々
が
真
面
目
に
な
る
や
う
に
せ
ぬ
時
は
、
随
分
我

儘
と
な
り
人
間
の
務
は
な
く
な
る
べ
し
。

　

こ
の
佐
々
木
発
言
は
神
道
を
米
国
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
地
位
に
引
き
揚
げ
た
い
と
す
る
意
図
が
明
治
政
府
の
一
部
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
西
洋
が
植
民
地
化
と

平
行
し
て
キ
リ
ス
ト
教
化
を
試
み
た
ほ
ど
、
日
本
に
は
中
国
や
東
南

ア
ジ
ア
へ
神
道
を
広
め
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
な
ど
と
は
思
わ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
神
社
参
拝
の
強
制
な
ど
行
き
過
ぎ
は
あ
っ
た
。
し

か
し
西
洋
人
がthe�Great�Evil

と
呼
ん
だ
の
は
、
自
分
た
ち
の
キ

リ
ス
ト
教
世
界
征
服
史
に
な
ぞ
ら
え
て
日
本
の
神
道
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
に
映
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し

て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
デ
ウ
ス
や
ゴ
ッ
ド
を
「
天
主
」
と
訳
す
こ
と
で

日
本
の
神
と
違
う
こ
と
を
示
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
は
宣
教

の
便
も
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、God�

を
「
神
」
と
訳
し
た
。

す
る
と
「
現
人
神
」
はGod-Em

peror

と
い
う
英
語
に
化
し
て
し

ま
う
。
戦
争
中
、
米
英
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
日
本
人
は
天
皇
を
宇

宙
を
創
造
し
て
支
配
す
る
全
知
全
能
の
絶
対
者
と
し
て
信
じ
て
い
る
。

人
間
で
あ
る
日
本
の
天
皇
が
「
ゴ
ッ
ド
」
な
ど
と
自
称
す
る
の
は
僭

越
も
甚
だ
し
い
、
と
当
然
の
こ
と
な
が
ら
不
快
感
を
覚
え
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
諸
悪
の
根
源
を
国
家
神
道
に
求
め
た
の
に
相
違
な

い
。
だ
が
指
導
者
の
神
格
化
は
非
常
時
に
は
多
く
の
国
で
行
な
わ
れ

て
き
た
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
宗
教

が
愛
国
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
以
下
が

兵
士
を
送
り
出
す
際
にGod�bless�A

m
erica

と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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日
本
理
解
の
き
わ
め
て
低
か
っ
た
戦
争
中
の
西
洋
で
は
、
日
本
は

な
に
か
と
同
盟
国
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
類
推
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

た
。
ナ
チ
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
神
話
を
利
用
し
た
か
ら
、
日
本
の
『
古
事

記
』
の
神
話
も
そ
の
類
の
役
割
を
演
じ
た
に
相
違
な
い
と
思
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
西
洋
側
の
神
道
に
対
す
る
反
感
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教

を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
す
で
に
戦
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
中
戦

後
さ
ら
に
強
め
ら
れ
、
日
本
研
究
者
の
中
に
も
根
深
く
残
っ
て
い
る
。

西
洋
側
の
神
道
研
究
者
が
日
本
側
の
神
道
学
者
と
協
力
し
て
出
し

た
神
道
研
究
にJohn�Breen�and�M

ark�T
eeuw

en�ed.,�Shinto 
in H

istory� (Curzon,�（000)

が
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ

た
の
は
そ
の
著
書
そ
の
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
西
洋
の
一
部
日

本
研
究
者
の
こ
の
書
物
へ
の
書
評
（Journal of A

sian Studies

な
ど
）

に
示
し
た
「
神
道
ア
レ
ル
ギ
ー
」
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
の
凄
ま
じ

さ
で
あ
っ
た
。
居
丈
高
な
書
評
の
筆
致
に
は
人
種
的
・
文
化
的
・
宗

教
的
偏
見
す
ら
感
じ
ら
れ
る
時
が
あ
る
。
以
上
が
第
一
の
流
れ
で
あ

る
学
術
的
に
日
本
の
神
道
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
人
々
へ
の
私
の

瞥
見
で
あ
る
。
も
と
よ
り
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
一
瞥
に
過
ぎ
な
い
。

　

T
rue�characteristics�of�Shinto�are�caught�rather�than�

taught

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
英
語
は
訳
し
に
く
い
が
、
神
道
の
特

質
は
教
え
ら
れ
て
わ
か
る
と
い
う
よ
り
は
合
点
さ
れ
た
時
に
わ
か
る
、

と
で
も
訳
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
理
詰
の
学
術
的
ア

プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
い
は
よ
り
有
効
で
あ
る

場
合
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
私
が
よ
り
深
い
関
心

を
寄
せ
る
の
先
の
分
類
の
第
二
の
流
れ
の
方
で
あ
る
。
西
洋
人
芸
術

家
の
見
方
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
い
。
限
ら
れ
た
紙
面
で
あ
る
か
ら

富
士
山
に
対
し
て
お
ぼ
え
る
神
道
的
感
情
に
焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
と

す
る
。

　

富
士
山
に
心
動
か
さ
れ
る
気
持
が
神
道
的
感
情
だ
と
自
覚
し
て
い

る
日
本
人
は
ど
の
程
度
な
の
だ
ろ
う
か
。
美
し
い
か
ら
心
動
か
さ
れ

る
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
人
が
多
い
。
し
か
し
日
本
人
に
は
景
観
信

仰
（
9
（

が
あ
る
と
い
わ
れ
れ
ば
、
富
士
山
の
場
合
も
そ
う
だ
と
合
点
す
る

人
が
い
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
は
ど
う
や
ら
神
道
ら
し
い
と
納
得
す

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
人
に
説
明
さ
れ
て
「
自
分
が
富
士
山

に
対
し
て
お
ぼ
え
る
気
持
は
神
道
な
の
か
」
と
よ
う
や
く
自
覚
し
た

り
す
る
。
逆
説
的
な
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
だ
が
、
日
本
人
に
お
け
る

宗
教
性
の
深
さ
は
、
そ
う
い
わ
れ
て
初
め
て
気
づ
く
人
が
出
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
神
道
的
自
覚
は
多
く
の
人
の
無
意
識
の
中

