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江
戸

・

明
治
期
の

随
筆
類
に

お

け

る

富
士

信
仰

大
　
谷

正

　
幸

　
こ

こ

で

は、

厳
密
に

エ

ッ

セ

イ
の

み

な

ら
ず、

名
所
案
内
・

地
誌
・

年

中
行
事
の

紹
介
な
ど
と

い

っ

た、

富
士

信
仰
の

部
外
者
に

よ

っ

て

富
士

信

仰
へ

の

記
述
を

主
と

し

な
い

目

的
の

為
に

書
か

れ
た
も
の

を
一

括
し
て

便

宜

的
に

「

随

筆
」

と

呼
ぶ

こ

と
に

し
た

い
。

　

江

戸
時
代
か

ら

明
治
に

か

け
て

、

そ

う
い

っ

た、

外
部
か

ら

見
た

富
士

信
仰
の

記
述
を

収
集
し

て

み

る

と、

ジ
ョ

ア
ン

・

ロ

ド
リ

ー
ゲ
ス

の

『

日

本
教
会
史
』

を

始
め

と

し

て

六
五
タ

イ
ト
ル

一

二

四

項
目
に

上
っ

た
。

こ

れ

ら
の

記
事
を

観
察
す
る

と、

明
確
な

傾
向
を
い

く
つ

か

指
摘
す
る

こ

と

が
で

き
る

。

→
、

富
士

講
が

目
立
ち

始
め
る

寛
政
期
ご

ろ
以
前、

江

戸
の

富
士

信
仰
と

　
い

え
ば

駒
込
・

浅
草
の

浅
間

神
社
が

定
番
で

あ
り、

特
に

駒
込
の

富
士

　

詣
と
よ
ば
れ

る

市
を

と

も
な
う

祭
礼
に

代
表
さ
れ
た

。

　
、

角
行
系

富
士

信

仰
に

関

す
る

記

事
は

安
永
八

年
（
】

七
七

九
）

の

　

『

大

抵
御
覧
』

に

あ
ら

わ
れ

る

高
田

富
士
（
東

京
都
新

宿
区
西

早

稲

　

田）

の

も
の

が

最
初
で

あ
り、

以

後
、

富
士

講
そ

の

も
の

よ
り

は

富
士

　

塚
に

関
す

る

記
事
が

多
い

。

一
、

角
行
系
に

つ

い

て

彼
ら
随

筆
筆
者
た

ち
の

印
象
は

決
し

て

好
ま

し
い

　

も
の

で

は

な

い
。

例
え
ぼ、

　

　
漢
の

張
角、

黄
巾
の

賊
も

始
め

は

か
〉

る

者
に

や

有
ん

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

松
浦
静
山
『

甲
子
夜
話
巴

　

　
（
富
士

塚
へ
）

恙
な

く
上

下
す
れ
ば、

後
生
よ

く

有
難
な

ど
巷

談
し

　

　
て

、

草
臥
つ

ら
し

に

登
り

下
り
す

る

徒
も

あ
り

、

愚
盲
の

甚
し

き、

　

　
是
近
年
富
士

講
と

い

ふ

も

の

天

行
て、

元
来
の

訳
も
わ

き

ま
へ

ず、

　

　
処
々

に

連
を
む
す
び、

行
衣
を

着
し
て、

鈴
を
な
ら
し
徘
徊
し
、

講

　

　
が

し

ら
な

ど
い

ふ

も
の

出
来
て

（
中
略）

天
行
が
ゆ

へ

也

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
（

十
方
庵
敬
順

『

遊

歴
雑
記
』

）

な
ど

。

彼
ら
の

批
判
は、

富
士

講
や
不
二

道
の

行
動
や

言
動
が

愚
か

し

い

と
い

う

点
と

、

に

も
か

か

わ

ら

ず
そ
の

動

員
が

多
い

点
に

集
中
し

て

い

る

よ

う
に

み

え

る
。

一
、

当

事
者
に

近
い

側
（
但
し

富
士

講
徒
で

は

な

い
）

か

ら

書
か

れ

た

も

　
の

に

は

批
判
色
が

無

く、

威
儀
や

行
動
を

讃
え
る

傾

向
に

あ
る

。

ま

　
た
、

明

治
に

入

る

と

旧
来
の

富
士

講
と

の

変
質
も

指
摘
さ

れ
る

。

　

