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特
集

神
仏
習
合
と
モ

ダ
ニ

テ

ィ

編
集
委
員
会

編
集
意
図

　

明
治
政
府
に

よ
っ

て

断
行
さ

れ

た

神
仏

分
離
政
策
は

、

日

本
の

宗
教
史
に

お

け
る

最
大
の

「

事
件
」

の
一

つ

で

あ
っ

た
。

従
っ

て

神

仏
分
離
に

関
し

て

は
、

と

く
に

第
二

次
大

戦
以

降
に

宗
教

学
、

歴

史
学
か

ら

多
く
の

重

要
な

研

究
が

な
さ

れ
て

き
た

。

だ

が

奇
妙
な
こ

と

に
、

従
来
の

研
究
に

お

い

て

神
仏
分

離
と

い

う
事

象
が

問
わ
れ

る
こ

と

が

あ
っ

て

も
、

そ

も

そ
も

神
仏
習
合
と

は

何
か
、

日

本
文
化

史
に

お

い

て

神
仏
習
合
は

ど

の

よ

う
に

位
置
づ

け

ら

れ

る

の

か
、

そ
し
て

な
ぜ

近
代
国

民
国
家
は

神
仏
習
合
を

排
除
し

よ

う
と

し

た

の

か
、

と
い

っ

た

根
本
的
な

問
い

か

け

は

棚
上
げ
さ

れ

た

ま

ま

で

あ
る

。

本
特
集
は
、

神

仏
分
離
で

は

な
く

神
仏
習
合
そ

の

も

の
へ

の

問

い

を

発
す
る

こ

と

で
、

明
治
以

降
に

提
出
さ

れ

て

き

た
、

モ

ダ
ン

と
い

う

枠
内
で

の

宗

教
概
念

、

宗

教
史
そ

の

も
の

を

再
考
す
る

契
機

を

模
索
す
る

も
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で
、

神
仏

習
合
そ

の

も
の

を

議
論
の

俎
上
に

乗
せ

る

た
め

の

視
座
を

、

取
り
あ
え

ず
四

点
指

摘
し
て

み
た

い
。

第
一

は
、

日

本

の

宗
教

文
化
に

お

け

る

神
仏
習

合
の

ポ
ジ

シ
ョ

ン

に

つ

い

て

で

あ
る

。

例
え
ば
黒

田
俊
雄
は

、

神
仏
習
合
を

単
な

る

神
道
と

仏
教
の

シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ

ム

と

は

見
な

さ

ず
、

大
乗
仏
教
（

顕
密
主
義
）

の

日
本
的

展
開
と

見
な
し

て
い

る
。

単
純
な
シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ

ム

論
は

神
仏

習
合
の

本
質
を

見
落
と

し

て

し

ま

う
が
、

現

実
の

と

こ

ろ
、

そ

れ

に

代
わ

る

よ

う
な

議
論
は

少
な
い

。

第
二

は
、

神
仏
習
合
へ

の

否
定
的
思
想
の

醸
成
と
い

う
歴
史
的

問
題
で

あ
る

。

神
仏
分

離
は

明
治
政
府
に

よ

る

政
策
と

見
な
さ

れ
が
ち

だ
が

、

実
際
に

は

江

戸
期
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に

も

神
仏
分

離
は

行
わ

れ

て

い

る
。

神
仏
習

合
の

否
定
は

こ

の

よ

う
に

長
期
に

亘

る

政
治
的
現
象
で

あ
り
、

明
治

政
府
の

政
策
は

そ

の

最

終
段
階
と

見
な

す
こ

と

で
、

神
仏

習
合
と

神
仏
分
離
を

政
治
主

体
か

ら

相
対
化
さ

せ

る

必
要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

第
三

は
、

神
仏

習
合

の

主

体
は

誰
で

あ
