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成
十

一
年
十
二
月

日
本
精
神
運
動
と
仏
教
思
想

―
衛
藤
即
応

の
所
説
を
中
心
に
―

工

藤

英

勝

日
本
精
神
運
動
の
歴
史
的
位
相

　
ユ
　

「日
本
精
神
」
の
用
語
は
、

一
九
三

一

(昭
和
六
)
年
の
満
洲
事
変
を

契
機
に
当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
国
粋

主
義
的
、

国
家
主
義
的
な
標
語
で
あ
る
。

「日
本
精
神
」

の
類
語
と
し

て
は
、
幕

末
期
の

「尊
皇
捜
夷
」
や
、
日
露
戦
争
期
の

「大
和
魂
」
「忠

君
愛
国
」
等
を
先
駆
と
す
る
。
「日
本
精
神
」
以
後
は
、

「国
民
精
神
総

動
員
」
「国
家
総
動
員
」

「大
政
翼
賛
」
等

の
天
皇
制
に
も
と
つ
く
軍
国

主
義
的
な
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

さ
て
、
日
本
精
神
運
動
は
日
本
軍
の
満
洲
侵
略
に
対
す
る
国
際
的
な

非
難
と
孤
立

の

「非
常
時
」
下
に
お
い
て
、
当
時

の
言
論
界
や
宗
教
界

を
も
巻
き
込
ん
だ
流
行
思
潮
と
な
っ
た
。
日
本
精
神
を
ア
プ
リ
オ
リ
に

実
体
化
し

て
そ
の
優
秀
性
を
鼓
吹
す
る
精
神
運
動
は
、
必
然
的
に
外
来

文
化
や
そ

の
産
物

で
あ
る
個
人
主
義
、
自
由
主
義
、
社
会
主
義
を
も
排

撃
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
も
な
っ
た
。

と
こ
ろ

で
、
こ
の
日
本
精
神
の
流
行
思
潮
や
そ
の
運
動
に
対
し
て
は
、

当
時

の
知
識
人
の
間

で
は
必
ず
し
も
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
わ

　　　

す
　

け
で
は
な
い
。
和
辻
哲
郎
、
津
田
左
右
吉
ら
は
日
本
精
神
運
動
の
思
想

的
な
矛
盾
や
脆
弱
さ
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
抑
圧
的
で
排
外
的
な
論
調
を

批
判
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
精
神
運
動
の
流
行
に
伴
う
賛
否
両
論

の
中

で
、
宗

教
界
特
に
仏
教
界
の
反
応
は
敏
感
な
も
の
が
あ

っ
た
。
自
ら
が
日
本
精

神
運
動
に
対
し
て
取
る
距
離
と
位
相
は
、
そ
の
宗
教
、
宗
派
の
教
学
思

想

の
位
置
づ
け
を
反
照
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
日
本
精
神
」

の
擁
護
論

に
せ
よ
、
反
対
論
や
懐
疑
的
な
意
見
に
せ
よ
、
そ
れ
が
自
ら
の
教
学
思

想

の
自
覚

の
内
実
を
間
接
的
に
表
明
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。

紀
平
正
美

「日
本
精
神
」
論
批
判

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

の
研
究
者
で
仏
教
に
関
す
る
著
作
も
あ
る
、
紀
平
正

美

(
一
八
七
四
～

一
九
四
九
)
は
、

「読
売
新
聞
」
宗
教
欄
に

「日
本
精

　
　
　

神
-
特
に
流
行
性
を
帯
び
た
る
最
近
の
傾
向
ー
」
と
題
す
る
論
説
を
六

回
に
分
け
て
発
表
し
た
。
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日
本
精
神
運
動
と
仏
教
思
想

(工

藤
)

