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一
、〝
欧
米
か
ら
み
た
神
道
〟
と
い
う
視
点
の
有
用
性

外
国
人
に
よ
る
日
本
論
の
類
は
種
々
多
々
あ
る
が
、
明
治
初
期
、

来
日
外
国
人
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
日
本
の
宗
教
の
研
究
だ
っ

た
。た

と
え
ば
、
英
国
外
交
官
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
は
、
外
国
人

に
よ
る
初
の
本
格
的
な
神
道
論
と
い
え
る
「
伊
勢
の
神
道
の
社
」

（
一
八
七
四
年
）
を
皮
切
り
に
、『
古
神
道
の
復
興
』（
一
八
七
五
年
）、

英
訳
『
延
喜
式
』（
一
八
七
八
～
八
一
年
）
を
発
表
し
た
。
日
本
に

三
十
八
年
間
滞
在
し
た
英
国
人
研
究
者
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
も
、
そ
の
代
表
作
『
日
本
事
物
誌
』（
一
八
九
〇
年
）
よ
り

先
に
『
古
事
記
』
を
英
訳
し
て
い
る
（
一
八
八
二
年
）。
そ
し
て
英

国
外
交
官
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
は
、『
日
本
書
紀
』
の

英
訳
（
一
八
九
六
年
）
に
次
い
で
、そ
の
研
究
を
『
神
道
』（
一
九
〇
五

年
）
に
ま
と
め
た
。

こ
う
し
た
錚
々
た
る
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
の
面
々
が
、
日
本
人
の

宗
教
生
活
に
特
に
注
目
し
、
な
か
で
も
神
道
に
つ
い
て
熱
心
に
論
じ

た
の
は
、
お
よ
そ
文
化
の
根
源
に
あ
る
の
は
宗
教
だ
と
い
う
共
通
認

識
の
も
と
、
異
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
の
宗
教
を
理
解
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
日

本
固
有
の
神
道
こ
そ
日
本
理
解
の
鍵
と
み
な
し
て
、研
究
を
試
み
た
。

一
方
、
彼
ら
外
国
人
が
神
道
を
ど
う
と
ら
え
た
か
、
西
洋
の
視
点

に
よ
る
神
道
評
価
は
、
明
治
以
降
、
西
洋
文
明
に
対
峙
し
近
代
化
を

「
神
道
・
皇
室
研
究
会
」
報
告

欧
米
か
ら
み
た
神
道

牧

野

陽

子

（
成
城
大
学
名
誉
教
授
）
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は
か
っ
た
日
本
人
自
身
に
と
っ
て
も
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題

と
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
者
の
目
に
よ
っ
て
、
日
本
的
特

質
が
逆
に
は
っ
き
り
と
照
ら
し
出
さ
れ
、
と
同
時
に
、
西
洋
の
視
点

を
通
し
た
宗
教
を
め
ぐ
る
言
説
の
問
題
点
も
見
え
て
く
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
二
十
一
世
紀
に
あ
っ
て
、
日
本
古
来
の
宗

教
的
感
性
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

も
、
以
下
、
西
洋
の
視
点
を
介
し
た
神
道
理
解
が
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
か
、
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う
。

二
、
西
洋
人
の
神
道
観
―
三
つ
の
疑
問
点

神
道
に
関
す
る
当
時
の
西
洋
の
代
表
的
な
見
解
は
、
先
述
の
バ
ジ

ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
『
日
本
事
物
誌
』
の
中
に
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話
や
漠
然
と
し
た
祖

先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
り
、
い

ま
な
お
改
変
し
た
形
で
存
在
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
宗
教
と
し

て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名
に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど

な
い
。
神
道
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖
な

書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
。（It has no set of dogm

as, 

no sacred book, no m
oral code.

）。
…
…
六
世
紀
の
半
ば

に
仏
教
が
渡
来
す
る
と
、
…
…
神
道
の
宗
教
と
し
て
の
成
長
は

停
止
す
る
。
仏
教
の
形
而
上
学
が
深
淵
で
あ
り
、
儀
式
は
華
麗

を
き
わ
め
、
道
徳
体
系
は
非
常
に
高
度
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

神
道
の
貧
弱
な
組
織
に
は
何
ら
効
果
的
な
抵
抗
が
で
き
な
か
っ

た
。
国
民
の
宗
教
的
感
情
は
、
あ
げ
て
敵
方
の
手
に
帰
し
た
。

…
…
神
道
自
体
は
根
無
し
草
で
あ
っ
た
の
で
、
…
…
あ
ま
り
に

も
空
虚
で
貧
弱
な
も
の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
…
…
（「
神
道
」『
日
本
事
物
誌（

（
（

』）

つ
ま
り
、「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に

も
シ
ン
プ
ル
で
、
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、
宗
教
と
し
て
の
内

実
が
な
い
、
と
い
う
の
が
、
彼
ら
が
共
有
す
る
否
定
的
認
識
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ス
ト
ン
も
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
論
を
確
認
す
る

か
の
よ
う
に
、

「
日
本
人
は
、
あ
る
特
別
の
場
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
が
ど
う
い
う

神
な
の
か
、
ほ
と
ん
ど
気
に
か
け
な
い
。」

「
神
道
に
は
最
高
神
が
な
く
…
…
神
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
で
、
道
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徳
的
規
範
も
な
い
。
そ
し
て
、
霊
の
概
念
の
把
握
が
定
か
で
な
い
。

死
後
の
来
世
の
状
態
の
認
識
が
な
い（

2
（

。」
と
神
道
に
な
い
も
の
を
列

挙
し
た
。

彼
ら
は
自
ら
の
宗
教
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
、
神
道

に
は
〝
彼
ら
の
考
え
る
宗
教
〟
に
あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
、
そ
れ
ゆ

え
〝
宗
教
〟
と
は
い
え
な
い
、
と
決
め
つ
け
た
の
だ
と
い
え
る
。
仏

教
が
入
っ
て
以
来
、
神
道
は
す
っ
か
り
力
を
失
っ
て
い
る
、
や
が
て

滅
び
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
、
極
め
て
否
定
的
な
評
価
で
あ
り
、
神
社

建
築
に
つ
い
て
も
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的

な
日
本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」「
神
社
は
茅
葺
の

屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、
内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日

本
事
物
誌
』）
と
述
べ
、
伊
勢
神
宮
は
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

神
道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
大
い
に
疑
わ

し
い
」「
檜
の
白
木
、
茅
葺
き
の
屋
根
。
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古
さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」同
）

と
断
じ
た
。
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
な
神
道
・
神
社
観
は
ほ
と
ん
ど
パ

タ
ー
ン
化
し
て
、
多
く
の
外
国
人
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
西
洋
人
の
神
道
論
に
対
し
て
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

ー
ン
（
帰
化
名
：
小
泉
八
雲
）
が
、「
神
道
の
源
泉
を
書
物
ば
か
り

に
求
め
て
い
て
も
だ
め
だ
、
現
実
の
神
道
は
、
書
物
の
な
か
に
生
き

て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
生
活
の
な
か
、
心
の
裡
に

息
づ
い
て
い
る
の
だ（

（
（

。」（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と

反
論
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

だ
が
、
同
時
に
ハ
ー
ン
は
、「
サ
ト
ウ
氏
も
い
う
よ
う
に
、
神
道

と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
明
確
な
答
え
を
与
え
る
の
は
難
し
い（

4
（

」

（「
家
庭
の
祭
屋
」
同
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
西
洋
の
宗
教
観
で
は
神

道
が
理
解
し
に
く
い
こ
と
を
、
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
繰
り
返

し
指
摘
し
た
。
最
後
の
著
作
『
日
本
―
―
一
つ
の
解
明
』（
一
九
〇
四

年
）
も
、
第
一
章
は
、「
理
解
の
難
し
さ
」（D

iffi
culties

）
と
題
さ

れ
て
い
る
。

で
は
、
何
が
分
か
り
に
く
い
の
か
。
西
洋
視
点
か
ら
の
神
道
に
対

す
る
根
本
的
疑
問
は
三
つ
に
整
理
で
き
る
。

①
神
と
自
然
と
人
間
の
関
係　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
前
述
の
通
り
、
神
道
と
は
「
漠
然
と
し
た
祖

先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」
か
ら
な
る
、
と
規
定
し
た
。
続
け
て
、〝
理

論
が
な
い
〟、〝
聖
典
が
な
い
〟、〝
規
範
が
な
い
〟
と
述
べ
て
い
る
の

で
、
逆
に
い
え
ば
、
当
時
の
西
洋
人
に
と
っ
て
「
先
祖
」
と
「
自
然
」

と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
二
つ
の
対
象
を
崇
め
、
祈
る
対
象
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
体
系
的
に
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
な
く
て
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は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、創
造
主
で
あ
る
「
絶

対
神
」
と
、
被
創
造
物
で
あ
る
「
人
間
や
自
然
」
は
、
厳
然
と
区
別

さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
神
か
ら
霊
魂
を
与
え
ら
れ
た
「
人
間
」（
つ

ま
り
先
祖
）
と
そ
う
で
は
な
い
「
自
然
」
の
間
も
区
別
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
互
い
に
距
離
感
が

あ
る
は
ず
の
「
自
然
」「
人
間
」「
神
」
の
三
者
の
関
係
が
、
日
本
の

神
道
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
納
得
で
き
な
い
、
分
か
り
に
く

い
、
と
な
る
。

「
先
祖
」
と
「
自
然
」
の
う
ち
、
自
然
崇
拝
の
ほ
う
は
、
ま
だ
い
い

の
だ
ろ
う
。
自
然
の
神
秘
や
美
に
人
間
を
超
え
た
何
か
を
み
い
だ
す

感
性
は
理
解
で
き
る
わ
け
で
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
外
交

官
で
も
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
や
ド
イ
ツ
の
建
築
家
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
な
ど
は
、
日
本
の
自
然
観
と
美
意
識
に
神
道
の
宗
教
的

