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明

治
四

年
三

月
、

…

斉
に

捕
縛
さ
れ

る

こ

と
に

な
る

。

対
立
の

さ
な
か
で

苫
し
ん

だ

延
胤
も

病
に

伏
し
、

間
も
な

く
病
没
す
る

。

　

政
府
内
部
の

主
流

派
と
の

対
立
の

さ

な
か

に

あ

り
な
が

ら
、

前
橋
神
女

の

声
に

耳
を

傾
け
て

い

た
こ

と

は
、

政

局
史
上

貴
重
な

時

間
を

浪
費
さ

せ
、

彼
ら

の

没
落
を

早
め
る

こ

と
に

つ

な
が

っ

た
の

か

も
し

れ
な
い

。

自

分
た
ち
の

夢
見
た

復
古
が

実
現
さ
れ

な
い

こ

と
を

嘆
く

中
で
、

政

治
へ

の

．
駛

望
を

「

幽
界
」

に

仮
託

し
た

こ

の

営
み

は
、

所
詮
は

キ

ー

ス

・

ト

マ

ス

が

言

う
と
こ

ろ

の

「

魔

術
」

、

す
な
わ

ち
「

効
果
的
な
技

術
が

な
い

と
き

不
安
緩
和
の

た

め

に

実
効
の

な

い

技
術
を

用
い

る

こ

と
」

で

し
か

な
か
つ

た
の

だ
、

と

言
っ

て

も
そ

う
誤
り
で

は

あ
る

ま
い

。

．
平
出
直
門
と

対
立
し

た

津

和
野
派
の

頭
目

、

大
国
隆
正
に

言
わ

せ

れ

ば
、

「

お

の

れ

も
そ
の

は

じ

め

は
、

し
き
り
に

幽
界
の

こ

と
を
と

ひ

な
ど
し

た

り
し
を
、

い

ま
お

も

へ

ば
、

よ

し
な
し

こ

と
に

て

あ
り
し
な
り

。

顕
露
・

幽
界
あ
ひ

か

よ

は

ぬ

は
、

神
道
の

お
き
て

な
り

。

」

　
と

は

い

え、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
ズ
ム

が
政
治
運

動
に

携
わ

る
主

体
を

鼓

舞
す
る

も
の

と

し
て

機
能
し
た

そ
の

有
様
は
、

平
田
国
学
が

明
治
維
新
に

お

い

て

果
た

し
た

役
割
を

確
か

に
よ

く
示
し
て

い

る

は

ず
で

あ
る
。

自
然
災
異
の

神
道
的
表
象
の

　