紀
平
は
日
本
精
神
論
を
展
開
す
る
の
に
、

「流
行
性
」

「行
の
組
織
」

「『分
』
と

『
つ
と
め
』」
「根
本
義
」
「美
力
」
「清
算
す
べ
き
も
の
」
の

各
回
の
表
題

に
お
い
て
、
何
が
日
本
精
神

で
あ
り
、
何
が
そ
う
で
は
な

い
の
か
を
例
話
も
交
え
な
が
ら
説
き
明
か
す
。

紀
平
の
論
に
よ
れ
ば
、

「満
洲
事
変
を
機
と
し
て
」
流
行
語
と
な
っ

た

「日
本
精
神
」
の
本
質
は
、
要
す
る
に

「我
が
日
本
に
於
て
は
因
り

檬
り
得
る
所

の
道
即
ち
古
今
を
通
じ
て
謬
ら
す
中
外
に
施
し
て
挽
ら
ざ

る
底

の

『人

の
道
』」
で
あ
り
、
「我
と
自
然
と
を
常
に
融
和
合

一
せ
し

め
る
慮
の
日
本
人
の
み
感
ず
る
所

の
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
精

神
は
、
知

の
組
織
と
は
区
別
さ
れ
る

「率
直
な
感
じ
を
其
の
侭
に
進
展

せ
し
む
る
行

の
組
織
」

「率
直
な
る
現
実
性
、
直
接
態
」
、
日
本
的
な

「『分
』
と

『
つ
と
め
』」

の
倫
理
、
そ
し
て

「清
明
心
」

「美
力
」

「中

今
」
の
概
念

で
表
さ
れ
る
内
実
が

「日
本
精
神

の
根
本
義
」
な
の
だ
と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
本
精
神
に
反
す
る
立
場
と
し
て
は
、
特

に
西
洋
文
化

の

「個
人
主
義
」
「科
学
的

の
思
想
」
「抽
象
的
な
る
理
論
」

な
ど
の

「知

の
組
織
」
を
対
置
さ
せ
る
。
紀
平
は
、
日
本
精
神
を
正
し

く
行
ず
る
た

め
に
は
、
西
洋

の
個
人
主
義
に
も
と
つ
く

「自
覚
」

「権

利
や
義
務

の
対
立
」

「祖
国
」
「祖
国
愛
」
「社
会
主
義
」
な
ど
の
概
念

は
清
算
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
人
と
し
て
の

「
つ
と

め
」
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

紀
平

の

「日
本
精
神
」
論
の
特
徴
は
、
市
川
白
絃
が
そ
の
当
時
述
べ

て
い
る
よ
う
に

「紀
平
、
里
美
、
松
永

の
日
本
精
神
は

ヘ
ー
ゲ
ル
張
り
、

松
岡
、
中
野
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
バ
タ
臭
く
、
日
本
精
神
の
名
に
お
い
て

　ら
　

西
欧

の
帝
国
主
義
を
密
輸
入
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
紀
平
自

身

の

「日
本
的
な
ら
ざ
る
思
想
型
を
以
て
日
本
精
神
を
論
ず
る
や
う
な

實
に
苦
々
し
き
議
論
」
の
評
価
が
そ
の
ま
ま
当

て
は
ま
る
。

さ
て
、
紀
平
正
美
の
こ
の

「日
本
精
神
」
論
を
読
ん
で
い
ち
早
く
批

判
的
見
解
を
公
け
に
し
た
の
は
、
曹
洞
宗

の
宗

学
者
、
衛
藤
即
応

(
一

八
八
八
～

一
九
五
八
)
で
あ
っ
た
。
衛
藤
は
、

「教
学
新
聞
」
記
者

の
イ

　　

ン
タ
ビ

ュ
ー
に
答
え
る
と

い
う
か
た
ち
で
、

「日
本
精
神
の
歪
曲
」
と

題
す
る
談
話
を
三
回
に
分
け
て
発
表
し
た
。

衛
藤
の
紀
平

「日
本
精
神
」
論
批
判
の
ス
タ

イ
ル
は
、
真
正
面
か
ら

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判
で
は
な
く
、
相
手

の
所
説

に
従
う
よ
う
に
見
せ

て
裏
か
ら
そ
の
矛
盾
を

つ
く
と
い
う
、
い
う
な

れ
ば

エ
ラ
ス
ム
ス
流
の

そ
れ
で
あ
っ
た
。
衛
藤
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
「吾
國
現
下
の
非
常
時
に