感
性
を
認
め
て
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
近
年
は
、
杜
に
囲
ま
れ
た
神
社
空
間
が
〝
自
然
と
の
親
和
性

〟
の
象
徴
で
あ
る
と
評
さ
れ
、
神
道
が
〝
自
然
と
の
共
生
〟
の
宗

教
で
あ
る
こ
と
に
新
た
な
意
味
を
み
い
だ
す
海
外
の
論
者
も
い
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
在
住
の
あ
る
英
国
人
研
究
者
に
よ
る“

Green 

Shinto”

な
る
英
文
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.greenshinto.com
/

w
p/

）
は
、
そ
の
Ｈ
Ｐ
に“

dedicated to the prom
otion of an 

open, international and environm
ental Shinto”

と
標
榜
し

て
い
る
。

し
か
し
、
先
祖
崇
拝
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
で
は
到

底
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
先
祖
つ
ま
り
、

人
間
を
〝
神
〟
に
す
る
と
は
、
創
造
主
で
あ
る
「
主
な
る
神
」
と
、

被
創
造
物
で
あ
る
「
人
間
」
の
二
者
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
宗
教
と

し
て
の
根
本
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

②
霊
魂
の
ゆ
く
え

第
二
に
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
ア
ス
ト
ン
の
い
う
よ
う
に
、
死
後

の
霊
の
状
態
が
不
明
確
だ
、
一
番
大
切
な
こ
と
が
あ
い
ま
い
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、死
後
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
、

救
い
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
魂
の
救
い
に
つ
い
て
何
も
明
示
さ
れ
て

い
な
い
、
と
彼
ら
は
考
え
た
。

③
道
徳

そ
し
て
、
第
三
に
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
ア
ス
ト
ン
も
難
じ
た
よ
う 

に
、人
々
が
従
う
べ
き
〝
規
律
〟
の
明
示
が
な
い
、と
い
う
こ
と
は
、〝
道 

徳
、
倫
理
〟
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
た
こ
と
で



167　　　欧米からみた神道

あ
る
。

三
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
神
道
理
解

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
そ
う
し
た
疑
問
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

神
道
の
〝
宗
教
〟
と
し
て
の
本
質
を
解
明
し
、
示
そ
う
と
し
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』『
東
の
国
か
ら
』『
心
』『
怪
談
』
を
は

じ
め
、
ハ
ー
ン
の
数
々
の
作
品
集
に
は
、
日
本
の
民
俗
、
民
間
宗
教
、

伝
説
、
民
話
、
怪
談
な
ど
、
庶
民
の
宗
教
的
感
性
が
豊
か
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
ハ
ー
ン
は
ま
ず
は
人
々
の
暮
ら
し
の
な
か
に
入
っ
て
い

く
こ
と
で
、
神
道
の
宗
教
的
感
覚
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
寺
や
神

社
の
境
内
で
遊
ぶ
子
供
た
ち
（「
地
蔵
」
他
）
や
盆
踊
り
（「
盆
踊
り
」

「
日
本
海
の
ほ
と
り
で
」他
）、朝
日
に
柏
手
を
打
つ
人
々
の
姿（「
神
々

の
国
の
首
都
」）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、

そ
こ
に
息
づ
く
も
の
の
実
感
を
提
示
し
た
。
教
義
や
思
想
で
は
な
い

幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風
土
を
、
ま
ず
示
そ
う
と
し
た

と
い
え
る
。

そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、「
神
道
こ
そ
は
日
本
民
族
の
感
情
生
活
の
総

和
で
あ
り
、日
本
の
魂
な
の
で
あ
る
」（「
家
庭
の
祭
屋
」）
と
考
え
た
。

最
後
の
著
作
『
日
本　

解
釈
の
試
み
』（
一
九
〇
四
）
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
著
作
家
が
日
本
の
国
民
宗
教
は
仏
教
の
圧
倒
的

勢
力
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
弱
さ
を
露
呈
し

た
、
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
日
本
の
社
会
史
全
体
が
、

そ
の
ま
っ
た
く
逆
を
証
明
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

…
…
第
一
に
仏
教
は
、
家
の
祭
祀
を
保
存
し
、
そ
の
形
を
少
し

変
え
た
だ
け
だ
っ
た
。
第
二
に
氏
神
の
祭
祀
に
取
っ
て
か
わ
る

こ
と
な
く
、
こ
れ
を
維
持
し
た
。
第
三
に
皇
室
の
祭
祀
に
干
渉

し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
つ
の
形
の
―
す
な
わ
ち
、

家
と
地
域
と
国
家
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
こ
そ
が
、
神
道
の
精
髄

の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
仏
教
の
長
年
の
重
圧
迫
の
も
と
で
、

こ
の
太
古
の
信
仰
の
根
本
は
少
し
も
揺
る
が
ず
、
い
わ
ん
や
破

壊
さ
れ
る
こ
と
な
ど
一
切
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

5
（

。

ハ
ー
ン
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
仏
教
優
位
説
を
否
定
し
、「
日

本
文
化
の
根
幹
を
な
す
の
は
神
道
」
で
あ
り
、「
日
本
人
の
精
神
性

の
根
幹
に
は
祖
先
信
仰
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス

ト
教
の
視
点
か
ら
は
最
も
違
和
感
を
覚
え
る
先
祖
崇
拝
こ
そ
が
「
神

道
の
精
髄
の
す
べ
て
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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な
お
、
ハ
ー
ン
が
〝
神
道
〟
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
中
世
で
は

仏
教
に
、
明
治
以
降
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
構
築
さ
れ
浮
上
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
神
道

思
想
を
い
う
の
で
は
な
く
、
仏
教
以
前
に
遡
及
し
、
古
代
よ
り
継
承

さ
れ
た
地
下
水
脈
の
よ
う
な
世
界
観
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
は

断
っ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
庶
民
の
心
に
根
付
い
て
き
た
自
然
観
と
神

仏
習
合
と
先
祖
崇
拝
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
序
文
）
に
つ
い

て
、
先
に
あ
げ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
否
定
的
見
解
と
疑
問
に
ど
う

答
え
う
る
の
か
。
ハ
ー
ン
は
、
風
景
の
な
か
に
点
在
す
る
神
社
と
家

の
中
の
神
棚
に
つ
い
て
思
索
を
重
ね
た
。
か
り
に
神
道
に
教
義
や
テ

キ
ス
ト
、
道
徳
律
な
ど
が
無
い
と
し
て
も
、
全
国
津
々
浦
に
確
か
に

存
在
し
て
い
る
の
が
神
社
と
い
う
宗
教
建
築
で
あ
り
、
人
々
は
お
参

り
を
す
る
。
そ
し
て
ど
の
家
庭
に
も
神
棚
と
仏
壇
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ハ
ー
ン
は
神
社
と
、
神
社
を
取
り
巻
く
空
間
を
見
つ
め
、
家
庭

の
祭
壇
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
神
道
の
社
会
お
よ
び
個
人
に

お
け
る
宗
教
的
機
能
、
い
い
か
え
れ
ば
、
先
祖
崇
拝
が
い
か
な
る
宗

教
空
間
を
な
し
、
人
を
宗
教
的
に
支
え
て
い
る
か
、
理
解
を
深
め
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
ハ
ー
ン
が
と
ら
え
た
日
本
の
宗
教
的
感
性
が
近
代
化
の
過

程
で
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
日
本
の
近
代
―
―
日
本
人
の
〈
心
〉
を
み
つ
め
て
』

（
新
曜
社
、
二
〇
二
〇
年
）
に
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
本
節
で
は
そ
の
な
か
の
一
章

「
神
社
の
姿
―
―“

A
 Living God”

と
ケ
ル
ト
の
風
」
の
一
部
か

ら
要
点
だ
け
述
べ
る
。

ハ
ー
ン
は
横
浜
周
辺
の
神
社
仏
閣
を
は
じ
め
、
松
江
で
は
出
雲
大

社
や
八
重
垣
神
社
、
美
保
神
社
な
ど
も
た
ず
ね
、
名
も
な
き
小
さ
な

お
宮
や
お
社
に
も
目
を
留
め
た
。
そ
し
て
神
社
に
対
す
る
ハ
ー
ン
の

理
解
は
、
三
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
、
深
ま
っ
て
い
く
。
神
社
に
至
る

参
道
、
神
社
の
形
、
そ
し
て
神
社
に
祀
ら
れ
る
神
で
あ
る
。

①
神
社
に
至
る
参
道

「
旅
の
日
記
か
ら（

6
（

」（『
心
』、
一
八
九
六
年
）
は
京
都
旅
行
の
記
録

だ
が
、
そ
の
な
か
の
短
い
一
節
で
、
ハ
ー
ン
は
神
社
の
参
道
の
魅
力

に
つ
い
て
、「
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
も
の
の
中
で
も
最
も
美

し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
の
、
…
聖
な
る
高
い
場
所
に
近
づ
い
て
行

く
道
で
あ
る
。」
と
述
べ
始
め
る
。
ハ
ー
ン
は
参
拝
の
道
を
山
の
中

の
上
り
道
と
し
て
描
く
。
緩
や
か
な
坂
道
に
始
ま
り
、
巨
木
が
聳
え

る
鬱
蒼
た
る
森
の
な
か
を
「
登
っ
て
、
登
っ
て
、
登
っ
て
」
い
く
。
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上
り
な
が
ら
精
神
も
高
揚
し
期
待
も
膨
ら
む
わ
け
だ
が
、
そ
の
到
達

点
に
現
わ
れ
る
の
は
、「
小
さ
な
、
中
は
空
っ
ぽ
の
白
木
造
り
の
社
、

つ
ま
り
神
道
の
お
宮
」
で
あ
る
。
人
は
そ
の
「
空
虚
」（em

ptiness

）

に
包
ま
れ
て
驚
く
。
参
拝
の
道
は
「
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る