に
眠
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

（
（（
（

。

　

私
自
身
は
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
九
四
五
年
の
秋
、
一
面

の
焼
野
原
と
な
っ
た
東
京
の
は
る
か
西
に
、
夕
方
、
富
士
山
が
見
え

た
。
中
学
校
に
通
っ
て
い
た
が
、
当
時
小
田
急
は
代
々
木
上
原
に
停

ま
ら
な
い
。
そ
れ
で
京
王
線
の
幡
ヶ
谷
駅
か
ら
渋
谷
区
西
原
の
家
ま

で
歩
い
て
帰
っ
た
。
駅
か
ら
お
邸
街
の
代
々
木
西
原
ま
で
五
月
二
十

五
日
の
空
襲
で
す
っ
か
り
焼
野
原
と
な
っ
た
。
そ
の
西
の
地
平
線
に
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富
士
山
が
見
え
た
。
敗
戦
後
の
そ
の
光
景
は
中
学
二
年
生
の
瞼
に
深

く
印
象
さ
れ
、
い
ま
で
も
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
か
ら
年
を
と
り
内
外
の
人
に
神
道
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら

れ
た
際
、
い
や
、
自
分
自
身
に
対
し
て
自
分
の
宗
教
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
際
、
霊
峰
を
見
て
覚
え
る
感
動
が
神
道
的
感
情
な
の
だ
、
と

い
う
気
持
が
い
つ
し
か
強
く
な
っ
た
。
神
道
は
日
本
に
固
有
だ
と
い

わ
れ
る
が
、
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
の
タ
オ
ス
な
ど
へ
行
く
と
プ
エ
ブ

ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
霊
峰
を
崇
拝
し
て
い
る
ら
し
い
。
日
本
の
自

然
神
道
は
世
界
に
か
な
り
普
遍
的
に
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
の
だ
ろ
う
。

山
に
か
ぎ
ら
ず
滝
や
嵐
や
樹
木
や
岩
や
泉
や
太
陽
に
神
性
を
認
め
る

心
根
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
そ
の
宗
教
的
感
性
は
日
本
語
で
は
ど
う
表
現
さ
れ
て
き

た
か
。
内
藤
鳴
雪
の
「
元
日
や
一
系
の
天
子
不
二
の
山
」
は
お
め
で

た
い
お
屠
蘇
気
分
を
た
た
え
た
俳
句
だ
が
、
そ
の
種
の
気
分
が
神
道

的
感
情
を
要
約
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
日
は
万
物
の

よ
み
が
え
る
新
年
で
あ
る
。
子
供
の
こ
ろ
お
正
月
の
朝
と
い
う
の
は

真
に
特
別
の
気
分
だ
っ
た
。
そ
の
天
地
と
と
も
に
き
わ
ま
り
な
い
命

の
連
続
性
の
象
徴
が
一
系
の
天
子
様
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
を

視
覚
的
に
ま
ざ
ま
ざ
と
感
得
さ
せ
る
の
が
元
日
の
朝
日
に
映
え
る
富

士
の
山
な
の
だ
。
松
山
の
人
鳴
雪
は
二
十
歳
年
下
の
子
規
に
俳
句
を

学
ん
だ
。
一
八
四
七
年
に
生
れ
一
九
二
六
年
に
亡
く
な
っ
た
。
幕
末
・

明
治
・
大
正
に
生
き
た
か
ら
天
子
様
へ
の
崇
敬
の
感
情
が
出
て
い
る

の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
っ
て
来
る
感
情

の
底
流
は
も
っ
と
深
い
ら
し
い
。

　

そ
の
よ
う
な
感
動
が
日
本
民
族
に
い
か
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
か

は
、
八
世
紀
は
じ
め
山
部
赤
人
が
『
万
葉
集
』
巻
三
で
富
士
山
を
長

歌
（（17

）
に
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

　

�

天
地
の　

分
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て　

高
く
貴
き　

駿
河
な
る　

布
士
の
高
嶺
を　

天
の
原　

振
り
放
け
見
れ
ば　

渡
る
日
の　

影

も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の　

光
も
見
え
ず　

白
雲
も　

い
行
き
は
ば

か
り　

時
じ
く
ぞ　

雪
は
降
り
け
る　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
ぎ
行

か
む　

不
尽
の
高
嶺
は

　

�

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は

降
り
け
る

　

反
歌
（（1（

）
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
歌
は
や
や
異
な
る
形
で
『
百

人
一
首
』
に
も
収
め
ら
れ
、
雪
を
い
た
だ
く
富
士
山
の
姿
は
日
本
人

の
集
団
的
記
憶
の
中
に
留
め
ら
れ
た
。
富
士
山
は
単
な
る
山
で
は
な

い
。「
不
尽
の
高
嶺
は　

飛
ぶ
鳥
も　

飛
び
も
上
ら
ず　

燃
ゆ
る
火

を　

雪
も
ち
消
ち　

降
る
雪
を　

火
も
ち
消
ち
つ
つ　

言
ひ
も
え
ず

　

名
づ
け
も
知
ら
ず　

霊
し
く
も　

い
ま
す
神
か
も
」（（19

）
す
な

わ
ち
神
様
が
い
ま
す
山
と
赤
人
は
次
の
長
歌
で
歌
っ
た
。
し
か
も
そ
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の
富
士
山
に
い
ま
す
神
は
「
日
の
本
の
大
和
の
国
の
鎮
と
も
座
す
神

か
も
」（（19

）
と
天
平
の
昔
か
ら
赤
人
に
よ
っ
て
も
歌
わ
れ
た
。
日

本
人
は
富
士
山
に
宗
教
的
な
尊
崇
の
念
を
抱
き
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
明
治
の
開
国
後
、
西
洋
産
業
社
会
の
偉
大
に
圧
倒
さ
れ

