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る
。

こ

の

点
は

出

雲
降
臨
の

前
後
で
一

貫
し
て

い

る
。

ま
た
、

大
宜

津
比

売
・

大
穴
牟
遅
神
の

事
例
に

典
型
的
に

見
て

取
れ

る

よ

う
に
、

須
佐
之

男

命
は

く

暴
力
V

を

介
し

て

く

変
身
V

を

強
い

る

神
で

も

あ
る

。

こ

の

神
は

常
に

く

変
身
V

も
し
く
は

〈

更
新〉

の

〈

触
媒
〉

と

し

て

働
く
の

で

あ
り、

こ

の

神
自

体
が

何
ら

か
の

固
定

的
な
〈
価
値
〉

や

〈

秩

序
〉

を
主

張
・

体

現
・

確
立

す
る

傾

向
は
乏
し
い

。

　

従
来、

『

古
事
記
」

の

須
佐
之

男
命
の

神

格
・

神

性
を

考
察

す
る

論
考

の

多
く
で

、

「

高
天

原
／
出
雲
」

「

善
／
悪
」

「

正

／
負
」

「

秩

序
／
混
沌
」

等
の

二

項
対
立
を
設
定
し、

須
佐
之

男
命
を
後
者
の

側
と
し
て

位
置
づ

け

る

こ

と

が

行
わ

れ
て

き
た

。

し

か

し、

右

に

指
摘
し
た

諸

点
か
ら
は
、

『

古
事
記
』

の

須

佐
之

男
命
を

単
な
る

「

破
壊
の

神
」

「

負
の

価
値
を

体
す

る

神
」

と
規
定
す
る

見
方
が
一

面
的
な
も
の

で

あ
る

こ

と

が

改
め

て

知
ら

れ

る
。

『

古
事
記
』

の

須
佐
之

男
命
は
破

壊
的
な
性
質
を

確
か

に

有

す
る

が
、

そ
れ

は

単
に

破
壊
の

み
に

留
ま
る

性
質
の

も
の

で

は

な
い

と

言
え

る
。

破
壊
的
行
為
と

見
え
る

も
の

が
、

そ
の

行
為
を

通
し
て

、

事
態
の

転

換
や
殺
害
対
象
の

〈
変
身
〉

を

も
た

ら

し、

そ
れ

に

よ
っ

て

世

界
秩
序
の

更

新
・

形
成
が

進
ん

で

ゆ

く
よ

う
な

、

建
設
的
な

存
在
と
し

て

も

捉
え

う

る

の

で

あ
る

。

　