階
段
」（the W

ays that go to N
ow

here and the Steps that 

lead to N
othing

）
な
の
だ
と
ハ
ー
ン
は
言
う
。
い
わ
ば
、
自
然
の

な
か
で
人
間
が
人
工
的
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空

間
を
、
神
社
に
い
た
る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン

は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も
の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も

の
」（ghostliness itself

）
だ
と
し
た
。

ハ
ー
ン
の
こ
の
記
述
が
、
神
社
の
簡
素
さ
を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
ら
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
つ

ま
り
こ
の
空
虚
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
建
築
の
必
須
条

件
た
る
聖
像
な
ど
の
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て
構
築
さ
れ
た
表

象
物
を
あ
え
て
排
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
無
に
至
る
階

段
」
に
み
ら
れ
る
精
神
の
動
き
と
は
、
高
み
へ
と
の
ぼ
り
、
そ
の
到

達
点
に
極
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
営
み
自
体
か
ら
解
放
さ

れ
て
、再
び
大
地
の
懐
へ
と
戻
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
だ
と
い
え
る
。

②
神
社
の
形

さ
ら
に
神
社
の
形
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
は
「
生
神
様（

（
（

」（『
仏
の
畑

の
落
ち
穂
』、
一
八
九
七
年
）
と
い
う
作
品
で
こ
う
描
い
た
。

典
型
的
な
神
社
の
社
殿
は
、
塗
料
を
用
い
な
い
、
白
木
で
出

来
た
長
方
形
の
窓
の
な
い
建
物
で
、
そ
の
上
に
深
く
急
勾
配
の

屋
根
が
の
っ
て
い
る
。
正
面
は
切
妻
の
壁
で
、
永
遠
に
閉
ざ
さ

れ
た
扉
の
上
の
部
分
は
木
製
の
格
子
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
通
常
、
直
角
に
交
叉
す
る
木
格
子
を
し
っ
か
り
と
組
合
せ

た
も
の
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
場
合
、
建
造
物
は
地
面
よ
り
多

少
上
に
、木
の
柱
で
持
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
正
面
か
ら
見
る
と
、

奇
妙
に
尖
っ
た
屋
根
と
、
中
世
の
兜
の
面
頬
に
似
た
格
子
の
隙

間
と
、
切
妻
の
先
端
か
ら
高
々
と
突
き
出
た
千
木
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
か
ら
の
旅
人
に
は
あ
る
種
の
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
屋
根
の
出

窓
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
冒
頭
の
神
社
描
写
は
、
あ
る
意
味
、
意
表
を
つ
く
も
の
だ
と

い
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
言
う
よ
う
な
、
た
だ
古

い
だ
け
の
原
始
的
な
小
屋
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
よ
く

い
わ
れ
る
〝
自
然
と
の
親
密
な
関
係
〟
を
表
す
と
い
う
の
で
も
な
い
。
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ハ
ー
ン
が
描
く
の
は
、
屋
根
の
勾
配
の
非
常
な
き
つ
さ
、
永
遠
に
閉

ざ
さ
れ
た
扉
、
直
角
に
交
わ
る
角
材
、
そ
し
て
空
へ
と
高
々
と
聳
え

立
つ
千
木
の
直
線
な
の
で
あ
る
。
直
線
、
直
角
、
鋭
角
、
鎧
、
天
へ

の
志
向
。
ハ
ー
ン
は
ま
ず
神
社
建
築
の
人
為
性
を
指
摘
す
る
。
そ
こ

に
、
手
つ
か
ず
の
〝
自
然
〟
と
は
対
極
的
な
人
間
の
意
志
を
見
る
。

ゴ
シ
ッ
ク
様
式
を
連
想
す
る
の
も
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
様

式
の
な
か
で
も
、
特
に
天
を
志
向
す
る
宗
教
的
意
思
の
象
徴
だ
か
ら

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
ー
ン
は
こ
う
続
け
る
。

人
工
的
な
彩
色
は
一
切
な
く
、
檜
の
白
い
木
肌
は
、
雨
と
陽

に
さ
ら
さ
れ
、
す
ぐ
に
灰
色
に
な
る
。
そ
れ
は
自
然
界
に
だ
け

見
ら
れ
る
色
合
い
で
光
と
水
の
作
用
に
よ
っ
て
、
樺
の
よ
う
な

銀
灰
色
か
ら
、ま
る
で
玄
武
岩
の
よ
う
な
薄
墨
色
に
至
る
ま
で
、

千
変
万
化
の
彩
り
を
見
せ
る
。
そ
う
い
う
色
と
形
だ
か
ら
、
人

里
離
れ
た
田
舎
に
ぽ
つ
り
と
在
る
神
社
な
ど
、
到
底
、
大
工
が

建
て
た
人
工
物
と
は
思
え
ず
、
す
っ
か
り
風
景
に
融
け
こ
ん
で

い
る
か
ら
―
―
岩
や
樹
木
と
同
じ
自
然
の
一
部
の
よ
う
に
見
え

る
こ
と
が
あ
る
。
ま
る
で
こ
の
国
の
古
の
神
で
あ
る
大お

お

地つ
ち
の

神か
み

が

そ
の
ま
ま
姿
を
顕
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

「
彩
色
さ
れ
な
い
」
白
木
も
、
そ
の
前
段
の
建
築
様
式
の
描
写
を
み

た
後
で
は
、
原
始
的
で
技
術
が
な
い
た
め
に
採
色
さ
れ
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
意
図
的
に
選
び
取
ら
れ
た
技
法
な
の
だ
と
わ
か
る
。
そ
し

て
「
雨
」
と
「
陽
」
に
さ
ら
さ
れ
た
結
果
、
木
々
や
岩
と
同
じ
よ
う

に
景
色
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
の
様
は
ま
る
で
大
地
の
神

の
顕
現
の
よ
う
だ
と
ハ
ー
ン
は
言
う
。
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
建
物

の
形
の
人
為
性
が
そ
ぎ
お
と
さ
れ
て
い
き
、
や
が
て
神
社
そ
の
も
の

が
自
然
と
一
体
化
し
た
の
だ
、
と
。
こ
こ
で
、
神
社
が
一
体
化
す
る

の
は
大
地
の
神
で
あ
っ
て
、
天
の
神
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い

と
思
う
。
つ
ま
り
神
社
の
建
築
様
式
に
み
ら
れ
る
、
直
線
的
な
上
へ

と
向
か
う
動
き
は
天
へ
昇
華
す
る
の
で
は
な
く
、
大
地
へ
と
戻
る
の

で
あ
る
。
人
間
が
高
み
を
め
ざ
し
、
あ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
あ
る
時
間

を
へ
て
、
大
地
に
回
収
さ
れ
る
。
先
に
み
た
、
神
社
の
参
道
に
も
共

通
す
る
動
き
の
パ
タ
ー
ン
で
、
い
わ
ば
こ
こ
に
ハ
ー
ン
の
と
ら
え
た
神

道
の
要
と
な
る
大
切
な
考
え
方
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
が
こ
こ
で
「
典
型
的
な
神
社
」
と
し
て

い
る
の
は
、「
田
舎
に
ぽ
つ
ん
と
あ
る
素
朴
な
神
社
」
で
あ
る
。
伊
勢

神
宮
で
も
出
雲
大
社
で
も
な
く
、
名
所
旧
跡
の
立
派
で
堂
々
た
る
建

物
で
も
な
い
。
全
国
に
無
数
に
あ
る
片
田
舎
の
名
も
な
き
小
さ
な
森

の
御
社
こ
そ
、
神
道
の
本
質
を
体
現
し
て
い
る
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
。
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③
神
社
に
祀
ら
れ
る
神

ハ
ー
ン
の
眼
は
、
さ
ら
に
、
神
社
建
築
の
内
部
へ
と
入
っ
て
い

く
。
そ
し
て
、
神
社
と
い
う
言
葉
を
、「“tem

ple”

と
か“

shrine”

と
か
大
雑
把
に
訳
し
て
い
る
が
、
正
確
な
翻
訳
で
は
な
い
」、「
神

の
お
社
」
の
不
思
議
な
概
念
は
、「
霊
の
出
入
り
す
る
部
屋
」（a 

haunted room

）、「
精
霊
の
部
屋
」（a spirit-cham

ber

）、「
霊

魂
の
家
」（a ghost-house
）
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
神
社
に
「
祀
ら
れ
て
い
る
無
名
の
神
々
は
、
本
当
に
、

ゴ
ー
ス
ト
な
の
だ
、
…
…
何
百
年
も
何
千
年
も
昔
に
生
き
て
、
愛
し

て
、
死
ん
だ
、
過
去
の
人
間
の
霊
が
祀
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
だ
、
と
。

つ
ま
り
神
社
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
が
神
と
な
っ
て
住
ま
う

場
所
な
の
だ
と
い
う
。
前
の
段
落
で
、
神
社
は
ま
る
で
、
大
地
の
神

の
顕
現
だ
、
と
述
べ
つ
つ
、
大
地
の
神
を
祭
る
の
で
は
な
い
。
普
通

に
「
生
き
て
、
愛
し
て
、
死
ん
だ
、
過
去
の
人
間
の
霊
」
が
祀
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
一
般
の
人
間
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

そ
れ
は
、
神
道
に
お
い
て
は
、「
死
者
は
み
な
神
に
な
る
。」「
死
者

は
愛
す
る
者
た
ち
の
手
で
神
に
祀
ら
れ
、
…
、
そ
の
霊
の
鎮
ま
り
ま

す
所
は
、
い
つ
ま
で
も
神
聖
な
場
所
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
」（「
家

庭
の
祭
屋
」（“T

he H
ousehold Shrine

（
8
（”