際
し
、
・
・
(中
略
)
・
・
高
潮
さ
れ
出
し
た

『
日
本
精
神
』
な
る
も
の
、

そ
の
主
義
乃
至
こ
れ
が
主
唱
者
た
る
人
々
の
思
想
等
々
に
封
し
て
自
分

の
腋
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
、
不
満
に
思
ふ
黙
を
多

々
考

へ
さ
せ
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
。

・
・
(中
略
)
・
・
尤
も
こ
れ
は
、
同
博
士
の
所
説
を
讃

ん
で
初
め
て
思

つ
た
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
特

に
博
士
の
所
論
に
反
封

す
る
の
で
は
勿
論
な
い
が
、
そ
の
云
は
れ
る
と

こ
ろ
に
よ
つ
て
不
幸
に

し
て
自
分
は
ハ
ッ
キ
リ
し
た
日
本
精
神
な
る
も

の
を
掴
え
る
こ
と
が
出

来
な
か
つ
た
」
と
述
べ
、
流
行
思
潮
と
し
て
登

場
し
た

「日
本
精
神
」

論

へ
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
衛

藤
は

「日
本
精
神
」
イ
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日
本
精
神
運
動
と
仏
教
思
想

(工

藤
)

デ
オ

ロ
ギ

ー
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
思
潮
に
迎
合

し
て
現
れ
た
危
機
的
な
思
想
状
況
に
対
し
て
、
秘
か
に

一
矢
を
報

い
ん

と
す
る
も

の
で
あ
る
。
衛
藤
の
紀
平

「日
本
精
神
」
論
批
判

の
要
点
を

列
挙
す
る
と
、
①
思
想
的
な
不
明
瞭
さ
②

『古
事
記
』
=
日
本
書
紀
』
に

偏
重
し
た
復
古
主
義
的
態
度
③
文
化
の
無
視
④
排
外
的
思
想

・
排
他
的

主
義
⑤
排
仏

思
想

・
反
宗
教
運
動
の
前
兆
と
な
る
こ
と

へ
の
懸
念
な
ど

で
あ
る
。
衛
藤
は
こ
の
論
説
の
結
論
と
し
て
、

「然
し
遺
憾
乍
ら
こ
の

眞
個
の
日
本
精
神
は
、
さ
な
が
ら
の
姿
に
お
い
て
究
明
、
把
握
さ
れ
て

ゐ
な
い
。
多

く
は
西
洋

の
學
問

で
鍛

へ
た
頭
、
輸
入
の
思
想
か
ら
、
こ

れ
を
観
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
結
論
は
先

に
紹

介
し
た
市

川
白
絃

の

「日
本
精
神

の
名
に
お
い
て
西
欧

の
帝
国
主
義
を

密
輸
入
し

て
い
る
」
や
当
時
の
良
心
的
な
教
養
人
と
も
共
鳴
す
る
も
の

で
あ
り
、
衛
藤

の
鋭
い
見
識
が
読
み
と
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
衛
藤

の

「日
本
精
神
の
歪
曲
」
に
も
問
題
な
し
と
は
し
な

い
。
そ
れ

は
第

一
に
、
そ
の
表
題
に
端
的
に
あ
る
よ
う
に
、
「日
本
精

神
」
自
体

は
自
明
な
思
想
と
し
て
承
認
し
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
歴

代
の
皇
室

が
篤
く
崇
信
し
て
き
た
仏
教
を
屈
辱
す
る
過
激
な
日
本
精
神

運
動
は
、
「吾
國
歴
朝
の
皇
室
に
封
す
る
こ
の
上
も
な
い
不
敬
で
あ
る
。
」

と
し
て
、

「不
敬
」
を
盾

に
し
て
仏
教
の
社
会
的
立
場
を
擁
護

し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

「不
敬
」
議
論
は
、
後
に
は
仏
教
界
全

体
を
国
家
主
義
や
軍
国
主
義
体
制
に
萎
縮
さ
せ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

衛
藤

「神
社
崇
拝
と
仏
教
」

衛
藤
は

「日
本
精
神
の
歪
曲
」
発
表

の
ー
ヶ
月
後
、
更
な
る

「日
本

精
神
運
動
」
の
批
判
を
公
け
に
し
た
。

一
九
三

四

(昭
和
九
)
年
二
月

十
二
日
に
、
駒
澤
大
学
仏
教
学
会
主
催
の
卒
業
生
送
別
予
饅
会
に
お
い

て
、

「日
本
精
神
運
動
に
直
面
し
て
」

の
演
題
で
公
開
講
演
会
が
持
た

　
　
　