た
日
本
人
は
、
負
け
ん
気
も
あ
っ
て
、
富
士
山
を
誇
り
に
し
た
。
志

賀
重
昂
と
か
内
村
鑑
三
と
か
外
国
に
さ
ら
さ
れ
た
日
本
人
が
逆
に
日

本
の
山
岳
風
景
に
価
値
を
認
め
顕
彰
し
出
し
た
。
東
海
道
線
の
開
通

に
と
も
な
い
富
士
山
に
対
す
る
お
国
自
慢
は
庶
民
の
間
で
も
一
段
と

ひ
ろ
ま
っ
た
に
相
違
な
い
。『
三
四
郎
』
一
で
広
田
先
生
が
「
あ
れ

が
日
本
一
の
名
物
だ
。
あ
れ
よ
り
外
に
自
慢
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。

所
が
其
富
士
山
は
天
然
自
然
に
昔
か
ら
あ
つ
た
も
の
な
ん
だ
か
ら
仕

方
が
な
い
。
我
々
が
拵
へ
た
も
の
ぢ
や
な
い
」
と
言
っ
た
の
は
、
漱

石
が
日
本
人
一
般
の
空
虚
な
お
国
自
慢
を
冷
や
か
さ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
漱
石
はder�Staat�als�K

unstw
erk

と
考
え
て
、
自
然
存
在
以
上
の
人
間
の
自
覚
的
努
力
工
夫
に
価
値
を

認
め
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
来
日
西
洋
人
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
。Fuji�Y

am
a,�

Geisha

と
い
う
卑
俗
な
並
べ
方
か
ら
は
富
士
山
の
霊
性
に
対
す
る

敬
意
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
日
本
人
の
場
合
に
も
富
士
山
に
対

す
る
感
じ
方
に
非
常
な
落
差
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
富
士
学
会
な
ど

で
の
発
表
者
の
態
度
に
も
露
骨
に
感
じ
ら
れ
る
。
第
二
次
大
戦
に
際

し
て
戦
意
高
揚
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
と
か
戦
後
も
米
軍
や
自
衛
隊

の
演
習
地
と
し
て
山
麓
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
か
、
そ
う
し
た
点
に

だ
け
目
の
行
く
人
も
い
る
。
外
国
人
に
も
日
本
人
が
富
士
の
霊
性
を

話
題
と
す
る
こ
と
を
貶
し
め
る
人
が
い
る
。
し
か
も
そ
れ
に
和
し
て

富
士
山
は
雲
表
の
上
に
突
き
出
て
い
る
か
ら
米
国
の
爆
撃
機
の
日
本

爆
撃
の
東
京
空
襲
の
際
の
絶
好
の
道
し
る
べ
に
な
っ
た
、
と
イ
ス
ラ

エ
ル
の
学
者
が
コ
メ
ン
ト
し
て
一
同
が
笑
っ
た
時
、
私
は
い
や
な
気

持
が
し
た
。
一
九
八
二
年
の
シ
カ
ゴ
の
ア
ジ
ア
学
会
の
席
で
あ
っ
た

か
に
記
憶
し
て
い
る
。
外
国
に
も
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
霊
峰
は
ア
ト
ス

な
ど
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
唯
物
論
的
立
場
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
否
定
の

一
神
論
的
立
場
で
霊
峰
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
霊
峰
の
比

較
研
究
で
も
し
た
い
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。

　

霊
峰
と
感
ず
る
か
否
か
は
山
を
見
る
人
の
主
観
的
反
応
で
あ
っ
て

山
そ
れ
自
体
が
内
に
秘
め
て
い
る
特
性
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
霊
峰
と
い
う
神
性
は
感
じ
な
い
に
せ
よ
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て

す
ば
ら
し
い
と
感
じ
る
人
は
内
外
に
多
い
。
富
士
山
の
観
光
価
値
が

高
い
こ
と
は
日
本
の
切
手
に
富
士
山
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
こ
と
の
頻

度
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
来
日
外
国
人
も
富
士
山
を
し
ば
し
ば
報

じ
た
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
も
一
八
九
〇
年
、
明
治
二
十
三
年

四
月
四
日
、
太
平
洋
を
横
切
っ
て
相
模
湾
に
入
り
横
浜
に
入
港
し
た
。

そ
の
時
の
印
象
を
こ
う
書
い
て
い
る
。
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…
…
早
暁
、
甲
板
に
出
る
。
天
気
は
晴
、
寒
く
、
依
然
と
し
て

烈
風
が
吹
き
荒
ん
で
い
る
。
右
舷
の
方
角
に
、
黒
々
と
し
た
山
脈

が
現
れ
、
背
景
は
見
事
な
ば
ら
色
の
朝
焼
で
あ
る
。
左
舷
の
側
に

も
い
ま
や
別
の
山
脈
が
あ
り
こ
の
方
が
右
側
の
よ
り
も
い
っ
そ
う

近
い
。
と
、
快
い
驚
き
の
衝
撃
と
と
も
に
、
そ
れ
と
な
く
目
で
探

し
て
い
た
も
の
が
見
え
て
き
た―

こ
れ
ま
で
の
期
待
を
遥
か
に

越
え
て―

し
か
し
水
色
の
朝
空
を
背
に
幻
の
ご
と
く
夢
の
ご
と

く
白
い
姿
で
あ
っ
た
の
で
、
最
初
見
た
と
き
は
そ
れ
に
気
づ
か
な

か
っ
た
。
一
切
の
形
あ
る
も
の
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
雪
を
頂
い

た
こ
の
上
な
く
優
美
な
山
容―
富
士
山
だ
っ
た
。
裾
の
方
は
遠

景
と
同
じ
色
で
識
別
で
き
ず―

た
だ
頂
き
の
全
容
が
あ
え
か
な

薄
膜
の
よ
う
に
空
に
懸
か
っ
て
い
る―
幻
影
と
見
ま
ご
う
ほ
ど

に
。

　

�　

し
か
し
、
さ
し
昇
る
朝
日
の
光
に
つ
れ
て
山
の
輪
郭
が
は
っ
き

り
し
て
く
る
。
ま
ず
、
し
み
一
つ
な
い
頂
き
の
部
分
が
不
思
議
な

花
の
蕾
の
尖
端
の
よ
う
に
淡
紅
色
に
染
ま
り
、
そ
れ
か
ら
一
面
金

色
の
混
っ
た
白
色
と
な
る―

や
が
て
頂
き
か
ら
真
直
ぐ
下
へ
延

び
る
線
が
見
え
て
く
る―

雨
が
急
流
と
な
っ
て
流
れ
下
っ
た
痕

で
あ
る
。
山
全
体
が
朝
の
光
に
包
ま
れ
て
い
る―

そ
の
下
の

く
っ
き
り
と
青
い
山
脈
が
ま
だ
一
向
に
夜
の
眠
り
か
ら
醒
め
ぬ
と

い
う
の
に
。
し
か
し
日
射
し
の
明
る
さ
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
、
そ