）
か
ら
で
あ
る
。

“
A

ll the dead becom
e gods”

と
ハ
ー
ン
は
繰
り
返
す
。
人
間

は
死
後
、子
孫
に
祀
ら
れ
る
。そ
の
先
祖
神
が
、長
い
年
月
の
な
か
で
、

や
が
て
個
々
の
名
前
は
忘
れ
ら
れ
、〝
神
さ
ま
〟
と
な
っ
て
、
大
地

の
神
の
顕
現
の
よ
う
な
村
の
神
社
に
も
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
。
ハ
ー
ン
が
語
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
先
祖
崇
拝
の
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

四
、
神
社
空
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム　

―
魂
の
ゆ
く
え　
風

　
　
里
山
の
風
景

こ
こ
で
、
ア
ス
ト
ン
の
指
摘
、
つ
ま
り
、
神
道
で
は
、
死
後
の
霊

の
状
態
の
把
握
が
不
鮮
明
だ
、と
い
う
指
摘
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

ハ
ー
ン
は
、
そ
の
ア
ス
ト
ン
の
疑
問
に
答
え
る
か
の
よ
う
に
、
神
社

に
祀
ら
れ
る
霊
が
、い
か
な
る
感
覚
を
も
つ
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、

想
像
を
は
せ
て
い
く
。
そ
し
て
「
生
神
様
」
と
い
う
作
品
の
第
一
節

に
お
い
て
、
ハ
ー
ン
が
最
も
言
葉
を
つ
く
し
て
語
る
の
が
、
こ
の
部

分
、
つ
ま
り
神
道
の
先
祖
神
と
な
っ
た
感
覚
を
想
像
す
る
く
だ
り
な

の
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
は
、「
神
社
の
前
に
た
つ
と
霊
に
取
り
囲
ま
れ
て
い

る
（be haunted
）
感
じ
が
す
る
。
そ
し
て
、
逆
に
そ
の
霊
（the 
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haunter

）
の
方
に
意
識
が
赴
い
て
し
ま
う
。」
そ
し
て
「
自
分
も
神

道
の
神
と
な
っ
て
、
出
雲
の
ど
こ
か
、
丘
に
あ
る
古
い
社
に
祀
ら
れ

た
な
ら
、
そ
こ
に
住
ん
で
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
か（

9
（

」
と
い
う

空
想
を
始
め
る
。

自
分
が
も
し
神
で
あ
っ
た
ら
、
と
、
一
人
称
で
神
の
立
場
か
ら
描

写
を
始
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
一
神
教
の
世
界
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ

そ
畏
れ
多
く
て
、
極
め
て
大
胆
不
敵
な
仮
定
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
一
神
教
で
は
、〝
人
間
〟
と
、
信
仰
の
対
象
で

あ
る
〝
神
〟
と
の
間
に
厳
然
た
る
一
線
を
画
す
か
ら
だ
。
し
か
し
、

ハ
ー
ン
の
文
章
に
は
、
そ
の
よ
う
な
恐
縮
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
は
な
い
。
た
だhaunt

さ
れ
る
も
の
か
らhaunt

す
る
方
へ
と
、

立
場
が
替
わ
る
だ
け
な
の
だ
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
、
極
め
て
自

然
な
連
想
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
あ
る
意
味
当
然
で
、「
死
者
は

み
な
神
に
な
る
。A

ll the dead becom
e gods.

」
と
い
う
世
界
で

は
、
神
は
、
祀
る
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
の
ち
の
〝
自
分
〟
の
姿

で
も
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
こ
う
想
像
す
る
。

す
ま
い
の
御
社
は
、
神
に
し
て
は
、
妖
精
の
す
ま
い
の
よ
う

に
小
さ
い
。
で
も
小
さ
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
私
に
は
も
は
や

寸
法
も
形
も
な
い
か
ら
。
私
は
単
な
る
空
気
の
振
動
、
目
に
見

え
ぬ
エ
ー
テ
ル
、
磁
気
の
動
き
の
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
鳥
が
空
中
を
、
魚
が
水
中
を
ゆ
く
よ
う
に
、
私
は

あ
ら
ゆ
る
物
質
を
通
過
し
、
す
ま
い
を
自
在
に
出
入
り
す
る
。

時
に
は
金
色
の
陽
光
の
な
か
に
身
を
浸
し
て
泳
ぎ
、
花
の
芯
の

な
か
で
と
き
め
き
、
と
ん
ぼ
の
首
に
ま
た
が
っ
て
飛
び
ま
わ
る

こ
と
も
で
き
る
。

こ
れ
が
ハ
ー
ン
の
描
く
、
神
道
に
お
け
る
死
後
の
霊
の
状
態
で
あ

り
、ア
ス
ト
ン
の
疑
問
へ
の
答
え
と
も
い
え
る
。
目
に
見
え
ぬ
魂
は
、

空
を
飛
ぶ
鳥
や
水
に
遊
ぶ
魚
の
よ
う
に
、
御
社
を
自
由
に
出
入
り
す

る
。
太
陽
の
光
を
浴
び
、
花
の
な
か
で
心
ふ
る
わ
せ
、
と
ん
ぼ
に
乗

っ
て
滑
空
す
る
。
そ
の
さ
ま
は
、
解
放
感
と
飛
翔
感
に
あ
ふ
れ
て
い

る
。
死
者
は
、
こ
う
し
て
自
然
の
な
か
に
遍
在
す
る
神
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
続
け
て
、
そ
の
神
が
神
社
で
参
拝
者
の
言

葉
を
聞
き
、
お
供
え
物
を
う
け
る
様
子
を
想
像
す
る
。

丘
の
上
の
御
社
に
自
分
は
祀
ら
れ
て
い
る
。
神
と
し
て
、
今

や
大
変
敬
わ
れ
て
い
る
。（
…
…
）

そ
し
て
御
社
の
暗
が
り
の
な
か
か
ら
、
お
参
り
に
く
る
人
々

の
草
履
を
は
い
た
足
元
を
、
日
焼
け
し
た
手
の
し
な
や
か
な
指
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が
私
の
木
格
子
に
誓
願
の
紙
を
結
び
つ
け
る
の
を
、
そ
し
て
祈

り
を
唱
え
る
口
唇
の
動
き
を
、
私
は
見
て
い
る
。

時
々
、
娘
が
思
い
の
た
け
を
小
さ
な
声
で
述
べ
る
。（
…
…
）

そ
し
て
彼
女
は
、
柔
ら
か
な
髪
の
ひ
と
も
と
を
私
の
社
殿
の

格
子
に
掛
け
た
。
娘
白
身
の
髪
の
毛
で
、
烏
の
羽
根
の
よ
う
に

黒
く
光
沢
が
あ
り
、
楮
の
紙こ

縒よ

り
で
く
く
っ
て
あ
る
。
そ
の
お

供
え
物
の
香
、
そ
の
百
姓
の
娘
の
質
朴
な
香
り
に
包
ま
れ
た
と

き
、
霊
で
あ
り
神
で
あ
る
私
は
、
昔
、
恋
す
る
人
で
あ
っ
た
こ

ろ
の
気
持
ち
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

す
る
と
今
度
は
、
母
親
が
閾し

き
い

ま
で
子
供
を
つ
れ
て
き
て
お
詣

り
の
仕
方
を
教
え
る
。「
大
明
神
様
の
前
で
お
辞
儀
し
て
お
祈

り
し
な
さ
い
。」
す
る
と
、
小
さ
な
手
で
柏
手
を
打
つ
、
優
し

く
可
愛
い
ら
し
い
そ
の
響
き
を
聞
い
て
、
霊
で
あ
り
神
で
あ
る

私
も
、
昔
、
父
親
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

丘
の
上
の
御
社
に
ま
つ
ら
れ
た
神
の
も
と
へ
、
子
孫
の
誰
か
が
お

詣
り
し
、
お
供
え
を
す
る
と
、
霊
で
あ
る
神
が
人
間
の
心
と
感
覚
を

取
り
戻
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
の
く
だ
り
は
大
変
印
象
的
で
あ
る
。

お
供
え
の
娘
の
髪
の
香
に
よ
っ
て “

I, the ghost and god, w
as 

m
an and lover”

と
思
い
、
子
供
の
手
の
柏
手
の
音
で“

I, the 

ghost and god, had been a father”

と
思
い
出
す
と
い
う
の
で

あ
る
。
嗅
覚
と
聴
覚
と
い
う
身
体
の
感
覚
が
、
は
る
か
な
過
去
を
よ

み
が
え
ら
せ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
に
で
も
あ
り
そ
う
な
、
非
常

に
感
覚
に
訴
え
る
場
面
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
の
記
述
の
重

点
は
、「
人
を
神
と
し
て
祀
る
」
信
仰
に
お
い
て
は
、「
人
は
死
後
、

神
と
な
る
」
と
同
時
に
、「
神
も
ま
た
人
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と

の
驚
き
に
も
似
た
発
見
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
て
、
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
、
霊
で
あ
り
神
で
あ
る

存
在
は
、
社
を
で
て
、
丘
を
く
だ
り
、
里
の
自
然
の
な
か
に
入
っ
て

い
く
。

ハ
ー
ン
は
こ
う
続
け
る
。

杉
や
松
の
木
立
の
間
か
ら
、
竹
林
の
隙
間
か
ら
、
季
節
の
移

り
変
わ
り
に
つ
れ
て
谷
間
の
色
が
か
わ
る
の
を
私
は
見
る
だ
ろ

う
。
冬
に
は
雪
が
降
り
、
春
は
桜
の
花
が
舞
う
。
都
花
は
一
面

の
薄
紫
色
に
咲
き
ほ
こ
り
、
茱
の
花
は
黄
色
に
燃
え
上
が
る
。

空
の
青
は
水
を
湛
え
た
田
の
面
に
映
え
、
そ
の
水
面
に
は
、
お

百
姓
の
丸
い
月
の
よ
う
な
笠
が
点
々
と
見
え
る
。
仕
事
に
い
そ

し
む
あ
の
者
た
ち
は
、
み
な
私
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
い
て