れ
た
。
衛
藤

の
講
演
内
容
は
、
速
記
録

「神
社
崇
葬
と
仏
教
」
と
改
題

さ
れ
て

『駒
澤
大
学
仏
教
学
会
会
報
』
第
四
輯

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

衛
藤
は
既
に

「自
力
と
他
力
」
の
演
題
で
講
演

す
る
準
備
を
進
め
て
い

た
が
、
「我
國

の
思
想
界
は
非
常
に
緊
張
し
今
や
膨
溝
と
し
て
日
本
精

神
運
動
は
全
國
に
波
打

つ
て
ゐ
る
が
如
き
状
勢

で
あ
る
に
封
し
、
・
・

(中
略
)
・
・
斯
る
緊
急

の
問
題
を
黙
過
し
て
教

理
上
の
項
目
に
就

い
て

話
す
に
忍
び
な

い
。
」
と
し
て
、
急
遽
、
演
題
を
変
更
し
た
。
衛
藤
は
、

日
本
精
神
運
動

の
事
実
上
の
中
心
問
題
と
し
て

「神
社
と
仏
教
」
と
の

関
係
に
着
目
し
て
、
仏
教

の
学
的
ま
た
は
信
仰
的
な
立
場
か
ら
の
批
判

的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
当
時
の
衛
藤
は
、
社
会
思
潮
に
対
し
て

非
常
に
敏
感
に
反
応
し
て
お
り
、
日
本
精
神
運
動
批
判

の
以
前

に
は
、

秋
田
雨
雀
ら
の
反
宗
教
運
動

へ
の
応
答
も
し
て
い
た
実
績
が
あ
る
。

衛
藤

「神
社
崇
葬
と
仏
教
」

の
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

衛
藤
は
、
当
時
の
仏
教
信
仰
お
よ
び
仏
教
研
究
が
あ
ま
り
に
も
時
流

に
迎
合
し
て
い
る
現
状
を
慨
嘆
し
た
後

で
、

「從
來
の
佛
教

の
研
究
は

余
り
に
時
代

の
信
仰
に
無
頓
着
に
歴
史
や
教
理
を
研
究
し
て
、
現
代
に
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日
本
精
神
運
動
と
仏
教
思
想

(工

藤
)

生
命
あ
る
宗
教
と
し
て
之
を
研
究
し
な
か

つ
た
結
果
で
あ
る
。
本
來
佛

教
學
な
る
も
の
は
、
信
仰
の
理
論
的
根
櫨
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教
理
研
究
は
直
接
時
代
に
動
い
て
ゐ
る
實
際
の

信
仰
と
關
係
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
学
的
な
良
心
に

も
と
つ

い
て
現
実

の
信
仰

の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
衛
藤

の
日
本
精
神
運
動
批
判
も
こ
の
学
的
な
良
心
か
ら
発
し
て
い
る
。
先
に

発
表
し
た
談
話

「日
本
精
神
の
歪
曲
」
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
衛
藤
は
、

現
今

の
日
本
精
神
運
動

の
問
題
点
を
以
下
の
九
点

に
お
い
て
総
括
す

る
。
①
古
神
道
中
心
の
復
古
主
義
思
想
で
あ
る
こ
と
。
②
排
外
的
な
気

分
が
顕
著

で
あ
る
こ
と
。
③
排
仏
的
傾
向
を
も

つ
こ
と
。
④
復
古
懐
旧

の
退
嬰
主
義
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
。
⑤
ド
イ
ツ
文
化
哲
学
を
焼
き
直
し

た
だ
け
の
机
上
の
日
本
精
神
論
。
⑥
日
本
精
神
論

の
不
統

一
と

一
面

性
。
⑦
偏
狭
な
国
粋
主
義
に
傾
き
や
す
い
こ
と
。
⑧
不
敬

・
不
謹
慎
な

言
辞
を
弄
し
て
い
る
こ
と
。
⑨
総
じ
て
思
想
的
な
鎖
国
主
義
で
あ
る
こ

と
等
で
あ

る
。
衛
藤
は
、
当
時

の
穏
健
な
教
養
人
同
様
、
「日
本
精
神
」

の
観
念
や
天
皇

へ
の

「不
敬
」

の
概
念
自
体
を
批
判
し
て
は
い
な
い
。

当
時
流
行
し
た
日
本
精
神
運
動
の
偏
狭
で
排
外
的

・
排
仏
的
な
傾
向
を

批
判
し
た

の
で
あ
る
。
か
か
る
衛
藤

の
批
判
は
、
天
皇
制
批
判
を
欠
落

さ
せ
て
い
る
点
で
極
め
て
不
十
分
と
の
誹
り
を
受
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
し
な