　
幕
府
時
代
に

於
て

富
士

講
の

盛
行
す
る

や
、

悪

弊
百
出、

而
し
て

数

　

　
度
の

制
令、

猶
ほ

之

を

禁
遏

す
る

能
は

ざ
り
し

も、

維
新

後
に

及

　

　
び

、

…
…

富
士

講
の

如

き

邪
教
は

日

に

増
し
萎

微
廃
滅
に

瀕
せ

り

　

　
…
…
迷
信
の

度
漸
く
薄
ら
ぎ、

苦

行
な
ど
為
す

愚

物
は
殆
ん

ど

見
る

　

　
べ

か

ら
ず、

富
士

詣
を

名
と

し
て

行
楽
的
の

巡
礼
を
な
す
こ

と
一

般

　

　
の

風
習
な
り
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
（

久

保
天

随

『

富
士
行
者
』）

一
、

京
都
・

奈

良
の

富
士

信
仰
に

つ

い

て

の

記
述
は

江
戸
時
代
前
半
に

集

　

中
し

て

お

り
、

江

戸
に

先
駆
け
て

「

富
士

講
」

の

語
も
見
ら

れ

る

〔

享

　

保
十
五

年
ご

ろ

の

『

奈
良

坊
目
拙

解
』）

が
、

そ
の

後
の

記
述
が

見
ら

　
れ

ず
、

衰
退
し

て

い

っ

た
ら

し
い

。

　
こ

れ

ら
の

傾
向
を

江

戸
や

関
東
の

富
士
信
仰
史
と

重
ね

る

と、

富
士
信

仰
の

あ
り

方
に

つ

い

て

強
い

示

唆
が

得
ら

れ

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

特
に、

富
士

講
が

世
に

広
く
知
ら
れ

る

以
前
に

は
一

般
的
に

富
士

信
仰
と
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い

え

ば

駒
込
・

浅
草
の

浅
間
神
社
や

駒
込
の

富
士

詣
を
専
ら
示
し

て

い

た

点
・

随
筆
類
を

書
く
よ

う
な
知
識

層
（
上
は

大

名
か

ら

下
は

市
井
の

僧
侶

ま
で
）

は

富
士

講
（

不
二

道
）

を

批
判
的
か

つ

嘲
笑
的
に

み
て

い

た

点
な

ど

は、

富
士

信
仰
内
部
の

史
料
や

民
俗
と

し
て

の

富
士

講
を

追
う
だ

け
で

は

決
し
て

得
ら

れ
な

い

外
界
の

反
応
で

あ
る

。

富
±

信
仰
内
外
を

複
眼

的

に

捉
え
る

こ

と

で
、

よ

り

具
体

的
な

彼
ら

の

実
態
を
よ

り
正

確
に

把
握
で

き

る

も
の

と

思
わ

れ

る
。

鎌
倉
時
代
の

夢
信
仰
の
一

断
面

　