く
れ
る
。
そ
し
て
今
、
豊
か
に
伸
び
行
く
稲
の
澄
ん
だ
、
柔
ら
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か
な
緑
が
見
え
る
。

神
に
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
、
こ
う
結
ぶ
。

椋
鳥
や
鶯
は
私
の
森
の
木
陰
を
、
せ
せ
ら
ぎ
や
さ
ざ
波
の
よ

う
な
調
べ
で
満
た
し
、
鈴
虫
や
コ
オ
ロ
ギ
や
夏
の
蟬
は
、
風
に

舞
う
そ
の
音
楽
に
あ
わ
せ
て
私
の
す
ま
い
の
壁
の
木
の
板
す
べ

て
を
、
打
ち
震
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
歓
び
に
耐
え
か

ね
て
、
彼
ら
の
小
さ
な
命
の
な
か
に
入
り
込
み
、
虫
の
音
を
ひ

と
き
わ
輝
か
せ
、
鳥
の
さ
え
ず
り
を
高
ら
か
に
響
か
せ
る
の
で

あ
る
。

神
が
里
に
お
り
て
き
て
、
目
に
す
る
光
景
―
―
山
の
ふ
も
と
、
杉

の
木
立
や
竹
林
が
そ
こ
か
し
こ
に
あ
り
、
冬
に
は
雪
、
春
に
は
桜
、

菜
の
花
、
都
忘
れ
、
そ
し
て
な
み
な
み
と
水
を
張
っ
た
田
圃
の
ひ
ろ

が
り
。
豊
か
に
実
る
稲
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
脳
裏
に
思
い
描
く
、
日

本
の
里
山
の
景
色
、
い
わ
ば
日
本
の
原
風
景
と
い
っ
て
い
い
景
観
だ

ろ
う
。

こ
の
場
面
は
、色
彩
が
実
に
鮮
や
か
で
、白
、薄
紅
、黄
色
、紫
、青
、

濃
い
緑
に
次
々
と
染
ま
っ
て
い
く
。
最
初
、
神
は
お
社
の
暗
が
り
の

中
に
い
た
。
格
子
戸
の
隙
間
か
ら
、
お
参
り
に
く
る
人
々
の
足
元
や

手
の
指
、
祈
り
を
唱
え
る
口
元
、
つ
ま
り
人
の
体
の
小
さ
な
断
片
し

か
見
え
な
か
っ
た
の
が
、
次
に
、
お
供
え
の
香
と
、
柏
手
の
音
、
つ

ま
り
嗅
覚
と
聴
覚
が
刺
激
と
な
っ
て
、
感
情
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
里

に
お
り
て
く
る
。
禁
欲
的
な
ま
で
に
視
覚
を
排
除
し
た
時
間
の
あ
と

に
、
一
気
に
色
彩
あ
ふ
れ
る
里
山
の
自
然
が
広
が
り
、
神
は
喜
び
に

震
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
は
、
神
が
鳥
の
さ
え
ず
り
や
虫
の
声
の
な
か
に
す
ー

っ
と
入
っ
て
い
っ
て
、御
社
の
森
に
音
楽
を
響
き
渡
ら
せ
る
と
い
う
、

高
ら
か
な
自
然
賛
歌
と
な
っ
て
い
る
。
神
が
自
然
の
な
か
に
宿
る
と

は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
結
び
の
一
節
で

あ
る
。

人
は
死
し
て
神
と
な
り
、
神
は
人
の
も
と
へ
戻
っ
て
く
る
。
一
度

は
山
の
高
み
に
上
る
が
、
風
と
な
っ
て
里
へ
と
下
り
、
自
然
の
息
吹

と
な
る
。
ハ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
里
山
の
自
然
を
舞
台
に
展
開
す

る
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
円
環
と
し
て
、
田
舎
の
小
さ
な
神
社
の
信
仰

の
風
景
を
描
い
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
、
天
に
向
か
い
、
そ
の
高
み

か
ら
再
び
大
地
に
回
帰
す
る
と
い
う
動
き
が
、
先
に
読
ん
だ
、
神
社

の
参
道
の
風
景
、
そ
し
て
神
社
建
築
の
描
写
と
も
重
な
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
が
こ
こ
で
提
示
し
た
の
は
、
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い
わ
ば
神
社
空
間
に
み
ら
れ
る
神
道
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
言
っ
て
い

い
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
空
間
の
な
か
で
、
人
→
神
→
人
と
い
う

往
復
運
動
が
〝
自
然
〟
を
介
在
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
人
と
神
と
自

然
は
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
先
祖

崇
拝
と
自
然
崇
拝
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
ア
ス
ト
ン
の
疑
問
に
答
え
て

提
示
し
た
、
理
論
で
は
な
い
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
、
空
間
把

握
と
し
て
の
神
道
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
人
間
は
、〝
青
人
草
〟

と
称
さ
れ
、
い
つ
の
ま
に
か
自
然
に
生
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
人
間

と
は
、
唯
一
絶
対
の
神
が
、
そ
の
意
志
で
一
瞬
に
し
て
作
っ
た
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
人
間
の
魂
の
ゆ
く
え
、
魂
の
救

い
も
、
絶
対
神
に
よ
る
一
度
の
裁
き
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
、
天
国

か
地
獄
に
振
り
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
る
や
か
な
時
間
の
積

み
重
ね
の
な
か
で
、
霊
と
な
り
、
先
祖
神
と
い
う
高
み
へ
と
昇
華
さ

れ
て
い
き
、
つ
い
で
青
草
の
間
を
吹
き
渡
る
風
と
な
る
と
考
え
る
の

は
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
神
道
世
界
の
根
底
で
支
え
る
も
の
、つ
ま
り
人
→
神
・

自
然
→
人
と
い
う
自
在
の
空
間
移
動
を
可
能
に
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

そ
れ
こ
そ
が
先
祖
崇
拝
で
あ
る
と
ハ
ー
ン
は
考
え
る
に
至
っ
た
と
い

え
る
。

五
、
家
庭
の
祀
り　
神
棚
と
仏
壇

先
に
も
言
及
し
た
「
家
庭
の
祭
屋
」
は
、
日
本
の
家
庭
に
お
け
る

信
仰
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
神
棚
や
仏
壇
の

作
り
な
ど
も
詳
し
く
図
解
し
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は
神
棚
と
仏
壇

と
を
、
同
様
の
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
ど
ち
ら
も
先
祖
崇
拝
の
場
な
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ハ

ー
ン
は
、
民
俗
学
的
考
察
に
み
ち
た
エ
ッ
セ
イ
を
、
こ
う
結
ぶ
。

極
東
の
家
庭
の
祭
祀
で
は
、
死
者
は
愛
に
よ
っ
て
神
に
さ
れ

る
。
自
分
も
ま
た
愛
す
る
者
の
手
で
神
に
祀
ら
れ
る
の
だ
と
心

得
て
い
る
こ
と
は
老
境
に
付
き
も
の
の
淋
し
い
悲
哀
を
ず
い
ぶ

ん
と
和
ら
げ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
で
は
私
た
ち
の

国
の
よ
う
に
死
者
を
あ
っ
さ
り
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
け
っ
し

て
な
い
。彼
ら
の
素
朴
な
信
仰
で
は
、死
ん
だ
者
は
愛
す
る
人
々

の
あ
い
だ
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
霊
の
鎮
ま
り
坐
す
所
は
、
い
つ

ま
で
も
神
聖
な
場
所
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
。
だ
か
ら
年
老
い

た
家
長
は
臨
終
を
迎
え
て
も
、
こ
れ
か
ら
は
夜
ご
と
夜
ご
と
可



177　　　欧米からみた神道 　176

愛
ら
し
い
唇
が
、
家
の
祭
屋
に
棲
む
自
分
に
む
か
っ
て
何
ご
と

か
を
囁
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
安
ら
か
に
思
う
。
苦
し
い
時
に

は
き
っ
と
自
分
に
す
が
り
、
嬉
し
い
時
に
は
感
謝
の
言
葉
を
唱

え
る
に
ち
が
い
な
い
。
数
多
の
優
し
い
手
が
自
分
の
位
牌
の
前

に
瑞
々
し
い
果
物
や
切
り
花
を
供
え
、
か
つ
て
の
好
物
を
美
し

く
並
べ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
神
様
や
ご
先
祖
様
の
小
さ

な
お
碗
や
盃
に
は
、
客
を
も
て
な
す
た
め
の
芳
し
い
お
茶
や
琥

珀
色
の
御
神
酒
が
な
み
な
み
と
注
が
れ
る
こ
と
だ
ろ
う〔
…
…
〕

老
人
は
ひ
た
す
ら
、
ご
先
祖
様
同
様
自
分
に
も
、
こ
の
後
い

く
世
に
も
わ
た
り
御
灯
の
火
が
と
も
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て

い
る
。
薄
れ
ゆ
く
意
識
の
裡
で
老
人
が
夢
み
て
い
る
の
は
、
ま

だ
見
ぬ
子
孫
―
―
自
分
の
子
の
子
の
、
そ
の
ま
た
子
供
た
ち
が

紅
葉
の
よ
う
な
手
で
、し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
と
柏
手
を
打
ち
鳴
ら
し
、

精
一
杯
畏
ま
っ
て
お
辞
儀
を
す
る
可
愛
い
姿
だ
。
そ
し
て
、
そ

の
小
さ
な
頭
の
上
の
う
っ
す
ら
と
埃
を
か
ぶ
っ
た
位
牌
に
は
、

忘
れ
得
ぬ
ご
先
祖
様
と
な
っ
た
自
分
の
名
が
、
は
っ
き
り
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

