
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 車耳　（2012年・）

米
人
メ

ン

バ

ー

が
、

神
道
を

邑
督
o
ロ

と

し

て

把
握

す
る

困

難
を
さ

ま

ざ
ま
な
面
か

ら
指
摘
し
た

。

神
道
に

道
徳
律
が

な
い

こ

と
、

と

り
わ
け
神

道
の

最
重
要
文
献
と
凵
さ
れ
る

『

古
事
記
』

に

道
徳
の

体
系
や
倫
理
的
問

い
、

儀
礼、

神
に

つ

い

て

の

崇

拝

対
象
と

し

て

の

扱
い

な
ど
、

彼
ら

が

『

亀
ぴq6

コ

の

要
件
と

考
え
る

も
の

が

こ

と
ご

と
く

欠
如
し
て

い

る
と
認
識

さ
れ
て

い

た
。

こ

れ
ら
の

論
点
を
サ
ト
ウ
な
り
に

受
け
と
め、

純

神
道
リ

バ

イ
バ

ル

派
を

対
象
と

し
て

神
道
の

「

亀
ぴq
δ
p

た

る

性
格
を

再

度
考
え

よ

う
と
し

た
の

が
、

勺

霞
Φ

Qり

巨
昌

宀

雲

論

文
で

あ
る

。

サ
ト
ウ

は
、

の

ち

に

国

学
で

「

四

大

人
」

と

定

式
化
さ

れ

る

人
々

の

動
き

を

純
神
道
の

毒
三
く

巴

（

信

仰
復
興
）

と
と
ら

え
る

。

記

紀
や

万

葉
集、

古
語
拾

遺、

祝
詞
に

は

純
神
道
の

研
究
者
に

有
益
な

資
料
が

そ
れ

ぞ

れ

別
個
に

含
ま
れ

て

お

り、

彼
ら

四

人
は

こ

れ
ら

を

研
究
し

た

い

わ
ば

先
達
と
理

解
し
て

い

る
。

サ
ト

ウ

に

よ

る
こ

の

四
人
の

選
択
は
、

全

体
の

構
想
が

篤
胤
の

枠
組

み
に

依
拠
し

た

も
の

で

あ
る
こ

と

を

示
す．、

論
文
の

内
容
は
、

四

大
人
を

順
次
紹
介
し

て

い

く
も
の

で

あ
る

が、

実
際
の

記
述
に

は

宣
長
や

篤
胤
の

著
書
の

祖
述
的
な
部
分
が
多
く
み

ら
れ
る
。

む

し
ろ
、

大
半
は

紹
介
と

要

約
で

あ
る

と

さ
え
い

え
る

。

た
だ
、

篤
胤
を
論
じ
た

末
尾
の

部
分
で

は
、

『

玉

襷
』

に

含
ま
れ
る

諸
神
に

対
す
る

拝
礼
と
言

葉
を

記
し
た

神
拝
式
を

紹
介
し

た
上

で
、

神
道
の

話

鼠
δ
コ

と

し
て

の

性
格
を
こ

こ

に
見
出
す

。

サ
ト

ウ

は
、

篤
胤
が

神

道
の

基

礎
に

立

脚
し
た

ひ

と
つ

の

「

 
嵩

oq
ご
コ

を

確
立
し

よ

う
と
し

た
と

把
握
す
る

の

で

あ
る

。

　