の
美
し
さ
は
依
然
と
し
て
霊
的
な
清
ら
か
さ
と―

妖
し
い
ま
で

の
繊
細
さ
を
失
わ
な
い―

そ
の
輪
郭
あ
る
が
ゆ
え
に
よ
う
や
く

眼
は
、
こ
の
山
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
白
い
霜
の
蒸
気―

な
に

か
淡
い
雲
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
そ
の
息
を
呑
む
ば
か
り
の
美
し
さ
に
恍
惚
と
な
っ
て
見

と
れ
て
い
る

（
（（
（

。
…
…

　

ス
ケ
ッ
チ
風
の
描
写
に
は
即
席
で
記
録
し
た
人
の
臨
場
感
が
漂
っ

て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
日
記
の
よ
う
に
読
め
る
。
ハ
ー
ン
は
長
い
筒
状

の
望
遠
鏡
で
ア
ビ
シ
ニ
ア
号
の
船
上
か
ら
、
意
外
に
高
い
空
の
た
だ

中
に
そ
び
え
る
富
士
の
上
半
身
を
じ
っ
と
仰
い
だ
。
そ
れ
は
原
英
文

で
も
仙
北
谷
晃
一
訳
文
で
も
文
字
に
よ
る
秀
抜
な
色
彩
描
写
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
だ
と
西
洋
人
観
光
客
の
富
士
山
描
写
の
一
例
に
留

ま
っ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
ハ
ー
ン
は
日
本
解
釈
者
と
し
て
抜
群
の
人
で
あ
る
。
来
日
当

初
、
印
象
主
義
の
タ
ッ
チ
で
富
士
山
の
外
面
を
こ
の
よ
う
に
描
い

た
人
が
、
そ
の
六
年
後
の
一
八
九
六
年
、『
あ
る
保
守
主
義
者
』A

�
Conservative

をK
okoro

に
発
表
し
、
富
士
山
の
内
面
の
意
味
を

も
あ
わ
せ
て
描
い
た
。
長
い
洋
行
の
歳
月
の
後
、
盲
目
的
な
西
洋
一

辺
倒
を
排
し
、
伝
統
的
日
本
の
諸
価
値
を
重
ん
ず
る
人
と
し
て
、
一

日
本
知
識
人
が
祖
国
へ
回
帰
し
て
来
る
。
地
方
の
城
下
町
で
武
士
の

家
に
生
れ
、
旧
来
の
道
徳
で
育
っ
た
少
年
が
、
維
新
の
動
乱
期
に
英

語
を
習
い
、
横
浜
に
出
て
宣
教
師
の
感
化
で
一
旦
は
キ
リ
ス
ト
教
に
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入
信
す
る
が
、
後
に
転
向
し
、
西
洋
に
留
学
す
る
。
そ
の
記
述
に
は

と
く
に
性
格
づ
け
や
個
性
化
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ

の
最
終
の
第
九
節
で
ハ
ー
ン
の
筆
は
俄
然
赫か

く

奕や
く

た
る
光
彩
を
発
す
る
。

平
川
訳
を
示
す
が
、
外
国
で
長
く
苦
労
し
た
、
明
治
の
反
政
府
側
の

一
自
由
思
想
家
だ
っ
た
人
が
、
い
ま
祖
国
と
和
解
し
て
、
横
浜
港
を

さ
し
て
帰
っ
て
来
る
。

　

�　

そ
れ
は
一
点
の
雲
も
な
い
四
月
の
あ
る
朝
、
日
の
出
の
す
こ

し
前
で
あ
っ
た
。
暁

ぎ
ょ
う

闇あ
ん

の
透
明
な
大
気
を
通
し
て
彼
は
ふ
た
た

び
故
国
の
山
々
を
見
た
、―

彼
方
遠
く
の
高
く
尖
っ
た
山や

ま

脈な
み

は
、
イ
ン
ク
色
を
し
た
海
の
ひ
ろ
が
り
の
中
か
ら
、
黒
く
菫
色
を

し
て
聳
え
立
っ
て
い
た
。
流る

浪ろ
う

の
旅
か
ら
い
ま
母
国
へ
彼
を
送
り

届
け
よ
う
と
す
る
汽
船
の
背
後
で
は
、
水
平
線
は
ゆ
っ
く
り
薔
薇

色
の
焔
で
満
た
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
甲
板
に
は
も
う
何
人
か
の
外

人
船
客
が
出
て
、
こ
よ
な
く
美
し
い
と
い
わ
れ
る
太
平
洋
か
ら
望

む
富
士
山
の
第
一
景
を
眺
め
よ
う
と
心
待
ち
に
し
て
い
た
。
朝
明

け
に
見
る
富
士
山
の
第
一
景
は
今
生
で
も
、
ま
た
来
世
で
も
、
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
光
景
で
あ
る
と
い
う
。
皆
は
長
く
続
く
山
脈

を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。
そ
し
て
深
い
夜
の
中
か
ら
峨
々
た
る

山
岳
の
輪
郭
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
る
上
の
あ
た
り
を
じ
っ
と
見
ま

も
っ
て
い
た
。
そ
の
あ
た
り
で
は
星
が
ま
だ
か
す
か
に
燃
え
て
い

た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
富
士
山
は
ま
だ
見
え
な
か
っ
た
。

　

�　
「
あ
あ
」

　

�　

と
皆
に
訊
か
れ
た
高
級
船
員
が
微
笑
し
て
答
え
た
。

　

�　
「
皆
さ
ん
は
下
の
方
ば
か
り
見
過
ぎ
ま
す
よ
。
も
っ
と
上
を
、

も
っ
と
ず
っ
と
上
を
御
覧
な
さ
い
」

　