10
（

。

印
象
的
な
場
面
で
あ
る
。
各
家
庭
に
お
け
る
祭
祀
を
通
じ
て
、「
ご

先
祖
様
と
な
る
」
こ
と
が
、
た
だ
死
後
の
魂
の
ゆ
く
え
を
示
す
だ
け

で
な
く
、
死
に
ゆ
く
も
の
の
救
い
と
な
り
、
す
な
わ
ち
、
生
き
る
も

の
の
指
針
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
ハ
ー
ン
が
伝
え
た

か
っ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
死
後
、
先
祖
神
と
し
て
大
切
に
さ

れ
る
た
め
に
は
、
当
然
、
生
存
中
の
行
為
に
は
道
徳
的
規
範
が
求
め

ら
れ
る
。
一
方
、
先
に
死
に
ゆ
く
も
の
が
や
が
て
〝
神
〟
と
な
っ
て

現
世
に
戻
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
も
の
た
ち
に
対
し
て
倫
理
に
も

と
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
つ
ま
り
、
先
祖
崇
拝
は
、
社
会
に
お
い
て

も
家
庭
に
お
い
て
も
、
人
の
行
動
に
双
方
的
な
倫
理
的
緊
張
感
を
も

た
せ
、
現
世
に
お
け
る
道
徳
規
範
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ハ
ー
ン
の
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
倫
理
性
―
―
先
祖
崇
拝
が

人
の
人
生
と
社
会
の
な
か
で
、
ど
う
道
徳
的
な
意
味
を
も
つ
か
―
―

は
、
い
わ
ば
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
神
道
批
判
の
三
つ
目
の
倫
理
道
徳

の
問
題
へ
の
答
え
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、「
家
庭
の
祭
屋
」
の
こ
の
最
後
の
場
面
は
、
そ
う
し
た
議

論
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
静
か
な
、
何
か
本
質
的
な
美
し
さ
を
た
た
え

て
い
る
。

死
後
、
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ
た
人
が
、
仏
壇
な
い
し
神
棚
の
奥
深

く
か
ら
、こ
の
世
を
眺
め
、祀
る
子
孫
を
眺
め
る
。〝
神
〟
と
な
っ
た
、

そ
の
先
祖
の
視
線
が
、
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
て
祈
る
幼
子
で
あ
る
子

孫
の
視
線
と
出
会
い
、
交
錯
し
、
溶
け
合
っ
て
い
る
。
家
の
祭
屋
と
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い
う
、
こ
の
小
さ
な
親
密
な
空
間
の
な
か
で
、
生
者
と
死
者
、
現
在

と
過
去
、
こ
の
世
と
あ
の
世
、
そ
し
て
人
と
神
が
ひ
と
つ
に
溶
け
合

う
。こ

の
場
の
構
図
が
、
先
ほ
ど
の
神
社
を
舞
台
に
し
た
氏
神
と
氏
子

の
自
然
を
介
し
た
天
と
地
の
間
の
往
復
運
動
と
い
う
広
大
な
神
道
の

世
界
観
を
、
よ
り
親
密
な
場
に
凝
縮
し
、
投
影
し
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
わ
れ
る
。

各
家
庭
の
日
常
の
な
か
の
神
棚
で
、
身
近
な
小
さ
な
〝
家
庭
の
祭

屋
〟
が
、
た
だ
単
に
個
々
人
の
祈
り
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
奥
、
そ
の
向
こ
う
側
に
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
が
開
け
て

い
く
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
ハ
ー
ン
が
神
社
と
家
の
祭
屋
に
み
い
だ
し
た
、

こ
の
よ
う
な
宗
教
空
間
の
親
密
さ
と
同
時
に
広
が
り
、
相
対
す
る
二

つ
の
領
域
の
間
の
隔
た
り
の
消
滅
と
双
方
向
的
親
和
性
は
、
実
は
神

道
に
限
ら
ず
、
日
本
の
地
蔵
信
仰
の
ス
ケ
ッ
チ
と
も
い
え
る
一
節
の

な
か
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
人
の
微
笑
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本

の
面
影
』）
の
最
終
節
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
を
書
い
て
い
る
時
、
私
の
念
頭
に
幻
の
よ
う
に

浮
か
ぶ
の
は
京
都
の
一
夜
の
思
い
出
で
あ
る
。 

…
…
私
は
小
さ
な
お
寺
の
門
前
に
あ
る
お
地
蔵
様
を
見
に
道

を
折
れ
た
。
…
…
そ
の
微
笑
は
神
々
し
い
写
実
の
一
端
を
示
し

て
い
た
。
私
が
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
十
歳
く
ら
い
の
幼
い

子
が
私
の
脇
へ
駆
け
よ
っ
て
き
て
、
お
地
蔵
様
の
前
で
小
さ
な

両
手
を
あ
わ
せ
る
と
、
頭
を
垂
れ
、
ち
ょ
っ
と
の
間
黙
っ
て
お

祈
り
を
し
た
。
…
…
そ
し
て
そ
の
子
の
無
心
の
微
笑
は
石
の
地

蔵
様
の
微
笑
に
不
思
議
な
く
ら
い
似
て
い
た
。
私
は
一
瞬
そ
の

子
と
お
地
蔵
様
と
双
子
で
あ
る
か
と 

思
っ
た
。
そ
し
て
考
え

た
。「
…
…
仏
師
が
そ
の
微
笑
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
そ
う
と

し
た
も
の
は
、
日
本
民
族
の
、
日
本
人
種
の
微
笑
の
意
味
を
説

明
す
る
な
に
か
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」、
と（

11
（

。 

見
つ
め
る
ハ
ー
ン
の
前
に
、
地
蔵
菩
薩
と
向
か
い
合
う
庶
民
の
子

供
の
姿
が
あ
り
、
ハ
ー
ン
の
ま
な
ざ
し
の
中
で
両
者
の
微
笑
み
が
渾

然
一
体
化
す
る
と
い
う
、
非
常
に
象
徴
的
な
情
景
だ
が
、
先
の
「
家

庭
の
祭
屋
」
の
最
終
場
面
と
深
く
通
じ
合
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
も
、
幼
子
と
地
蔵
仏
、
祈
る
人
間
と
そ
の
祈
り
の
対
象
は
、
溶
け

合
い
、
一
つ
と
な
る
。

そ
し
て
ハ
ー
ン
が
、「
先
祖
崇
拝
が
神
道
の
精
髄
で
あ
る
」、「
日

本
文
化
の
根
幹
を
な
す
の
は
神
道
で
あ
る
」（『
日
本　

解
釈
の
試
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み
』）
と
主
張
す
る
と
き
、
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
宗
教
的
風
土
の
根

底
に
古
来
よ
り
連
綿
と
つ
づ
く
、
神
道
も
仏
教
も
包
摂
す
る
感
性
を

見
い
だ
し
、
感
銘
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
柳
田
國
男
の
『
先
祖
の
話
』

ハ
ー
ン
の
神
道
観
を
深
く
受
け
止
め
た
一
人
が
、
日
本
民
俗
学
の

創
始
者
、
柳
田
國
男
だ
っ
た
。
柳
田
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
『
先
祖
の

話
』（
一
九
四
六
年
）
を
読
む
と
、
柳
田
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
否

定
的
神
道
評
価
を
も
ハ
ー
ン
の
反
論
を
も
踏
ま
え
て
、
論
を
展
開
し

て
い
る
と
思
え
る
箇
所
が
随
所
に
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ス
ト
ン
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道
に
つ
い

て
「
霊
の
概
念
、死
後
の
観
念
が
な
い
」「
理
論
が
な
い
」
と
評
し
た
。

そ
れ
を
念
頭
に
お
い
た
か
の
ご
と
く
、
柳
田
は
「
死
ん
で
ど
こ
へ
行

く
か
と
い
う
大
切
な
問
題
」
に
つ
い
て
、
こ
う
問
題
提
起
を
す
る
。

霊
魂
の
ゆ
く
え
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
民
族

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
人
種
区
別
の

目
標
と
し
て
も
よ
い
か
と
思
う
く
ら
い
で
あ
る
。
…
…
判
り
き

っ
た
こ
と
だ
が
信
仰
は
理
論
で
は
な
い
。
…
…
人
々
が
最
も
多

く
か
つ
最
も
普
通
に
、
死
後
を
い
か
に
想
像
し
ま
た
感
じ
つ
つ

あ
る
か
と
い
う
の
が
、
知
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
実
で
あ

る（
12
（

。

そ
し
て
柳
田
は
以
下
の
よ
う
に
繰
り
返
し
述
べ
る
。

私
が
こ
の
本
の
中
で
力
を
入
れ
て
説
き
た
い
と
思
う
一
つ
の

点
は
、
日
本
人
の
死
後
の
観
念
、
す
な
わ
ち
霊
は
永
久
に
こ
の

国
土
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
、
そ
う
遠
方
へ
は
行
っ
て
し
ま
わ
な

い
と
い
う
信
仰
が
、
…
…
根
強
く
持
ち
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る（

13
（

。

古
来
日
本
人
の
死
後
観
は
、
…
…
千
数
百
年
の
仏
教
の
薫
染

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
ね
ば
魂
は
山
に
登
っ
て
い
く
と
い
う
感

じ
方
が
、
今
な
お
意
識
の
底
に
潜
ま
っ
て
い
る
ら
し
い（

14
（

我
々
の
先
祖
の
霊
が
、極
楽
な
ど
に
は
往
っ
て
し
ま
わ
ず
に
、

子
孫
が
年
々
の
祭さ

い

祀し

を
絶
や
さ
ぬ
限
り
、
永
く
こ
の
国
土
の
最

も
閑
寂
な
る
処
に
静
遊
し
、
時
を
定
め
て
故
郷
の
家
に
往
来
せ

ら
れ
る
…
…（

15
（

。
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家
ご
と
の
神
が
、
あ
る
い
は
正
月
の
年
の
神
と
と
も
に
、
祭