が
ら
、
当
時
の
多
く
の
仏
教
者
、
仏
教
学
者
、
宗
学
者
が
躍

起
に
な

っ
て
仏
教
思
想
と
日
本
精
神
と
の

一
体

・
一
致
を
高
調
し
て
い

る
中
で
は
、
か
な
り
批
判
的
な
見
解
表
明
で
は
あ
る
。

衛
藤
は
満
洲
事
変
以
降
流
行
し
は
じ
め
た
日
本
精
神
運
動
、
紀
平

の

日
本
精
神
論
に
対
し
て
、
か
か
る
異
議
を
申
し
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

衛
藤
自
身
も
日
本
精
神
の
観
念
を
否
定
し
て
い
な
い
以
上
、
従
来

の
日

本
精
神
論
と
は
異
な
る
独
自
の
日
本
精
神
理
解
を
立
論
す
る
必
要
が

あ

っ
た
。
こ
の
講
演
録

で
は
こ
れ
が
主
題
と
な

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
は

神
社
崇
拝
と
仏
教
思
想
と
を
ど
う
信
仰

の
中
で
布
置
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

衛
藤
は
、
比
較
宗
教
学

の
宗
教
類
型
論
に
も

と
つ
い
て
、

「神
社
崇

拝
と
仏
教
」

の
問
題
を
論
じ
る
。
彼
が
そ
の
論
拠
と
す
る
の
は
、
民
族

的
宗
教
と
、
世
界
的
宗
教
と
の
対
比
で
あ
る
。
日
本
精
神
運
動
が
そ
の

根
拠
と
し
て
い
る
神
道
は
、
民
族
的
宗
教
に
類
似
し
た
宗
教

(「類
似
」

の
語
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
あ
り
)
で
、
非
宣
伝

の
民
族
本
位

の
宗
教
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
仏
教
を
、
人
間
本
位
の
世
界
的
宗
教

・
「包
容

的
」

「自
覚

の
宗
教
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
結
果

「民
族

本
位
に
立

つ
と
、
人
間
本
位
に
立

つ
と
は
、
其

の
基
調
を
異
に
す
る
だ

け
に
其

の
行
き
方
が
自
ら
異
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
神
道

の
學
者
は
宗
教
學

の
立
場
か
ら
、
神
道
が
民
族
的
で
あ
る

こ
と
に
満
足
し
な
い
で
、
之
を
普
遍
化
し
て
廣

く
人
間
の
宗
教
と
し
よ

う
と
解
繹
し
努
力
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
即
ち
天
照
皇
大
神
を
基
督

教
の
神

の
如
く
、
全
世
界

の
人
類

の
神
と
し
て
之
を
普
遍
絶
封
の
人
間

一
般
の
神
と
し
よ
う
と
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
其
の
点
を
高
調
す
る

と
民
族
神
と
し
て
の
生
々
し
た
権
威
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
民
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日
本
精
神
運
動
と
仏
教
思
想

(工

藤
)

族
的
宗
教

は
、
之
を

一
般
化
す
れ
ば
其

の
固
有

の
民
族
的
威
力
を
失
ふ

も
の
で
あ

る
。」
と
の
結
論
に
達
し
、
神
社
崇
拝
と
仏
教
信
仰
と
の
問

に
明
確
に

一
線
を
画
す
る
。
当
時

の
国
家
神
道

の
軍
国
主
義
的
な
性
格

を
捨
象

し
た
こ
の
神
道
論
に
は
限
界
を
感
じ
る
が
、
当
時

の
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ッ
ク

な
天
皇

一
元

・
国
家
神
道

一
元

の
思
潮
に
あ
っ
て
は
、
穏
健

な
仏
教
者
と
し
て
は
ギ
リ
ギ
リ
の
抵
抗
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
衛
藤
は
神
社
崇
拝
と
仏
教
信
仰
と
は
そ
の
宗
教
の
水
準
が
異