ー
沙
石

集
を

中
心
と

し

て

ー・
河

東

仁

　
『

沙
石

集
』

は
、

無

住
（

一

二

二

六
−
一

三
一

二
）

に

よ

っ

て

著
さ

れ

た
、

鎌
倉
期
の

説
話
集
で

あ
る

。

序
に

記
さ

れ
て

い

る

よ

う
に
、

王

朝
期

以
来
の

伝
統
的
な

文
学
観
を

継
承
し
、

世
俗
的
な

話
題
を

通
し
て
、

仏
教

の

教
義
を
平
易
に

説
き
明
か

そ

う
と

し

て

い

る
。

そ
の

た

め

後
世
へ

大
き

な
影

響
を

も
た
ら
し、

こ

と

に

そ

の

滑
稽
譚
は

、

江
戸
文

学
の

先
駆
け
に

な
っ

た

と

も
さ

れ
る

。

　
無

住
は

鎌
倉
で

生
ま

れ
、

十
八

歳
の

と
き

得
度

、

関
東
や

大
和
の

諸
寺

に

て

密
教
や

禅
な
ど

諸
宗
を

修
め
、

　→

宗
→

派
に

偏
ら

ぬ

諸

宗
綜
合
の

立

場
を
と
っ

た
。

ま
た

神
仏
習
合
を

明
確
に

う
ち

だ
し

た

こ

と

で

も

知
ら

れ

る
。

　
こ

の

た
め

『

沙
石
集
』

は、

従
来
の

研
究
に

お

い

て

は、

理
論

的
体
系

に

裏
づ

け
ら

れ

て

い

な

い

雑
駁
な
も

の

と

み
な
さ
れ

が

ち
で

あ
っ

た
。

し

か

し

こ

う
し
た

神
仏
混
淆
は
、

ま

さ

に

こ

の

頃
の

精
神
状
況
を
映
し
出
し

た
も
の

で

あ
り、

鎌
倉
時
代
の

夢
信
仰
を

知
る

上
で

看
過
で

き
な
い

も
の

と

言
え
よ

う
。

　
『

沙
石
集
』

全
十
巻
の

な
か

に

記
さ

れ

た
一

五

〇

条
あ
ま

り
の

説
話
の

な

か

で
、

実

夢
に

つ

い

て

語
っ

て

い

る

話
は

全
部
で

四

九

例
を
数
え
る

こ

と

が

で

き

る
。

た

だ
し

こ

れ

は
、

幻
覚
体
験

（

自
昼

夢〉

五
話
を

含
め

て

の

数
で

あ
る

。

そ

し
て

こ

れ

ら

の

夢
譚
を

内
容
に

沿
っ

て

分
類
す
る
と

以

下
の

よ

う
に

な
る

。

a

　

神
祗
信
仰
に

関
わ

る

も

の

　
　
現
世
へ

執
着
す
る

こ

と

の

非
を
諭
す

　
神

、

仏
法
の

教
説
を

教
え
る

神、

道
心
の

な
さ

を

非
難
す
る

神、

僧
へ

　
の

非
礼
を
と

が

め
る

神、

往
生
を

確
約
す
る

神、

無
実
の

罪
を

は

ら

す

　
神、

非
力
を
告
白
す
る

神、

死

穢
を

厭
わ
ぬ

神
。

b
　
諸
仏
菩
薩
の

霊

験
に

関
わ

る

も

の

　
　
薬
師
如

来
の

霊
験

、

観
音
の

　
霊

験
、

地
蔵
の

霊

験、

不

動
の

霊
験、

弘

法
大
師
の

霊
験、

阿
弥
陀
の

　
霊
験、

仏
舎
利
・

如
意
宝
珠
の

霊
験

。

c

　

来
世
で

の

報
い

1
地

獄
界
へ

堕
ち

る

話、

野
槌
・

馬
・

犬
・

雉
な

　
ど

畜
生

界
に

転
生
す
る

話
。

d
　
和
歌

陀
羅
尼
論

ー
歌
の

功

徳
で

命
が

助
か

る
、

神
仏
か

ら

歌
を

授

　
か

る
、

歌
で

自
分
の

死
を

報
せ

る、

死
者
と

歌
を
交
わ
す。

e
　
そ

の

他

ー
仏
典
の

夢
譚
の

引
用、

殺
生
の

戒
め

、

滑
稽
譚

。

　
そ

し

て

以
上
か

ら、

『

沙
石

集
』

に

お

け
る

夢
譚
の

特

徴
と

し
て

、

以

下
の

こ

と

が

指
摘
さ

れ

う
る
。

a

　
従
来
の

現
世
利
益
的
な

神
祗

信
仰
が

見
ら

れ
る

夢
譚
は

少
な
く、

む

　
し
ろ

和
光
の

方

便
と

し
て
、

仏
の

代
理
を
神
が

務
め

る

話
が

多
く
な
っ

　
て

い

る
。
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