認

知
宗
教
学
的
ア

プ
ロ

ー

チ

の

試
み井

　
上

　
順

　
孝

　
認

知
科
学
で

展
開
さ
れ
て

い

る
議
論
の

中
に

は
、

宗
教
研
究
に

直
接
的

に

関
わ
る

よ

う
な
も
の

が

含
ま
れ
て

い

る
。

少
な
く
と

も
次
の

二

つ

は

重

要
で

あ
る

。

一

つ

は

脳
科
学
の

進
歩
に

よ

り、

人
間
の

認
知
の

仕
組
み
に

つ

い

て

の

新
し

い

見
解
が

も
た
ら
さ

れ

た

こ

と
で

あ
る
。

も
う
一

つ

は
、

マ

ク

ロ

な

問
題
で

あ
り

、

そ

も

そ
も
人

間
が

宗
教
と

い

う
も
の

を
も
っ

た

理

由
に
関
わ
る

新
し
い

説
で

あ
る

。

進
化
的
適

応
環
境
（
EEA

）
、

二

重

相
続
理
論

（

DIT

）

、

ミ

ー

ム

理
論
な
ど
、

新
し
い

概
念
や

理

論
が

提
起
さ

れ、

人

間
が

あ
る

「

信
念
」

に

捕
捉
さ
れ

て

し

ま
う
こ

と

に

関
す

る

幅
広
い

議
論
が

な
さ
れ

て

い

る
。

　
こ

こ

で

は
、

主
と

し
て

二

つ

目
に

関
わ

る

議
論
を
扱
う

。

K
・

ス

タ

ノ

ヴ
ィ

ッ

チ

の

「

二

重
過
程
理
論
」

を

中
心
に
、

認
知
科
学
的
な
ア

プ

ロ

ー

チ

を

宗
教
研
究
に

適
用
す
る

と
、

従
来
の

宗
教
研
究
と

ど
の

よ

う
な
点
で

新
た

な

視
点
が

得
ら

れ
る

の

か

を

検
討
す
る．、

ス

タ
ノ

ヴ
ィ

ッ

チ
の

二

重

過
程
理
論
は
、

人
間
に

は

TASS

（

→
げ
 

〉
＝

8
ヨ
讐
甘

Qり
雲
oho

り

《
ω−

什

Φ

B
の）

と

分
析
的
シ

ス

テ

ム

と

い

う
二

重
の

認
知

機
能
が
あ
る
と
す
る

。

こ

こ

に

お

け
る

人
間
観
は
、

遺
伝
子
と
ミ

ー

ム

と
い

う
二

つ

の

複
製
子
に

影
響
を

受
け
る

存
在
で

あ
り、

こ

の

二

つ

の

複
製
子
に

対
し、

人
間
は

宿

主

（

乗
り
物、

ロ

ボ

ッ

ト
）

に

た

と
え
ら

れ

る
。

宗
教
的
信
念
を
含
む
信

念
一

般
は
、

ミ

ー

ム

複
合
体
と

し
て

扱
わ

れ
て

い

る
。

し
か
し

、

進
化
心

理
学
で

主

流
を

な
す
EEA

を

重
視
す
る

見
解
に

は

疑
問
を
呈
し、

メ

タ

合
理
性
を

追
求
す
べ

き
こ

と

を

力
説
す
る

。

こ

こ

で

の

議
論
が

従
来
の

文

化
論
と

異
な
る

の

は
、

遺
伝
子
も
ミ

ー

ム

も
ひ

た

す
ら

複
製
を

目
指
す
と

い

う
こ

と

に
注
意
を
喚
起
し、

そ
の

こ

と

を
人
聞
が
自
覚
す
べ

き
だ

と

し

て

い

る

点
で

あ
る．、

　
こ

う
し
た

見
解
を、

自
然
災
異
に

関
す
る

神
道
的
表
象
に
対
し
て

議
論

し
て

み

る

と
ど

う
な
る

か
。

自
然
災
異
の

表
象
は
、

こ

れ
は
ウ

ェ

ー

バ

ー

が
注
目
し
た

「

苦
難
の

神
義
論
」

に

含
め

う
る

テ

ー

マ

で

あ
る

。

こ

の

表

400〔1234）
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象
は
、

地
震、

津
波、

旱
魃、

大
洪
水、

害
虫
の

大
発
生

な
ど
、

自
然
界

が
人
間
に

も
た

ら
し
た

苦
難
を
禍
と
し
て

捉
え
る

も
の

で

あ
る
。

共
同
体

を
襲
う
も
の

で
、

「

わ

れ
わ

れ
は

な
ぜ

こ

の

よ

う
に

苦
し

ま

な
け
れ
ば
な

ら

な
い

か
」

と
い

う
問
を
喚

起
し

や
す
い

。

通
常
の

人
間
の

「

合
理

的
」

理
解
を
超

え
た
よ

う
な

現
象
に

対
す
る

宗
教
的
解
決
が

問
題

に

な
る

。

　