な
っ
て
い
る
と
し
な
が
ら
、

「日
本

の
佛
教
徒
と
し
て
神
社
に
封
す
る

信
仰
は
結

局
如
何
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
」
と
自
問
し
、

コ

個
の
人
間
と
し
て
内
に
尊
き
人
間
の
債
値
を
自
豊
し
、
又
國
民
と
し
て

は
美
は
し
き
日
本
精
神
に
生
き
る
こ
と
は
、
そ
の
生
活
を
内
外
よ
り
規

定
し
て
、
此
に
完
全
な
る
日
本
國
民
と
し
て
世
界
に
其
の
尊
厳
を
誇
る

こ
と
が
出

來
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
始
め
て
人
類
の
爲
の
日
本
精
神

の
獲
露
と
な
り
世
界
文
化
の
爲
の
活
躍
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此

の
理
想
は
今
始
め
て
私
が
之
を
唱
ふ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
已
に
遠
く

本
地
垂
　

の
信
仰

は
此
の
意
味
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
内

に
は
人
間

の
理
想
と

し
て
の
佛
陀
の
自
毘
に
獲
し
、
外
に
は
日
本
精
神

の
権
化
と

し
て
の
神
社
崇
拝

に
依

つ
て
、
構
威
あ
る
國
民
的
自
毘

に
生
き
る
こ
の

内
外
二
重

の
調
和

こ
そ
、
本
地
垂
迩
の
信
仰
な
の
で
あ
る
。」
と
の
答

え
を
出
し

て
い
る
。
仏
教
を

「本
」

「内
」
と
し
、
神
社
崇
拝
を

「　
」

「外
」
と
す
る

「本
地
垂
　
」
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
何
と
も
歯
切

れ
が
悪

い
。
こ
の
歯
切
れ
の
悪
さ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
者

・
仏
教
学
者

の
戦
争
責
任
論
か
ら
こ
の
衛
藤

の
論
調
を
照
射

す
る
と
、
明
瞭
な

「反
戦
」
「軍
国
主
義
反
対
」
の
論
理
と
は
言
え
な

い
し
、
良
心
的
な

「抵
抗
」
と
称
す
る
に
も
躊
躇
を
感
じ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
筆
者
は
こ
の
歯
切
れ
の
悪

い
衛
藤

の
論
調
に
、
抑
圧
的
な
国

粋
主
義
思
潮
に
対
す
る
微
か
な
る

「サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
を
感
じ
る
。
こ

の
サ
ボ
タ
ー
ジ

ュ
は
、
結
果
的
に
は

「反
戦
」

「抵
抗
」
の
論
理
と
は

な
ら
な
か
っ
た
が
、
学
的
な
良
心
の
ひ
と

つ
の
軌
跡
を
見
る
。

現
代
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代

の
欠
点
も
背
負
い
込
む
ご

　
　
　

と
で
も
あ
る
。
そ

の
点
で
、
こ
の
衛
藤
の
業
績
は
微
か
で
あ
る
な
が
ら
、

そ
の
歴
史
的
意
義

は
大
き
い
。

1

『国
史

大
辞
典
』

の

「日
本
精
神
」
項
目

2

『続

日
本
精

神
史
研
究
』

3

『思
想

』
第

一
四
四
号

所
収

「
日
本
精
神

に

つ
い
て
」

4

「読
売
新

聞
」

一
九

三
四
年

一
月
七

日
～

一
三
日

5

『
日
本

フ
ァ

シ
ズ

ム
下

の
宗
教
』

6

「教
学

新
聞
」

一
九

三
四
年

一
月

一
二

日
～

二
四
日

7

『駒

澤
大
学
仏
教
学
会

会
報
』
第

四
輯
附
録
所
収

一
九

三
四
年

三
月
二
五
日
発
行

8

太

田
久
紀

師

に
よ
る
評
価

<
キ
ー

ワ
ー
ド
>

日
本
精
神
、
衛
藤

即
応
、
紀

平
正
美
、
国
粋

主
義
、
神

社

崇
拝

(足
利
工
業
大
学
非
常
勤
講
師
)
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