結
論
で

は
、

四

人
の

学
問
に

つ

い

て

神
道
と
い

う

話
＝

笹
o
ロ

の

正

し

い

理

解
か

ど

う
か

は

判
断
し

な

い

と

断
っ

た
上
で

、

方
法
に

つ

い

て

考
察

す
る
。

純
神
道
を

解
明
す
る

た

め

に

サ

ト

ウ

が

必

要
と
考
え
る

の

は
、

神

代
に

関
わ

る

資
料
に

つ

い

て

聖
書
解
釈
や

神
話
解
釈
が

経

験
し
た

よ

う
な

複
数
の

資
料

を
相
砿

比
較
し

つ

つ

歴

史
的
批

判
を

行
う
こ

と

で

あ
る

。

「

四

大
人
」

の

学
問
に

も
そ

う
し
た

方
向
性
が
あ
る

点
を

評
価
は

し
て

い

る

が、

古
代
の

記

録
を
絶

対
確
実
視

す
る
こ

と
や

奇
跡
や

超

自
然
的
な
も

の

に

立
脚
し
て

い

る
点
に

方
法
的
な
限

界
が

あ
る

と

す
る

。

サ

ト

ウ
は

、

神
道
は

容
＝

αq
δ
⇒

と

し

て
把
握
で

き
な
い

と

い

う
理

解
を

修
正
し

つ

つ
、

し
か

し
イ
ン

サ

イ
ダ
ー

的

な
視

点
に

は

批
判

的
な

態
度
を
と

る

の

で

あ

る
。

　
こ

れ
ま
で、

サ
ト
ウ

の

神
道
に

関

す
る

知
識
の

源
泉
に
つ

い

て

は、

日

本
語
教

師
を
つ

と
め

て

い

た

林
甕
臣
が

想
定
さ

れ

て

き
た

。

甕
臣
は
確
か

に

明

治
三

年
に

平
出
門
に

入
門
し

て

い

る
。

た

だ
、

サ
ト
ウ
と

の

交
際
の

期
間
の

長
さ
や

関
係
の

密
接
さ

か

ら

考
え
る

と
、

幕
末
か
ら
気
吹
舎
と

関

係
を

持
っ

て

い

た

薩
摩
藩
の

関
係
者
に

注
日
す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

サ
ト
ウ

と

親
交
の

あ
っ

た

西
郷
隆
盛
は
、

嘉
永
年
間
か
ら

気
吹
舎
に

出
入

り
し
て

お

り
、

西
郷

白
身
の

入
門
は

な
い

が
、

薩
摩
藩
関
係

者
が
複

数
入

門
し
て

い

る
。

薩
英
戦
争
の

際
に

イ
ギ

リ
ス

と

の

交
渉
に

あ
た
っ

た

岩
ド

方
平
も

そ
の
一

人
で
、

安
政
年
間
の

入
門
で

あ
る

。

サ
ト

ウ
が、

彼
ら
を

通
じ
て

平
田

学
の

知
識
や

書
籍
を

入

手
し
て

い

た

可
能

性
は

大
い

に

考

え
ら
れ

る
。

近
代
日

本
に

お

け
る

大
祓
詞
の

解
釈

鈴
　
木

彦

　
本

研
究
は
、

生

命
主

義
的
思

想
と

の

関

連
で

、

大

祓
詞
な

ど

の

古
典
の

実
証
研
究
を

通
じ
て

、

神
道
に

お

け
る

始

原
的
本
質
と

し
て

の

呪
術
的
宗
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教
性
に

回

帰
し
て

い

く
流
れ
と、

神
入
合
一

と

い

っ

た

祓
の

思
想
を
更
新

さ
せ
、

民
衆
救
済
の

た

め
の

新
た

な
呪
術
的
宗
教
性
を
、

今
の

世
に

打
ち

出
し

て

い

く
流
れ

と

い

う
二

つ

の

流
れ
の

緊
張
関
係
と

相
乗
効
果
に

よ
っ

て
、

具
体
的
に、

ど

の

よ

う
に

日
本
の

近

代
化
に

堪
え

う
る

新
た
な

呪
術

的

宗
教
性
が

創
出

さ
れ

た

の

か

に

つ

い

て

究
明
を

試
み

よ

う
と
し

た
。

　

そ
こ

で
、

近
代
の

代
表
的
な
大
祓
詞
の

解
釈
の

一

つ

で

あ
る

今
泉
定
助

（

一

八
六
三

−
冖

九
四

四）

の

【．
大
祓
講
義
』

を

取
り
上

げ
、

そ
の

解

釈

内
容
か
ら

、

古
学
神
道

家
（

国
学

者）

に

よ

っ

て

『

延
喜
式
』

所

収
の

大

祓
剖
の

解
釈
が
行
わ
れ
る

こ

と

で
、

中
世
か

ら
近
世
に

か
け
て

広
く
普

及

し

て
い

た

中

臣
祓
の

解
釈
に、

ど
の

よ
う
な
視
点
が
加
わ
っ

た
の

か
に

つ

い

て
考
察
を
行
っ

た
。

　