�　

そ
こ
で
皆
は
上
を
、
ず
っ
と
、
ず
っ
と
上
の
、
天
の
中
心
の
方

を
見
あ
げ
た
。
す
る
と
力
強
い
山
頂
が
、
い
ま
明
け
な
ん
と
す
る

日
の
光
の
赤
ら
み
の
中
で
、
ま
る
で
不
可
思
議
な
夢ゆ

め

幻
ま
ぼ
ろ
しの

蓮
の

花
の
蕾
の
よ
う
に
、
紅

く
れ
な
い

に
染
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
の

光
景
を
見
た
時
、
皆
は
心
打
た
れ
て
ひ
と
し
く
お
し
黙
っ
た
。
た

ち
ま
ち
永
遠
の
雪
は
黄
色
か
ら
黄こ

金が
ね

へ
と
す
ば
や
く
色
を
変
じ
、

太
陽
の
光
線
が
そ
の
山
頂
に
達
す
る
や
さ
ら
に
白
色
に
変
じ
た
。

日
の
光
は
地
球
の
曲
線
の
上
を
横よ

切ぎ

り
、
影
深
い
山
脈
の
上
を
横

切
り
、
ま
た
星
々
の
上
を
も
横
切
っ
て
来
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
巨
大
な
富
士
の
裾
野
は
依
然
と
し
て
見
え
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
は
す
っ
か
り
逃
げ
去
っ
た
。

お
だ
や
か
な
青
い
光
が
天
空
を
こ
と
ご
と
く
浸
す
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
色い

ろ

彩ど

り
も
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
。
凝
視
す
る
船
客
の
眼
前
に
光

に
満
ち
た
横
浜
湾
が
開
け
た
。
聖
な
る
富
士
の
高
嶺
は
、
限
り
な

い
日
の
光
の
穹

き
ゅ
う

窿り
ゅ
う

の
中
天
に
か
か
っ
て
、
そ
の
裾
野
は
依
然
と

し
て
目
に
見
え
ぬ
ま
ま
、
ま
る
で
白
雪
の
霊
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

　

�　

流
浪
の
旅
か
ら
帰
っ
て
来
た
そ
の
人
の
耳
に
は
、「
あ
あ
、
皆

さ
ん
は
下
の
方
ば
か
り
見
過
ぎ
ま
す
よ
。
も
っ
と
上
を
、
も
っ
と
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ず
っ
と
上
を
御
覧
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
響
き
続
け
た
。
そ
し

て
そ
の
言
葉
は
、
彼
の
胸
中
に
湧
き
あ
が
る
抗
ら
い
が
た
い
、
大

い
な
る
無
限
の
感
動
と
、
い
つ
か
茫
洋
た
る
リ
ズ
ム
を
あ
わ
せ
た
。

す
る
と
す
べ
て
が
ぼ
ー
っ
と
に
じ
ん
だ
。
も
う
空
高
く
の
富
士
の

山
も
、
靄
が
は
れ
る
に
つ
れ
て
青
か
ら
緑
に
色
を
変
じ
つ
つ
ち
か

づ
い
て
き
た
手
前
の
岡
や
小
山
も
、
湾
中
で
混
み
あ
っ
て
い
る
大

小
の
舟
も
、
ま
た
近
代
日
本
の
一
切
の
事
物
も
、
彼
の
眼
に
は
見

え
な
く
な
っ
た

（
（（
（

。

　

そ
し
て
そ
の
時
彼
の
心
に
見
え
た
も
の
、
そ
れ
は
古
き
日
本
だ
っ

た
。
西
洋
に
新
を
求
め
た
彼
が
一
度
は
忘
れ
よ
う
と
つ
と
め
た
も
の
、

一
旦
は
捨
て
去
っ
た
も
の
の
面
影
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
ハ
ー
ン

は
ま
こ
と
に
印
象
深
く
富
士
山
を
描
い
た
。『
あ
る
保
守
主
義
者
』

の
最
終
節
で
は
富
士
山
が
日
本
人
に
対
し
て
持
つ
精
神
史
的
意
味
を

も
は
っ
き
り
と
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
西
洋
人
に
よ
る

神
道
世
界
の
発
見
の
一
つ
に
か
ぞ
え
た
い
。

　

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
（1（（（-19（（

）
は
一
八
九
六
年
中
国
に
着

任
し
た
フ
ラ
ン
ス
外
交
官
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
ま
で
滞
在
し
た
が
、

一
八
九
八
年
に
休
暇
を
と
り
五
月
二
十
八
日
か
ら
四
週
間
日
本
に
遊

ん
だ
。
日
光
山
中
の
杉
に
感
銘
を
受
け
、
そ
れ
を
詩
に
書
い
て
い
る

が
、
神
道
的
雰
囲
気
に
ふ
れ
た
体
験
と
い
え
よ
う
。
一
九
二
一
年
に

は
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て
再
度
日
本
を
訪
れ
る
。
一
九
二
三
年

七
月
、『
日
本
人
の
心
を
訪
れ
る
眼
』
と
い
う
講
演
を
行
な
い
、
日

本
人
が
日
光
の
森
な
ど
で
お
ぼ
え
る
、
理
知
に
は
到
達
し
得
な
い
優

越
者
に
対
す
る
畏
敬
の
念
こ
そ
が
日
本
人
の
宗
教
的
態
度
を
示
す
も

の
だ
、
と
述
べ
、
さ
ら
に
富
士
山
が
日
本
に
と
っ
て
持
つ
意
味
に
も

触
れ
た

（
（（
（

。

　

�　

そ
し
て
、
こ
の
国
土
全
体
の
上
に
、
平
野
や
山
々
、
島
々
や
大

洋
を
み
お
ろ
し
て
聳
え
立
つ
山
が
あ
り
ま
す
。
自
然
が
そ
の
「
創

造
主
」
の
た
め
に
打
ち
立
て
た
最
も
壮
大
な
る
祭
壇
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
、
太
陽
が
人
影
の
見
え
ぬ
海
上
を
長
い
間
進
ん
で
来
た

後
に
い
よ
い
よ
人
間
の
活
躍
す
る
舞
台
の
中
に
そ
の
進
路
を
と
ろ

う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
地
点
を
示
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
里
程
標