っ

た

の

か
、

と

い

う

問
題
で

あ
る

。

従
来
の

神
仏
分

離
に

関
す
る

議
論
は

、

国

家
に

よ

り

強
制

的
に

改
編
を
迫
ら

れ

た

民

衆
の

宗
教
的

状
況
が

神
仏
習
合
で

あ
る

、

と

見
な

す

傾
向
が

あ
る

。

し
か

し
、

神
仏

習
合
思
想
は

民

衆
の

思
想
で

は

な

く
あ
く
ま

で

仏
教
思

想
で

あ
り

、

神
仏
分
離
の

思

想
的
背
景
と

な
っ

た

国
学
自
体
が

、

エ

リ

ー

ト

層
で

は

な

く
中
間

層
（

上

層
農
民
や

下
級

武
士

層
）

の

思

想
と

言
え
る
こ

と

か

ら
、

神
仏
習
合
を
短

絡
的
に

民

衆
思

想
と

結
び
つ

け

る

の

は

危
険
で

あ
る

と

言
え

る
。

　
そ

し
て

第
四

が
、

明
治

政
府
n

近
代
国
民
国
家
は

な
ぜ

神
仏
習

合
思

想
を

排
除
し

な

け
れ
ば
な

ら

な

か

っ

た

の

か
、

と
い

っ

た

問
題

で

あ
る

。

従
来
は

、

近

代
国
民

国
家
の

象
徴
的
イ
デ
オ
ロ

ギ

ー
と

し

て

の

近
代
天
皇

制
確
立
と

関
連
さ

せ
、

神
仏
分
離
は

論
じ

ら
れ
て

き

た

感
が

強
い

。

し

か

し
、

神
仏
分
離
自
体
は

江

戸
期
に

既
に

始
ま
っ

て

お

り
、

神
仏
習
合
を
忌
み

嫌
っ

た

の

は

近
代
的
知
と

も

言
え

る

思
想
背
景
を

も
つ

知
的
エ

リ

ー

ト

層
で

あ
っ

た
。

彼
ら
は
、

な

ぜ

そ

れ

ほ

ど

神
仏
習
合
を

避
け

よ

う
と

し

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

こ

の

問
い

を

発
す
る
こ

と

で
、

神
仏

習
合
／
神
仏
分
離
と

い

う

歴
史
文
化
的

事
象
を

単
に

近

代
天
皇

制
と
い

っ

た

狭
い

枠
内
か

ら

開
放
す
る

こ

と

が
、

そ

し

て

ま

た

神
仏

習
合
と
い

う

観
点
か

ら

日

本
の

モ

ダ
ニ

テ
ィ

を

相
対
化

す
る
こ

と

が

可

能
に

な

る

と

思
わ

れ
る

。

　
上

記
の

四

点
に

つ

い

て

言
及
す

る
こ

と

は
、

あ
る

意

味
で

日

本
の

宗
教
文
化

、

宗

教
史
に

お

け

る
モ

ダ
ニ

テ
ィ

を

再
考
す
る

契
機
と

な
る

。

制

度
的
な
近

代
の

創
始
か

ら

既
に

＝
二

〇
年
以
上
が

経
過
し

て

い

な

が

ら
、

民

俗
的
な
レ

ベ

ル

で

は
、

神
仏
習
合
へ

の

民
衆
の

希
求
は

消
滅
し

た

わ

け
で

は

な

く
、

ま

だ

民

俗
文
化
の

中
に

そ

れ

を

垣

間
見
る

こ

と

が

で

き

る
。

モ

ダ
ニ

テ

ィ

が

排
除
し

よ
う
と

し

た

神
仏
習
合
思
想

、

そ

し

て

国
家
レ

ベ

ル

で

の

否
定
が

あ
っ

た

に

も

関
わ
ら

ず
現
在
で

も

続
く

神
仏
習

合
へ

の

希
求

、

こ

の

問
題
を

解
決

し
な
い

限
り

、

日

本
の

宗
教
研

究
は

民
衆
か

ら

乖
離
し

た

ま

ま
、

リ

ア

リ

テ
ィ

な

き
も
の

で

終
っ

て

し

ま

う
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。
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