る
人
々
の
先
祖
の
霊
だ
っ
た
ろ
う
…
…
。
春
は
山
の
神
が
里
に

降く
だ

っ
て
田
の
神
と
な
り
、秋
の
終
り
に
は
ま
た
田
か
ら
上
っ
て
、

山
に
還
っ
て
山
の
神
と
な
る
…（

16
（

…
。

つ
ま
り
『
先
祖
の
話
』
の
な
か
で
、
柳
田
が
示
し
た
日
本
人
古
来

の
霊
魂
観
と
は
、「
人
は
死
ね
ば
子
や
孫
た
ち
の
供
養
や
祀ま

つ

り
を
う

け
て
や
が
て
祖
霊
へ
と
昇
華
し
、
故
郷
の
村
里
を
の
ぞ
む
山
の
高
み

に
宿
っ
て
子
や
孫
た
ち
の
家
の
繁
盛
を
見
守
り
、
盆
や
正
月
な
ど
時

を
か
ぎ
っ
て
は
そ
の
家
に
招
か
れ
て
食
事
を
と
も
に
し
交
流
し
あ
う

存
在
と
な
る
。
生
と
死
の
二
つ
の
世
界
の
往
来
は
比
較
的
自
由
で
あ

り
、
季
節
を
定
め
て
去
来
す
る
正
月
の
神
や
田
の
神
な
ど
も
実
は
み

ん
な
子
や
孫
の
幸
福
を
願
う
祖
霊
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、「
民
俗
伝
承
と
い
う
客
観
的
事
実
を
も
と
に（

17
（

」
抽
出
さ
れ
た
成

果
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
柳
田
の
先
祖
論
が
ハ
ー
ン
の
神
道
観
に

極
め
て
近
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

『
先
祖
の
話
』
の
冒
頭
に
は
、
あ
る
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ

れ
て
い
る
。
東
京
の
郊
外
で
柳
田
が
出
会
っ
た
老
人
の
話
で
あ
る
。

印
半
纏
に
ゴ
ム
長
靴
、
長
い
白
い
髭
を
垂
ら
し
た
老
人
は
、
若
い
時

分
に
越
後
高
田
か
ら
東
京
に
で
て
き
て
、
大
工
の
仕
事
に
励
み
、
今

や
家
作
も
持
っ
て
、
楽
に
暮
ら
し
て
い
る
。
六
人
の
子
供
に
も
家
を

持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
母
も
安
ら
か
に
見
送
り
、
墓
所
も

相
応
の
も
の
を
作
っ
た
。
自
分
は
「
新
た
な
六
軒
の
一
族
の
ご
先
祖

に
な
る
の
で
す
」
と
満
足
げ
に
語
っ
た
と
い
う
。
柳
田
は
、
か
つ
て

は
人
は
み
な
「
ご
先
祖
さ
ま
に
な
る
」
こ
と
を
、人
生
の
目
標
と
し
、

前
途
の
望
み
を
広
く
し
た
と
い
う
。
そ
れ
も
最
近
で
は
耳
に
し
な
く

な
っ
た
の
に
、
偶
然
、「
自
分
で
ご
先
祖
に
な
る
の
だ
と
い
う
人
に

出
逢
っ
た
の
で
あ
る
。」「
古
風
な
し
か
も
穏
健
な
心
掛
け
だ
」
と
柳

田
は
感
動
を
隠
さ
な
い（

18
（

。

柳
田
が
こ
の
話
を
冒
頭
に
か
か
げ
た
の
は
、「
ご
先
祖
に
な
る
」

こ
と
は
本
来
、
死
後
の
魂
の
ゆ
く
え
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
生
き
る

指
針
と
な
り
、
人
を
倫
理
的
に
導
く
も
の
な
の
だ
と
示
す
た
め
に
違

い
な
い
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
の
「
家
庭
の
祭
屋
」
の
最
後
の
場
面
と
同

じ
よ
う
に
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
神
道
批
判
へ
の
反
証
の
意
味
も
こ
め

ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

柳
田
は
ハ
ー
ン
の
著
作
も
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
著
作
も
よ
く
読
ん
で

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
柳
田
が
日
本
古
来
の
霊

魂
観
と
宗
教
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
際
に
、
何
が
し
か
の
刺
激
や

影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
の
は
、ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

明
治
以
降
、
日
本
は
西
洋
近
代
と
向
き
合
う
な
か
で
、
日
本
と
は
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何
か
、
と
常
に
問
い
続
け
て
き
た
。
日
本
が
自
己
確
認
を
重
ね
て
い

く
な
か
で
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
西
洋
人
の
神
道
解
釈
が
イ
ン
パ
ク
ト

を
も
ち
、
そ
れ
へ
の
反
論
と
し
て
の
ハ
ー
ン
の
解
釈
が
ひ
と
つ
の
重

要
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
き
た
の
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
が
西
洋
の
価
値
基
準
を
絶
対
的
な
指
標
と
し
て

日
本
の
文
化
と
宗
教
を
論
評
し
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
は
、
十
九

世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は
珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
囚

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
ハ
ー
ン
の
神
道
観
に
焦
点
を
当
て

た
が
、
ハ
ー
ン
は
、
一
神
教
と
は
異
な
る
、
よ
り
広
や
か
な
日
本
の

宗
教
的
な
感
性
―
―
万
物
に
霊
が
宿
る
と
す
る
自
然
観
、
神
仏
習
合

に
み
ら
れ
る
宗
教
的
ゆ
る
や
か
さ
、
死
者
と
も
つ
な
が
る
先
祖
崇
拝

―
―
を
、
日
本
古
来
の
魅
力
的
な
世
界
観
だ
と
と
ら
え
て
い
た
。
そ

し
て
柳
田
の
先
祖
論
は
、
そ
の
よ
う
な
ハ
ー
ン
の
提
示
し
た
価
値
判

断
を
、
確
か
に
受
け
止
め
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

七
、
現
代
に
お
け
る
西
洋
の
神
道
観
の
残
滓

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
神
道
評
が
代
表
す
る
西
洋
の
神
道
観
は
、
現
代

で
は
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

神
道
は
滅
び
つ
つ
あ
る
と
い
う
そ
の
判
断
に
は
、
明
治
開
国
後
、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
今
度
こ
そ
成
功
す
る
だ
ろ
う
、
と
の
期
待
も

こ
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
結
局
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦

を
へ
て
も
な
お
、
神
道
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
現
代
に
い
た
っ
て
い

る
。一

九
六
〇
年
代
に
駐
日
大
使
を
務
め
た
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
エ

ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
こ
う
記
す
。

日
本
の
宗
教
事
情
は
き
わ
め
て
錯
雑
し
、
不
分
明
な
も
の
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
神
社
仏
閣
は
随
所
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
日
本

人
の
大
半
の
生
活
が
、
神
社
の
祭
礼
、
神
棚
、
仏
壇
、
神
式
に

よ
る
結
婚
式
、
仏
式
に
よ
る
葬
儀
、
そ
の
他
の
通
過
儀
礼
、
と

宗
教
的
行
事
に
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
七
割
か
ら
八
割
の
日
本
人
は
、 

た
と
え
一
つ
な
い
し

は
そ
れ
以
上
の
宗
教
に
「
籍
」
を
お
い
て
い
る
と
は
い
え
、 

特

定
宗
教
の
信
者
で
あ
る
と
、
自
ら
を
み
な
し
て
は
い
な
い（

19
（

。

つ
ま
り
、
社
会
の
レ
ベ
ル
で
も
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
複
数
の
宗

教
が
混
在
し
、
し
か
も
宗
教
に
所
属
す
る
意
識
が
な
い
と
困
惑
す
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
神
道
に
つ
い
て
は
、「
神
」
は“

god”

と
英
訳
さ
れ
る
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の
で
紛
ら
わ
し
い
が
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
神ゴ

ッ
ド

」 

の
概

念
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
神
道
の
こ
の
素
朴
な
神

の
考
え
方
を
心
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
断
っ
た
う
え
で
、

今
日
で
も
、
神
道
の
根
底
を
な
す
も
の
は
、
先
史
時
代
か
ら

ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕

現
在
で
も
神
道
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
自
然
を
礼
拝
し
、

豊
穣
を
願
い
、
ご
先
祖
さ
ま
と
い
う
神
々
を
敬
い
、
こ
う
い
っ

た
八
百
万
の
神
々
や
自
然
界
の
霊
と
交
渉
を
も
つ
こ
と
な
の
で

あ
る（

20
（

。

と
ま
と
め
る
。

明
治
期
か
ら
百
年
以
上
を
へ
て
、
温
和
な
表
現
で
穏
当
な
理
解
を

示
し
た
と
も
い
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
次
の
よ

う
に
も
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
諸
宗
教
の
う
ち
、
も
っ
と
も
日
本
的
な
特
質
を
誇
る

神
道
〔
…
…
〕
は
、
い
ま
な
お
日
本
人
の
生
活
の
一
環
を
形
作

り
、
民
話
説
話
の
た
ぐ
い
は
神
道
起
源
の
諸
要
素
に
満
ち
満
ち

て
い
る
。
日
本
人
の
自
然
愛
好
癖
や
自
然
と
の
一
体
感
も
、
神

道
の
考
え
方
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
と
は
い
え
、
現

代
日
本
人
で
、
神
道
の
伝
統
の
な
か
に
、
社
会
活
動
や
楽
し
み

の
源
泉
を
見
出
し
た
り
、
人
生
そ
の
も
の
の
拠
り
所
を
求
め
た

り
す
る
も
の
は
ご
く
少
数
で
あ
る（

21
（

。

キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
家
に
生
ま
れ
た
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
こ
だ
わ