の
よ
う
に
、
富
士
山
の
巨
大
な
塊
が
聳
え
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
富
士
山
の
印
象
を
『
百
扇
帖
』
で
は
次
の
詩
に
書
き

留
め
た
。

　

富
士

　

神
の
玉
座
の
ご
と

　

は
か
り
し
れ
ぬ
高
さ
で

　

雲
の
海
に
は
こ
ば
れ
て

　

わ
れ
ら
の
方
へ
と
進
み
く
る
。
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ク
ロ
ー
デ
ル
の
富
士
山
把
握
も
船
で
海
か
ら
横
浜
港
に
近
づ
い
た

人
の
印
象
か
と
思
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
詩
人
ク
ロ
ー
デ
ル
は
富

士
山
を
創
造
主
の
た
め
の
祭
壇
と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
別
の
一
詩

で
は
白
雪
を
ま
と
っ
た
山
を
「
富
士
、
日
本
の
天
使
は
羽
衣
を
ま
と

わ
せ
た
」
と
も
歌
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
は
富
士
山
も
ま
た

キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
讃
え
る
合
唱
団
の
一
員
だ
っ
た
。
ハ
ー
ン
と
ク

ロ
ー
デ
ル
の
二
人
は
富
士
山
が
日
本
人
に
対
し
て
も
つ
宗
教
的
意
味

を
把
握
し
た
。
そ
の
場
合
、
ハ
ー
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
的
偏
見
か
ら
自

由
で
あ
っ
た
か
ら
日
本
の
霊
的
な
世
界
に
共
感
し
や
す
か
っ
た
と
い

え
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
仏
教
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
両
立
し
得
な
い

と
し
て
い
た
が
、
神
道
と
は
共
存
し
う
る
、
と
い
う
見
方
を
し
て
い

た
か
ら
「
富
士
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
玉
座
」
と
い
う
位
置
づ
け
を

し
て
そ
の
存
在
を
讃
え
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
に
原
子
爆
弾
が
落
と
さ
れ
た
直
後
、
ク
ロ
ー
デ
ル

は‘A
dieu,�Japon ’

『
日
本
へ
の
惜
別
』
と
い
う
一
文
を
し
た
た
め
、

『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
に
寄
稿
し
た
。
こ
の
国
の
現
在
の
没
落
の
責
任
を

軍
部
に
求
め
た
が
、
そ
う
述
べ
た
直
後
、

　

�　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
冬
の
夕
闇
の
中
か
ら
く
っ
き
り

と
浮
か
び
上
が
る
富
士
山
の
姿
が
人
間
の
目
に
差
し
示
さ
れ
た
最

も
崇
高
な
光
景
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

（
（（
（

。

　

�　

Cela�n ’em
pêche�pas�que�la�vue�du�Fuji�se�découpant�

sur�un�crépuscule�d ’hiver�est�un�des�spectacles�les�
plus�sublim

es�qui�puissent�être�offerts�au�regard�de�l ’
hom

m
e

（
（（
（

.

　

と
日
本
に
不
滅
の
価
値
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
富
士
に
や
は
り

言
及
し
た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
本
敗
戦
に
先
立
つ
二
十
数

年
前
、
大
正
の
末
年
の
東
京
時
代
、
や
は
り
冬
の
夕
暮
、
西
の
地
平

線
の
富
士
を
眺
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
昭
和
二
十
年
、
そ

の
崇
高
な
景
色
を
思
い
出
し
て
、
そ
こ
に
日
本
の
不
滅
を
認
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
思
い
浮
べ
た
富
士
と
、
敗
戦
後
の
初

冬
の
日
に
私
が
眺
め
た
富
士
と
が
重
な
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
。
ク

ロ
ー
デ
ル
の
感
じ
方
と
私
ど
も
日
本
人
の
感
じ
方
が
重
な
る
と
こ
ろ

が
有
難
く
嬉
し
い
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
一
九
四
五
年
、
日
本
が
滅
び
去

る
こ
と
は
な
い
と
そ
の
廃
墟
か
ら
の
復
興
を
信
じ
て
く
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

今
日
の
日
本
は
、
漱
石
が
明
治
末
年
に
述
べ
た
予
言

（
（（
（

と
異
な
り
、

日
本
人
が
拵
え
た
汽
車
の
方
が
い
ま
や
西
洋
の
汽
車
よ
り
速
く
走
っ

て
い
る
。
だ
が
そ
の
日
本
人
は
自
分
た
ち
の
宗
教
文
化
に
つ
い
て
は

自
己
卑
下
し
て
い
る
の
か
無
自
覚
な
の
か
、
語
る
こ
と
が
い
た
っ
て

少
な
い
。
新
幹
線
の
窓
か
ら
富
士
山
が
見
え
る
時
、
私
は
い
ま
も
や

は
り
あ
る
畏
敬
の
念
を
覚
え
る
。
産
業
化
の
進
ん
だ
今
だ
か
ら
こ
そ
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日
本
の
精
神
文
化
も
世
界
的
な
視
野
の
中
で
比
較
的
に
捉
え
直
し
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

富
士
山
は
日
本
国
の
永
遠
や
日
本
人
の
死
生
と
も
関
係
す
る
霊
峰

で
あ
る
。
祖
国
の
永
遠
を
祈
念
す
る
こ
と
も
や
は
り
宗
教
的
感
情
の

現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
軍
人
の
歌
も
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

紺
青
の
駿
河
の
海
に
聳
え
た
る
紫
匂
ふ
冬
晴
れ
の
富
士

　

こ
れ
は
海
軍
航
空
隊
の
市
丸
利
之
助
少
将
の
一
首
で
、
市
丸
の
こ

の
富
士
讃
歌
は
戦
時
中
に
詠
ま
れ
た
。

　

既
に
し
て
富
士
は
は
る
か
に
遠
ざ
か
り
機
は
一
文
字
南
の
島

　