神
道
の

自
然
災
異
に

つ

い

て

の

表
象
を

考
え
て

い

く
」

L

で
、

も
っ

と

も

適

切
な

対
象
は

祝

詞
で

あ
る

。

古

代
よ

り
現
代
に

至
る

ま
で
一

定
の

観

念
・

信
念
が

複
製
さ
れ
て

き
て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

神
道
で

は

禍
が
起
こ

る

の

は
必

然
的
と

考
え
ら
れ
て

い

る
。

禍
（
枉
）

津
日
神
と
い

う
存
在
は

、

禍
を
も
た
ら
す

神
で

あ
る

。

し
か
し

、

ち
ょ

う
ど
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
で

破
壊

の

神
・

シ

ヴ
ァ

が

神
々

が
な
す
べ

き
基
本
的
働
き
の

な
か
に

取
り
込
ま
れ

て

い

る
よ

う
に、

必
然
性
が
あ
っ

て

存
在
し、

な
く
な
る
こ

と

は

な
い
。

ま
た

善
悪
二

元
論
に
お

け
る

悪
の

よ

う
に

滅
ぼ

す
べ

き
対
象
で

も

な
い
。

災
異
に

際
し

て

も

祝
詞
が

奏
上

さ
れ

る
。

祝
詞
に

は

災
い

に

対
し
、

こ

れ

を

予
防
し

た

り
、

事
後
の

清
め

と

し
て

行
う
内
容
の

も
の

が

あ
る
。

大
祓

祝
詞
と

呼
ば
れ

る

も

の

は
、

年
二

回

行
わ
れ
る

大

祓
の

際
に

奏
上

さ
れ

る
。

罪
・

穢
れ

の

発
生
は

必

然
的
と

考
え

ら
れ

て

い

る
。

災
異
に

対
す
る

祝
詞
も

そ
の

枠
を
出

な
い

。

こ

れ
を

仮
に

「

禊
・

祓
ミ

ー

ム
」

と

な
づ

け
、

二

重
過
程
理

論
を
適
用
さ

せ
て

み

る
。

禊
・

祓
ミ

ー

ム

は
ま

ず
分

析

的
シ

ス

テ

ム

に

は

た
ら
く
が、

場
合
に

よ
っ

て

TASS

に
も
影
響
を

及

ぼ

す
と

い

う
図
式
が
想
定
さ
れ
る

。

祝
詞
を
通
し

て

「

禊
・

祓
ミ

ー

ム
」

は
、

人
々

の

脳
に

コ

ピ
ー

さ
れ
て

き
た
と

理
解

す
る
こ

と
に

な
る

。

　
こ

の

よ

う
な
観
点
か
ら

自
然
災
異
の

神
道
的

表
象
を

分
析
し
て

い

く
こ

と

は、

従
来
の

宗

教
史
的
ア

プ
ロ

ー

チ

や
、

宗
教

社
会

学
的
ア

プ
ロ

ー

チ
、

と

く
に

機
能
主
義
を

援
用
し
た

ア

プ

ロ

ー

チ

と

ど

う
関
係
づ

け
ら

れ

る
で

あ
ろ

う
か

。

も
っ

と
も

議
論
を

呼
ぶ

も
の

は
、

ミ

ー

ム

と
い

う
視
点

を
本
格
的
に

取
り
入
れ

ル

ユ

ニ

バ

ー

サ

ル
・

ダ

ー

ウ

ィ

ニ

ズ

ム

と

呼
ば

れ

る

立

場
に

ど
の

よ

う
に

対
処

す
る

か
で

あ
ろ

う。

た
だ、

受

け
入
れ

る

に

し
て

も、

批

判
す
る

に

し

て

も、

人

間
観
に

つ

い

て

の

根
本

的
な

見
直
し

作
業
を

経
る

こ

と
は
避

け
ら
れ

な
い
．．

ア

ー

ネ
ス

ト
・

サ
ト

ウ

と

国
学

遠

　
藤

潤

　

明
治
初
年
の

在
円
欧
米
人
の

神
道

理
解
は
ど

の

よ

う
な
も
の

だ

っ

た

の

か
。

今
回
の

報
告
で

は
、

外
交
官
と

し
て
、

不
連
続
で

は

あ
る

が

幕
末
か

ら
明
治
十
年
代
ま

で

日
本
に

滞
在
し

て

さ

ま
ざ
ま

な
記
録
を

残
し

た

ア

ー

ネ
ス

ト
・

サ

ト
ウ

を
と

り
あ
げ

、

こ

の

問
題
に

つ

い

て

考
え
る
。

　

サ

ト

ウ

が

神
道
に

つ

い

て

述
べ

た

文
章
の

う
ち
、

最
も
重
要
な

論
文
に

日
げ
Φ

需
 

≦
＜
°・一

〇

h

℃

霞
 

ω

巨
⇒−
酢

讐
（

一

八

七

四

年
後

半
に

』

巷
穹

類
Φ

Φ

匹
同

ζ
p
ロ

に

連
載、

翌
七
五

年
に

→

鑓
コ
ω

螢

o

餓

8
ω

oh

匪
 

〉
°。一−

讐
8Q

り
o
皀
 

亳

o
州

智
b
⇔

づ

に

収
録）

が

あ
る

。

こ

れ

は

荷
田

春
満

、

賀

茂
真

淵、

本

居
宣

長、

平

田
篤

胤
の

四

人
に

代

表
さ
れ

る
流

れ

を

夢
Φ

話
く

そ
p

房
け

ω

90
皀

ohO

二
肘

Φ

Qり

匡
〒

8
⊆

（

純
神
道
リ

バ

イ
バ

ル

派）

と

し
て

把
握
し、

そ
の

概
略
を
描
こ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

そ
の

前
段
階
を
な
す
問
題
意
識
は
、

萩
原
延
壽
が
指
摘
し
た

よ

う
に

、

論
文

→
ぽ
Φ

ω

匡
コ

み

窪

→
Φ

ヨ

皀
o
°。

oh

房
 

に

関
し
て

行
わ

れ
た
日

本
ア

ジ

ア

協
会
（
評
Φ

〉
ω

贈
口
o

ω
o

皀
Φ

亳
oh

旨

穹
き）

の

メ

ン

バ

ー
に

よ

る

議
論
に
現
れ
て

い

る
。

宣
教
師
を
は

じ

め

と

す
る

日
本
ア

ジ

ア

協
会
の

欧

（1235）401
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