須
佐
之

男
命
は

こ

の

よ

う
に

二

重

性
を

有
し
た

神
で

あ
り

、

少
な

く
と

も

『

古
事
記
』

に

お
い

て

は
、

「

善

／
悪
」

「

正
／

負
」

「

秩

序
／
混
沌
」

の

二

項
対
立
を

単
純
に

設

定
し
た

上
で
、

須
佐
之

男
命
を

「

悪
」

「

負
」

「

混
沌
」

を

体
す
る

神
と

し
て
一

義
的
に
位

置
づ

け
る
こ

と
は
、

必

ず
し

も
相
応
し

く
な
い

と

言
え
よ

う
。

ま
た

、

こ

の

点
に

お
い

て

『
古
事
記
』

の

須
佐
之
男

命
に

関
す
る

テ

ク

ス

ト
は

、

『

日
本
書

紀
』

の

そ
れ

と

比
較

し
て
、

ひ

と
つ

の

特
色
を
成
し
て

い

る

と
言
え
よ

う
。

北

畠

親
房

に

お

け
る

祭
政
一

致
説
の

意

義

齋

　
藤

　
公

　
太

　
「

祭
政
一

致
」

は

近
世
に

お
い

て

様
々

な
思

想
家
に

取
り
上

げ
ら

れ
、

近

代
の

国
家
神
道
に

も
関

係
す
る

概
念
で

あ
る

が、

祭
政
一

致

説
を

最
初

に

提
唱
し
た
の

は
南
北
朝

時
代
の

北
畠
親．
房

で

あ
る

と

言
わ
れ
て

い

る．、

記

紀
等
の

記
述
を
顧
み

れ
ば

、

古
代
社
会
に
お
い

て

政

治
の

中

心
が

祭
祀

で

あ
っ

た

こ

と

が
推
測
さ
れ

、

ま
た
祭
祀
と

政
治
の

相

関
関
係
を

説
く
思

想
は

伊
勢
神
道

等
に
も

見
出

さ
れ

る
。

だ
が

、

「

祭
」

と

「

政
」

の

字
訓

が
同
一

で

あ
る

こ

と

に

着
目
し
て

祭
政
一

致
を
説
い

た

の

は、

確
か

に

北

畠
親
房
が

最
初
で

あ
っ

た

ろ

う
。

親
房
の

「
神
皇
正

統

記』

に

は
「

上
古

ハ

神
ト
皇

ト
一

ニ

マ

シ

マ

シ

シ

カ

バ
、

祭
ヲ

ツ

カ

サ

ド
ル

ハ

即

政
ヲ

ト
レ

ル

也
〈

政
ノ

字
ノ

訓
ニ

テ

モ

知
ル

ベ

シ
〉

」

と

い

う
記
述
が

あ
り、

『

職
原

鈔
」

に

も

同
様
の

記
述
が

見
ら
れ

る

か

ら
で

あ
る
。

　
も
っ

と

も
先
行
研
究
で

は

祭
政
一

致
論
の

源
流
が

親
房
に

あ
る
こ

と
を

指
摘
す
る

に

と
ど
ま

り、

そ

の

言
説
自
体
の

意
味
は

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て

こ

な
か
っ

た
。

問
題

の

記
述
が

断
片
的
で

あ
る

以
上
、

そ
れ
も
当
然
で

は

あ
る

が
、

本
発
表
で

は

親
房
の

歴

史
叙

述
全

体
の

中
に

祭
政
一

致
説
を
位

置
づ

け
る

こ

と
に

よ

り
、

そ
れ

が

元
来

有
し

て

い

た

意
義
に

つ

い

て
一

つ

の

解
釈
を

提
示
し
た
い

。

　