こ
の
歌
は
昭
和
十
九
年
八
月
市
丸
が
木
更
津
基
地
か
ら
硫
黄
島
へ

向
っ
た
時
の
作
で
、
こ
の
歌
が
市
丸
が
富
士
を
詠
ん
だ
第
八
十
三
番

目
の
最
後
の
作
と
な
っ
た
。
富
士
百
首
は
な
ら
な
か
っ
た

（
（（
（

。
市
丸
司

令
官
は
二
度
と
内
地
に
戻
ら
ず
、
硫
黄
島
で
玉
砕
し
た
か
ら
で
あ
る
。

死
を
覚
悟
し
た
軍
人
は
祖
国
の
永
遠
を
祈
念
し
て
「
富
士
秀
で
桜
花

咲
く
天
皇
の
国
」（
市
丸
利
之
助
、
正
述
心
緒
の
歌
の
下
の
句
）
の
た
め

に
戦
場
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
に
湛
え
ら
れ
た
美
的

な
感
情
も
、
雄
雄
し
い
覚
悟
も
、
広
い
意
味
で
の
宗
教
的
感
情
の
現

わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
（（
（

。

註（
1
）　� “Shintō,�so�often�spoken�of�as�a�religion,�is�hardly�

entitled�to�that�nam
e�even�in�the�opinion�of�those�

w
ho,�acting�as�its�offi

cial�m
outhpieces�today,�desire�to�

m
aintain�it�as�a�patriotic�institution.�It�has�no�set�of�

dogm
as,�no�sacred�book,�no�m

oral�code.[...]�Shintō�had�
no�root�in�itself,�being�a�thing�too�em

pty�and�jejune�to�
influence�the�hearts�of�m

en[.] ”�Basil�H
all�Cham

berlain,�
T

hings Japanese,�article�Shintō,�(1（90,�reprint�Y
ushodo)

（
（
）　� “A

s�com
pared�w

ith�the�great�religions�of�the�w
orld,�

Shinto,�the�old�K
am

i�cult�of�Japan,�is�decidedly�
rudim

entary�in�its�character.�Its�polytheism
,�the�w

ant�
of�a�Suprem

e�D
eity,�the�com

parative�absence�of�im
ages�

and�of�a�m
oral�code,�its�feeble�personifications�and�

hesitating�grasp�of�the�conception�of�spirit,�the�practical�
non-recognition�of�a�future�state,�and�the�general�
absence�of�a�deep,�earnest�faith―

all�stam
p�it�as�perhaps�

the�least�developed�of�religions�w
hich�have�an�adequate�

literary�record. ”�W
illiam

�G
eorge�A

ston,�Shintō: T
he 

W
ay of the G

ods,�(London:�Longm
ans,�190（)�pp.I-II.

（
（
）　�

本
居
宣
長
は
そ
の
種
の
こ
ち
た
き
道
学
者
風
の
批
判
を
す
る
限
り

は
人
情
も
わ
か
ら
ず
文
学
の
楽
し
み
も
あ
り
得
な
い
と
し
た
。
も

の
の
あ
わ
れ
の
世
界
は
、
そ
の
よ
う
な
道
学
者
的
な
倫
理
的
硬
直

化
を
排
し
て
こ
そ
、
正
確
に
感
受
し
得
る
。
そ
の
よ
う
な
見
地
に

立
つ
な
ら
、「
道
徳
規
範
が
比
較
的
に
欠
け
て
い
る
」
が
、
根
本

に
清
ら
か
さ
を
求
め
る
倫
理
感
情
・
審
美
感
情
の
あ
る
神
道
の
「
未
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発
達
」
状
況
が
、
逆
に
評
価
さ
れ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
佐
伯

彰
一
『
神
道
の
こ
こ
ろ
』（
日
本
教
文
社
、
一
九
八
九
）
中
の
『
源

氏
物
語
』
論
に
は
そ
の
種
の
可
能
性
す
ら
看
取
さ
れ
る
。

（
4
）　� “w

hen�you�rem
em

ber�that�m
illions�of�people�during�

thousands�of�years�have　

w
orshiped�their�great�dead�

before�such�yashiro―
that�a�w

hole�race�still�believes�
those�buildings�tenanted�by�view

less�conscious�
personalities―

you�are�apt�also�to�reflect�how
�diffi

cult�
it�w

ould�be�to�prove�the�faith�absurd.�N
ay!�in�spite�

of�O
ccidental�reluctances......you�m

ay�very�likely�find�
yourself�for�a�m

om
ent�forced�into�the�attitude�of�

respect�tow
ard�possibilities. ”�Lafcadio�H

earn,� “A
�Living�

God ”,�G
leanings in Buddha-Fields.�

（
（
）　�T

oda,�M
.,� “T

he�W
estern�A

pproach�T
o�Shinto ”�in�

H
irakaw

a�ed.,�R
ediscovering L

afcadio H
earn�(U

.K
.:�

Global�O
riental,�1997)pp.（（（-（41.

（
（
）　�R

ediscovering Lafcadio H
earn

を
国
際
基
督
教
大
学
で
教
え

たGeorge�H
ughes

教
授
に
よ
る
と
、
こ
の
論
集
中
で
主
と
し

て
米
国
人
か
ら
成
る
外
国
人
学
生
の
興
味
を
も
っ
と
も
引
い
た
の

は
遠
田
論
文
で
あ
る
と
い
う
。

（
7
）　�

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
博
士
が
高
校
生
の
時
、
ハ
ー
ン
に
惹
か

れ
て
日
本
研
究
に
入
り
、
ハ
ー
ン
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、『
国
文
学
』
学
燈
社
、
二
〇
〇
四
年
十
月
、「
特
集=

没
後

百
年
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」
号
に
筆
者
が
紹
介
し
た
。

（
（
）　�

近
年
の
研
究
書
に
はH

elen�H
ardacre,�Shintō and the State, 

1868-1988,(Princeton�U
niversity�Press,�19（9)

が
あ
る
。�

彼
女
は
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
日
本
の
国
家
神
道
な
る
も
の
を