る
の
は
、
神
道
が
、「
人
生
の
拠
り
所
」
に
な
っ
て
い
な
い
、
つ
ま

り
生
き
る
指
針
を
与
え
ず
、
精
神
的
基
盤
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
指
摘
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の 

〝
倫
理
規

範
、道
徳
の
欠
如
〟
と
い
う
一
神
教
を
前
提
と
し
た
一
方
的
論
難
を
、

や
は
り
基
本
的
に
踏
襲
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

で
は
、
現
代
の
日
本
の
宗
教
研
究
は
、
ど
の
よ
う
に
西
洋
人
の
神

道
観
を
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。

神
道
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
専
門
分
野
で
の
膨
大
か
つ
詳
細

な
研
究
が
あ
る
。
伊
勢
神
道
や
両
部
神
道
、 

吉
田
神
道
を
は
じ
め
と

し
た
幾
多
の
流
派
と
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
内
容
の
、
一
般
か
ら
は
や
や

難
解
に
見
え
る
学
問
的
考
察
が
行
わ
れ
て
お
り
、そ
の
専
門
分
野
に
、

西
洋
と
い
う
部
外
者
の
視
点
は
、
入
る
余
地
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ

る
。一

方
で
、
宗
教
研
究
の
分
野
に
、
二
十
一
世
紀
の
今
な
お
、
チ
ェ
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ン
バ
レ
ン
の
神
道
観
が
根
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
き
を
覚

え
る
。

一
般
的
な
も
の
を
見
て
も
、
た
と
え
ば
、
宗
教
学
者
の
島
田
裕
巳

は
こ
う
述
べ
る
。
一
神
教
で
は
神
が
遍
在
し
、
ど
こ
で
も
神
を
意
識

し
、
神
に
祈
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
日
本
の
神
道
で
は
特
定
の
場
所

に
神
を
祀
り
、
神
に
祈
る
た
め
に
神
社
に
行
く
。
し
た
が
っ
て
、「
私

た
ち
は
、
日
常
の
場
で
神
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
。
神
社
を
訪
れ
、

境
内
に
足
を
一
歩
踏
み
入
れ
た
と
き
に
、
神
の
存
在
を
感
じ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
礼
拝
を
終
え
、
境
内
か
ら
離
れ
れ
ば
、
も
う
神
の
存

在
を
感
じ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
私
た
ち
が
、
神
社
の
外
で
神
の
存

在
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る（

22
（

」（『「
日
本

人
の
神
」
入
門
』
二
〇
一
六
年
）、
と
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
以
上
の
偏

見
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

島
田
は
、
柳
田
国
男
を
も
厳
し
く
批
判
す
る
。「
柳
田
が
『
先
祖

の
話
』
の
な
か
で
展
開
し
た
日
本
人
の
神
観
念
」
に
つ
い
て
、「
果

た
し
て
そ
う
し
た
信
仰
が
実
際
に
日
本
の
民
俗
社
会
に
お
い
て
成
立

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
か
な
り
怪
し
い（

23
（

」
と
し
、
祖
先
崇
拝
は
明

治
期
に
政
治
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
日
本

の
固
有
信
仰
だ
と
す
る
柳
田
は
、「
あ
り
も
し
な
い
も
の
を
証
明
し

よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
。
だ
が
、
も
し
、
先
祖
崇
拝
が
明
治
時

代
の
人
為
的
創
作
物
な
ら
ば
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
『
日
本
事
物
誌
』

（
一
八
九
四
年
）
で
神
道
の
構
成
要
素
だ
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
は
ず
だ
。
島
田
は
、さ
ら
に
「
柳
田
の
日
本
民
俗
学
は
、『
学
』

と
は
名
乗
っ
て
い
て
も
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
は
ほ
と
ん

ど
浸
透
し
な
い
も
の
だ
っ
た
。
大
学
に
民
俗
学
科
が
設
け
ら
れ
た
と

こ
ろ
は
少
な
い（

24
（

」、
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。〝
大
学
で
研
究
〟
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
評
価
の
基
準
ら
し
い
。

井
上
寛
司
『「
神
道
」
の
虚
像
と
実
像
』（
二
〇
一
一
年
）
な
ど
に

至
っ
て
は
、「
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、〝
神
道
は
、
太
古

の
昔
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
連
綿
と
続
く
、〔
…
…
〕
日
本
固
有

の
民
族
的
宗
教
で
あ
る
〟
と
の
理
解
が
、
日
本
の
歴
史
や
宗
教
の
実

態
に
即
し
て
い
か
に
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
を
指
摘（

25
（

」
す
る
の

が
目
的
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
例
は
、
他
に
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
宗
教
学

会
に
お
い
て
特
に
先
祖
崇
拝
へ
の
嫌
悪
観
が
強
い
の
は
、
左
翼
史
観

に
よ
る
神
道
批
判
の
立
場
か
ら
の
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
西
洋
の
一
神

教
的
宗
教
観
に
立
っ
た
、〝
人
間
を
神
に
す
る
〟
こ
と
へ
の
反
発
と

無
理
解
が
根
底
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
井
上
の
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
は
「
認
め
が
た
い
」
の
で
あ
る
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
い
わ
ば
、「
宗
教
」
に
関
す
る
西
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洋
の
概
念
を
普
遍
的
絶
対
的
な
基
準
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
れ
自
体

を
覆
し
た
。
逆
に
い
え
ば
、
西
洋
の
一
神
教
的
な
一
方
的
価
値
観
を

根
本
か
ら
問
い
返
す
力
を
、
日
本
の
宗
教
的
感
性
の
な
か
に
見
出
し

た
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ハ
ー
ン
の
神
道
観
も
、
ハ
ー

ン
が
良
し
と
し
た
日
本
の
宗
教
性
に
も
強
く
反
発
す
る
勢
力
は
あ
る

だ
ろ
う
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
神
道
認
識
は
、
西
洋
の
視
点
か
ら
神
道
が
ど

う
見
え
る
か
を
知
ら
し
め
る
点
で
、
ま
た
彼
ら
が
依
拠
す
る
価
値
観

を
逆
照
射
す
る
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
。
だ
が
、
そ
の
言
説
を
盲

目
的
に
無
自
覚
に
受
け
入
れ
て
反
復
す
る
の
は
、
知
的
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
の
言
説
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
、
文
脈
の
中
で
な
さ
れ
た
の

か
、
そ
し
て
い
か
な
る
理
屈
で
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
お

く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
も
、
人
は
ひ
と
つ
の
宗
教
の
教

義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
、
日
本
人
の
宗
教

の
〝
あ
い
ま
い
さ
〟
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
現
代
の
日
本
人
が
と
き

に
、
自
ら
を
〝
宗
教
は
と
く
に
な
い
〟
な
ど
と
述
べ
る
の
は
、
西
洋

的
な
〝
宗
教
〟
の
定
義
を
う
の
み
に
し
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
は
、
来
日
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
横
浜
の
寺
の
墓
地
に
十

字
架
を
刻
ん
だ
墓
石
が
あ
る
の
を
見
て
驚
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
墓
地
に
異
教
徒
が
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
神
社
の
境
内
が
子
供
の
遊
び
場
に
な
っ
て
い
て
、
人
々
の
参

拝
の
様
子
が
い
た
っ
て
気
楽
で
楽
し
げ
な
の
に
も
強
い
印
象
を
受
け

た
。
そ
し
て
こ
う
述
べ
る
。「
自
分
た
ち
が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ

れ
を
畏
れ
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
実
に
幸
い
で
あ
る（

26
（

」、

と
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
仏
教
の
仏
も
、
日
本
の
八
百
万
の

神
も
、
所
詮
、
人
間
の
想
像
に
よ
る
創
造
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一

神
教
の
よ
う
に
神
を
絶
対
化
せ
ず
、
一
つ
の
教
義
を
強
要
し
な
い
、

緩
や
か
で
寛
容
な
日
本
の
宗
教
性
を
「
幸
せ
な
こ
と
だ
」
と
ハ
ー
ン

は
評
し
た
。
万
物
に
霊
が
宿
り
、
人
は
死
ね
ば
先
祖
神
と
な
る
。
そ

し
て
自
然
の
な
か
で
神
と
人
は
一
つ
に
な
る
。
そ
ん
な
日
本
古
来
の

宗
教
空
間
は
、
現
代
に
お
い
て
一
層
、
意
義
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。

大
事
な
の
は
、
そ
れ
を
自
覚
し
、
言
葉
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

注（（）　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
『
日
本
事
物
誌
』
高
梨
健
吉
訳
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

一
九
六
九
年
。
な
お
、
訳
文
に
は
手
を
加
え
た
箇
所
も
あ
る
（
以
下
す
べ
て

の
訳
文
の
引
用
も
同
じ
）。

　

T
hings Japanese 

― Com
plete E

dition, Basil H
all Cham

berlain, ed. 
by T

akanashi K
enkichi, T

okyo, M
eicho Fukyu K

ai, （985.
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W

. G. A
ston,  Shinto T

he W
ay of T

he G
ods, Longm

ans, Green, 
and Co., London, （905, p.v.

（（）　
「
杵
築
」
平
川
祐
弘
編
訳
『
小
泉
八
雲
名
作
選
集　

神
々
の
国
の
首
都
』
講

談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
四
頁
。

（4）　
「
家
庭
の
祭
屋
」
同
前
、
三
三
五
頁
。

（5）　

Japan, A
n A

ttem
pt at Interpretation, N

ew
 Y

ork, T
he M

acm
illan 

Com
pany, （904, p.（（9.

（6）　
「
旅
の
日
記
か
ら
」
平
川
祐
弘
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、
小
泉
八
雲
『
心
』
河
出
書
房
新
社
、
二
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一
六
年
、
四
六
頁
。“From

 A
 T

raveling D
iary,” K
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ints and 
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oughton M
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二
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。

　“
A
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名
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。
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Edw
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講
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書
、
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