ま
ず、

今
泉
が
講
述
し
た

筆
録
を
も
と

に

昭
和
一

三

年
に

刊
行
さ
れ

た

『
大
祓
講
義
』

に

は、

中
匿
か

ら

近
世
に

か

け
て

広
く

普
及
し
て

い

た

中

臣

祓
の

解
釈
に
相
通
ず
る

大
祓
詞
の

解
釈
が
あ
る

。

そ

れ

は
、

両
部
神
道

書

「

中

臣
祓
訓
解
』

に

あ
る
、

煩
悩
を

脱
却
す
る

こ

と
で
、

本
来
の

清
浄

な
心
が
現
れ
る

と
い

う
如

来
蔵
・

自
性
清
浄
の

思

想
や
、

吉
田
神
道

、

伊

勢

神
道、

垂

加
神
道
な
ど
の

中

臣
祓
の

註
釈
書
に

あ
る
、

個

人
祈
願
に

応

え
る
と

い

っ

た
現

世
利
益
の

み

な
ら

ず
、

神
や

天
地
万

物
と

合
一

す
る

と

い

う
神
人
合
一

の

思
想
な
ど
で

あ
る

。

　
こ

の

中
臣

祓
と
は、

個
人
祈
願
の

た
め
に

用
い

ら
れ
た
奏
上

体
形
式
の

祝
詞
で

あ
り、

『

延
喜
式
』

所
収
の

大
祓
詞
は

宣
読

体
形
式
の

祝
詞
で

あ

っ

た
。

前
述
の

通
り、

伊
勢
神
道
や
吉
田

神
道
で

は
、

仏
教
に

お
け
る
如

来
蔵
・

自
性
清
浄
の

思
想
的
影
響
が
加
わ

り、

中
臣
祓
の

読
誦
を
通
じ
て

身
体
の

清
浄
の

み

な
ら

ず
心
の

清

浄
が
尊
ば

れ

る

よ

う
に
な

り、

さ
ら

に
、

朱
子
学
の

影
響
に

よ

り、

垂
加
神
道
で

は
、

中
臣
祓
の

読
誦
は

神
人

ム

旦

の

た

め

の

修
養
方
法
の
一

つ

と

し
て

尊
重
さ
れ

て

き
た
。

し

か
し

、

古
学
神
道
（
国
学
）

の

誕
生
に

よ

り、

そ

れ

ま
で

の

中

臣
祓
の

斛
釈
は

、

再
び

記
紀
を
は

じ

め

二

季
恒
例
の

大

祓
に

お

け
る

禊
祓
の

解
釈
に

基
づ

く

大
祓
詞
の

解
釈
に

立

ち

戻
る

こ

と

に

な
る

が
、

そ
の
一

方
で
、

中
世
以

降
、

巾
臣
祓
が

担
っ

て

き
た
個
人
救

済
と

い

っ

た

宗
教
的
意

義
や

役
割
を

新
た
な
か

た
ち
で

再
構
築
し
よ

う
と

す
る

思
想
的
潮
流
が
生
ま
れ
る

こ

と

に

な
る

。

　

今
泉
の

『

大
祓
講
義
』

か
ら
は
、

そ
の

よ

う
な、

「

延
喜
式
』

所
収
の

大
祓
詞
な
ど

古
典
の

実
証
研
究
を
通
じ
て
、

神
道
に

お

け
る

始
原
的
本
質

に

回
帰
し
て
い

く
流
れ
と
、

神
人
合
一

と

い

っ

た

禊
祓
の

思
想
を
更
新
さ

せ
、

民
衆
救
済
の

た

め

の

新
た

な
宗
教
的
意
義
や

役
割
を、

今
の

世
に

打

ち
出
し
て

い

く
流
れ

と

い

う一
．

つ

の

流
れ

を

読
み

取
る

こ

と
が

で

き
る

。

ま
た
、

近
世
宋
期
に

か

け
て
広
く
普
及
し

て

い

た

勤
勉
と
い

っ

た

通
俗
道

徳
の
一

端
が
、

大
祓
詞
の

解
釈
の

中
で

再

構
築
さ

れ

て

い

る
。

　

そ
し

て
、

こ

こ

で

重

要
な
こ

と
は

、

「

公
（
お

お
や
け
こ

の

祝
詞
で

あ

る

「

延
喜
式
』

所
収
の

大
祓
詞
を

解
釈
す
る
に

あ
た
っ

て
、

近

世
ま
で

の

中

臣
祓
の

解
釈
を
更

新
す
る

か

た
ち
で

継

承
し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

す

な
わ

ち、

古
学
神
道
以
降
の

大
祓
詞
の

解
釈
は
、

「

公
」

と

い

う
視
点
か

ら
、

近
世
ま
で

の

中
臣
祓
の

解

釈
を
捉
え
直
し
た
も
の

と

言
い

換
え
る

こ

と

が
可
能
と
も
い

え
る

。

　
こ

の

こ

と

か
ら

、

古
学

神
道
家
に

よ

っ

て
『

延
喜
式
』

所
収
の

大

祓
詞

の

解
釈
が

行
わ

れ
る

こ

と

で
、

近
世
に

か
け
て

広
く
普
及
し
て

い

た
中

臣

祓
の

解
釈
に
「

公
」

の

視
点
が
加
わ

っ

た

こ

と

が、

日
本
の

近

代
化
に

堪

え

う
る

新
た

な
呪
術
的
宗
教
性
を

創
出
す
る

重
要
な

要
素
の
一

つ

と

な
っ

た

の

で

は

な
い

か
と

考
え
ら
れ

る
。
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