説
明
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

��T
he�last�days�of�State�Shintō�w

ere�the�years�of�
W

orld�W
ar�II.�D

uring�this�tim
e�Shintō�provided�

indispensable�ideological�support�to�im
perial�Japan.�

T
he�em

peror�w
as�called�a� “divine�em

peror ”�(akitsu 
m

i kam
i)�or� “kam

i�in�hum
an�form

”�(arahitogam
i).�

Public�school�textbooks�prom
oted�the�idea�of�the�

divine�origins�of�the�nation�and�the�descent�of�the�
em

peror�and�the�people�from
�Shintō�kam

i.�T
he�

idea�of�the� “eight�corners�of�the�w
orld�under�one�

roof ”�(hakkō ichiu)�w
as�interpreted�to�m

ean�that�
the�Japanese�w

ere�superior�people�w
ith�a�m

ission�
to�rule�the�entire�w

orld.�B
y�the�w

ar ’s�m
idpoint�

m
ore�than�1,（00,000�w

ar�dead�had�been�enshrined�
as�national�kam

i�in�the�Y
sukuni�Shrine�and�there�

received�im
perial�rites.(pp.40-41)

　

こ
の
よ
う
な
記
述
の
日
本
観
に
も
お
そ
ら
く
三
分
の
理
は
あ

る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
誤
解
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
混
じ
っ
て
い

る
。「
あ
き
つ
み
か
み
」
も
「
あ
ら
ひ
と
が
み
」
も
『
万
葉
集
』

の
昔
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
美
辞
的
表
現
で
、
第
二
次
大
戦
中
に
強

調
さ
れ
た
と
は
い
え
、
特
別
に
作
ら
れ
た
表
現
で
は
な
い
。「
八

紘
一
宇
」
と
い
う
言
葉
は
私
も
小
学
生
と
し
て
習
っ
た
が
、
そ
れ

が
「
日
本
民
族
が
他
に
優
越
し
た
全
世
界
を
支
配
す
る
使
命
を
帯

び
た
国
民
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
な
ど
と
は
戦
争
中
も
教

わ
っ
た
覚
え
は
ま
っ
た
く
無
い
。「
八
紘
一
宇
」
は
む
し
ろ
「
人

類
み
な
兄
弟
」
に
近
い
語
感
で
あ
っ
た
。
日
本
が
ア
ジ
ア
で
指
導

的
立
場
に
立
つ
と
い
う
の
は
当
時
の
ア
ジ
ア
で
は
ほ
か
に
西
洋
帝
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国
主
義
に
拮
抗
で
き
る
独
立
国
が
な
か
っ
た
以
上
、
い
た
っ
て
す

な
お
な
発
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
の
は
言
い
様
で
、「
八
紘
一

宇
」
の
語
に
つ
い
て
も
ハ
ー
デ
イ
カ
ー
の
よ
う
な
日
本
批
判
的
な

解
釈
は
、
戦
時
中
の
米
国
の
反
日
宣
伝
の
決
り
文
句
が
戦
後
も
生

き
続
け
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、cliché

と
な
っ
て
い
る
。
な

お
ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ
れ
た
神
道
案
内
と
も
い
う
べ
き
書
物
に
は

Ernst�Lokow
andt,�Shintō, E

ine E
inführung�(M

ünchen:�
Iudicium

�V
erlag,�（001)

が
あ
る
。

（
9
）　

野
本
寛
一
「
日
本
人
の
景
観
信
仰
」『
文
藝
春
秋
「
心
の
時
代
を

生
き
る　

日
本
人
と
宗
教
」』
二
〇
〇
七
年
夏
季
号
、pp（（-（（.

（
10
）　

井
上
順
孝
氏
は
『
神
道
入
門
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
六
）
で

神
道
解
釈
が
論
者
に
よ
っ
て
独
断
的
に
な
り
や
す
い
こ
と
、
に
注

意
を
発
し
て
い
る
が
、
景
観
信
仰
を
神
道
の
一
部
と
考
え
る
こ
と

は
「
神
道
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
」

と
は
思
わ
な
い
。

（
11
）　
『
日
本
へ
の
冬
の
旅
』『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
』
第
一

巻
（
恒
文
社
、19（0

）pp.4（（-4（7.

原
英
文
はLafcadio�H

earn,�
A

m
erican M

iscellanies,�(London:H
einem

ann,�19（4)�vol.II,�
pp.（（（-（（（.

（
1（
）　
『
あ
る
保
守
主
義
者
』、
小
泉
八
雲
『
日
本
の
心
』（
講
談
社
学
術

文
庫�1990

）�pp.1（9-1（1.

（
1（
）　
『
日
本
人
の
心
を
訪
れ
る
目
』
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
『
朝
日
の

中
の
黒
い
鳥
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
内
藤
高
訳
、19（（

）p.（（.

（
14
）　�『
日
本
へ
の
惜
別
』、ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
『
朝
日
の
中
の
黒
い
鳥
』

（
講
談
社
学
術
文
庫�19（（

）p.（（（.

（
1（
）　�Paul�C

laudel,� ‘A
dieu,�Japon! ’�Œ

uvre en P
rose,�éd.�

Pléiade�

（Paris:�Gallim
ard,�19（（

）�p.11（（.

（
1（
）　�

平
川
祐
弘
『
漱
石
の
師
マ
ー
ド
ッ
ク
先
生
』（
講
談
社
学
術
文
庫�

19（4

）pp.11（-119.

（
17
）　�『
市
丸
利
之
助
歌
集
』
は
二
〇
〇
六
年
、
郷
土
佐
賀
の
出
門
堂
か

ら
書
物
の
形
で
世
に
出
た
。

（
1（
）　�

本
論
文
に
関
連
し
た
著
書
に
平
川
祐
弘
『
西
洋
人
の
神
道
観

―

富
士
山
に
日
本
人
の
霊
性
を
見
た
ハ
ー
ン
と
ク
ロ
ー
デ
ル
』

（
皇
學
館
大
學
出
版
部�（00（

）、
平
川
祐
弘
『
破
ら
れ
た
友
情

―

ハ
ー
ン
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
日
本
理
解
』（
新
潮
社�19（7

）

pp.1（（-（1（

、
論
文
に
平
川
祐
弘
『
ハ
ー
ン
と
ク
ロ
ー
デ
ル
が
見

た
「
神
の
国
」』、『
比
較
文
学
研
究
』
第
八
十
五
号
（
す
ず
さ
わ

書
店�（00（

）pp.4-（7

が
あ
る
。
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
多
い

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）