親．
房
の

『

正

統
記
」

等
の

歴
史

叙
述
の

主
眼
は

、

皇

統
の

無
窮
と

南
朝

の

正
統
性
を
主

張
す
る

点
に

あ
っ

た
。

他
方
で
、

親
房
の

歴

史
叙
述
に
は

道
徳
を
中
心
と

す
る

儒
教
的
歴
史

観
と

し
て

の

側
面
も

あ
り

、

前
者
の

歴

史
観
と
複
雑
に

絡
み

合
っ

て

い

る
。

こ

う
し
た

親
房
の

歴

史
観
に
お

い

て

（1223）389

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 9部会『宗教研究』85巻 4輯 （2012年）

は

歴

史
過
程
と

人
心
の

変
化
が

結
び

付
け
ら

れ
、

人
の

心
が

神
と
一

致
し

て

い

た

「

上

古
」

か

ら、

人
と

神
と
の

間
に

距
離
が

生

じ、

人

心
が

堕
落

す
る

「

末
世
」

へ

と

徐
々

に

移
行
し
て

い

く
と

さ
れ

る
。

も
っ

と

も
親
房

は

人
心
を
正

し

く
す
る
こ

と

に

よ

り、

下
降
的
な
歴
史
の

流
れ

に
抵
抗
す

る

こ

と

が
で

き
る
と

も
考
え
て

い

た
。

　
こ

の

よ
う
な
歴

史
過
程
の

中
で

は

天

皇
と

神
は

直
接
的
に
一

体
の

存
在

と

は
見
な
さ
れ
な
い

。

前
述
の

祭
政
一

致
に

関
す
る

記
述
に

見
ら
れ
る
よ

う
に、

親
房
は

神
と

天
皇
が

決

定
的
に

分
離
し
た
時
点
を、

崇
神
天
皇
六

年
に

八
咫
鏡
を
皇

居
の

外
に

遷

御
し、

皇

居
と
神
宮
が

分
離
し
た

時
に

見

出
し
て

い

る
よ

う
で

あ
る

。

「

ヒ

古
ハ

胖
ト

皇
ト
】

ニ

マ

シ

マ

シ

シ

カ
バ

…
…

」

と
述
べ

て

い

る

こ

と
か

ら
わ
か
る

よ

う
に、

親

房
に

と

っ

て

の

祭

政
一

致
は

崇
神
朝
以

前
の

時
代
に

限

定
さ
れ

る
。

す
な
わ
ち

親
房
の

捉
え

る

祭
政
一

致
と
は
、

そ
の

時
代
に

お

い

て

い

ま
だ

神
と
天

皇
が
一

体
で

あ

っ

た
た
め

に
、

天

種
子
命
・

天

太
玉

命
に

よ

る

神
へ

の

祭
祀
と
天
皇
に

対

す
る

奉
仕
と
し

て

の

政
治
が
同
冖

だ
っ

た
と
い

う
こ

と
を

意
味
す
る

。

類

似
し

た

記
述
が

『

古
語
拾
遺
」

に

見
ら

れ

る

こ

と
か

ら
、

親
房
の

祭
政
一

致

説
は

『

古
語
拾
遺
』

の

記
述

を

典
拠
と

し
て

自
ら

の

歴
史
観
の

中
で

解

釈
し
た

も
の

ζ、
言

え
る

。

　
同

正

統
記』

の

祭
政
一

致
説
が

巾
臣

鎌
足
の

事
績
に

関
す
る

文
脈
で

述

べ

ら
れ

て

い

る

こ

と
か
ら
わ
か

る
よ

う
に、

親．
房

は

上

古
の

祭
政
一

致
を

説
く
こ

と

に
よ

り、

中
臣
氏
が

祭
祀
だ

け
を
職
掌
と

し

て
い

た
の

で

は

な

く
、

神
代
の

天
児
屋
根

命
の

時
か
ら
天
皇
の

政
の

補
佐
と

し
て

の

役
割
が

与
え
ら
れ
て

き
た

と
解
釈

す
る

。

親
房
は

祭
祀
と

政
道
を
「

正
直
」

と

い

う
倫
理
に

お
い

て
一

貫
す
る

も
の

と

捉
え
て

い

た

の

で
、

鎌
足
以
降、

中

臣
氏
の

末
裔
た
る

藤
原
氏
が
再
び
政
治
に

関
与

す
る

よ

う
に

な
り、

そ
の

摂
関
政
治
が
繁
栄
し

た

こ

と
は

歴

史
に

お
け
る

必
然
的
な
展
開
と
し
て

受

け
止
め

ら

れ
て

い

た

の

だ
ろ

う
。

以
上

の

よ

う
に

、

親

房
は
制
度
的
な

祭

政
】

致
こ

そ
崇
神
朝
ま
で

の

時
代
に

限
定
し
て

い

た
も
の

の、

精
神
的
な

水
準
に

お

け
る

「

祭
政
一

致
」

の

存
続
は
可

能
だ
と

考
え
て

い

た
の

で

は

な
い

か
。

　

親
房
の

祭
政
一

致
説
は

近
置
に

入
り
垂

加
神
道
に

お

い

て

重
ん

じ

ら
れ

た

の

で

あ
る

が
、

た

と

え
ば

玉

木
正

英
の

解
釈
に

見

ら

れ
る
よ

う
に

、

「

神
皇
　

体
」

の

存
在
た
る

天
皇
が

祭
政
の

担
い

手
と
し
て

捉
え
ら
れ

、

制

度
的
な

祭
政
一

致
も
歴

史
を

通
じ

て

存
続
す
る

と

見
な
さ

れ

る

よ

う
に

な
る

。

こ

う
い

っ

た

変
化
が

生
じ
た
こ

と
に

は

「
人
の

世
は

即
神
代
也
」

（

『

正

親
町
公

通
卿
ロ

授
』

）

と

す
る

垂
加

神
道
の

歴
史

意
識
が

関
係
し

て

い

る

の

で

は
な
い

か
と
推

測
さ
れ

る
。

禁
裏
御
師

に
つ

い

て

加

　
暗

　
千

　
恵

　

伊
勢
の

神
宮、

内
宮
の

祢
宜

職
を
つ

と

め

た
荒
木
田
二

門
の

流
れ
を
汲

む

家
筋
に

藤
波
家
が

あ
る
。

代
々

祢
宜
職
を
務
め

た
一

方
で

御
師
職
も
営

み
、

中
世
以

降
二

つ

の

家
系
に

わ
か

れ
て

「

大
藤
波
」

「

小
藤

波
」

と

も

称
さ
れ

て

近
代
に

至
っ

た
。

特
に
「

小
藤

波
」

の

家
筋
は

、

外
宮
の

桧
垣

家
と
と

も
に
、

皇
室
の

御
祈
擣

や
御

祓
大

麻

等
の

献
上

に

あ
た

っ

て

お

り、

こ

の

こ

と

は

小
藤
波
家
の

特
色
と

思
わ

れ

る
。

こ

の

小
藤
波

家
の

幕

末
か
ら
明
治
に

か
け
て

の

当
主
が
藤
波
氏

命
で

あ

り
、

そ

の

日

記
や

藤
波

家

伝
来
の

関
係
史

料
等
を
手
が
か

り
と
し

て
、

「

禁
裏
御
師
」

と

し
て

の
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