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〈
論
文
要
旨
〉
　
明

治
初
年
に

断
行
さ
れ
た

「

神
仏
分

離
」

政
策
は

、

そ
れ

ま

で

千

年
以
上

続
い

た

我
が

国
の

宗
教
環

境
を
一

変
さ

せ

た
。

そ

れ

以
前
の

　
宗
教

的
状
態
を
一

言
で

言
い

表
す
な
ら

「

神
仏
習

合
」

と

い

う
こ

と

に

な
る

が

そ
の

記
述
に

は

困
難
を

伴
う

。

そ
の

理

由
は、

こ

の

両
者
を
規
定
す
る

　
認
識
の

違
い

に

求
め

ら
れ
る

。

神
仏
分

離
は

、

今
日
の

我
々

が

馴
染
ん
で

い

る
近

代
的
・

科
学
的
認
識
（
単
配
列
分

類
）

に

基
づ
い

て

い

る

が
、

後
者

　
は

そ
れ

と
は

別
の

分
類
に

基
づ

く
可

能
性
が

あ
る

。

人

類

学
者
R
・

ニ

ー
ダ
ム

は
、

そ

れ

に

対
し

て

「

多
配
列

分
類
」

と
い

う

概
念
を
呈

示
し
て

い

　
る

。

神
仏
習

合
を

多
配
列
ク
ラ

ス

と

し
て

捉
え

る

こ

と

が

で

き
る

の

か
。

歴
史

学
者、

黒
田

俊
雄
が

呈

示
し
た

歴
史

的
に

実
在
し

た

「

寺
社
」

及
び

　
「

顕
密
」

と

い

う

範
疇
を、

多
配
列
ク

ラ

ス

と

し

て

捉
え
る

試
み
を
具

体
的
実
例
を
も
と

に

検
討
す
る

。

そ

の

結
果、

そ

れ
ら
は

組
織
（

寺
社
）

及
び

　
内
容
（
顕
密）

の

両
面
に

お

い

て

伸
縮

自
在
の

多
配
列
ク

ラ

ス

を

構
成
し

て

お

り、

そ

れ
は

今
日
の

我
々

を
取
り
囲
む

諸
種
の

宗

教
民
俗
に

も

及
ん
で

　
い

る

可
能
性
が
あ
る

こ

と
を

指
摘
し
た

。

〈
キ
ー
ワ

ー

ド
〉

　
神
仏
分

離
、

多
配
列
ク

ラ

ス
、

顕
密

寺
社

、

加
持
祈

疇、

修
正

鬼
会
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神
仏
習
合
と

「

灰
色
」

の

世
界

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
上
に

お

け
る

最
大
の

事

件
の
一

つ

で

あ
っ

た
。

厳
密
に

言
え

ば
、

慶
應
三

年
（
一

八

六
七
）

十
一

月
か

ら

明
治
元

年
（
一

八

六
八）

閏
四

月
に

か

け
て

太
政
官
や

神
祗
事
務
局
よ

り

布
告

・

通

達
さ

れ

た
一

連
の

法
令
を

指
す
が

、

中
で

も
そ

の

骨
子
を
な

す
の

が
、

ま

ず
明
治
元

年
三

月
一

三

日

の

太

政
官
布
告
で

あ

る
。

こ

こ

で

は
、

（235）



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
（
↓

「

こ

の

度
王

政
復
古

、

神
武
創

業
の

始
め

に

基
て
、

祭
政
一

致
の

制

度
に

回
復
さ

れ

る

に

あ

た
っ

て

ま

ず
第
一

に

神
祗
官
を

再
興
」

す

る
こ

と
、

そ

し

て

「

こ

の

旨
を
五

畿
七

道
諸
国
に

布
告
し
、

往
古
に

立
ち

帰
り
、

諸

家
執

奏
」

が

支

配
す
る

こ

と

は

中
止

し
、

「

普
く

天

下
の

諸
神
社

、

神
主

、

禰
宜

、

祝
、

神
部
に

至
る

ま

で

向
後
神
祗

官
に

附
属
す
る
」

こ

と

が

告
げ
ら

れ

た
。

さ

ら
に

、

同
一

七
日

の

神
祗
事

務
局
よ

り
の

通
達
で

「

諸

国
大
小
の

神
社
に

お

い

て
、

僧
形
に

て

別
当
あ
る

い

は

社
僧
な

ど
と

相
唱
え
候

輩
は

、

復
飾
」

す
べ

き

と

さ

れ
、

「

復
飾
の

上

は
、

是
ま

で

の

僧
位
僧
官
の

返
上

は

勿
論
」

、

追
っ

て

ご

沙
汰
が
あ

る

ま

で

「

衣
服
は

浄

衣
に

て

勤
仕
」

す
べ

き

と

さ

れ

た
。

こ

こ

ま

で

は
、

ま

ず
改
革
の

意
図
が
、

王

政
復
古
の

精
神
に

基
づ

き
、

「

神
祗
官
」

を

「

再
興

（

巨

創

出）
」

す

る
こ

と

に

あ
り

、

祭
祀・
王

体
（

曁

幕
色

に

関
し
て

、

別

当
や

社
僧
な
ど

僧
形
の

存
在
を

認
め

ず
、

「

復

飾
（

巨

還

俗
）

」

す
る
こ

と

が

定
め

ら

れ

た
。

　
次
に

、

所

謂
「

神
仏

判
然

令
」

と

称
さ

れ

る

祭

祀
対

象
（
。

幕
臼）

に

関
わ

る

部
分
で

あ
る

。

同

年
三

月
二

八

日
の

神
祗

事
務
局
の

通
達
を

抜
粋
す
る

。

　
　
一

　

中
古
以

来
、

某
権
現

或
ハ

牛
頭
天
王
之

類、

其

外
佛
語
ヲ

以

神
号
二

相
称
候

神
社
不
少

候
、

何
レ

モ

其
神
社
之

由
緒
委

細
二

　
　
書

付
、

早
早
可

申
出
候
事

、

（
中
略
）

　
　
一

　

佛
像
ヲ

以

神
体
ト

致
候

神
社
ハ

、

以

来
相
改
可
申

候
事、

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
（
2∀

　
　
附

、

本
地
抔
ト

唱
へ

、

佛
像
ヲ

社
前
二

掛
、

或
ハ

鰐
口

、

梵
鐘

、

佛
具
等
之

類
差
置
候
分
ハ

、

早
々

取
除
キ

可
申
事

、

　
一

条
は

、

神
社
の

称
号
に

関
し
て

、

そ

し

て

二

条
は

祭
祀

対
象
及
び
施

設
に

関
し

て
］

切
の

「

仏
教
的
要
素
」

の

排
除
を

謳
っ

て

い

る
。

両
法

令
を

仔
細
に

見
れ

ば
、

そ

れ

ら

が

規
制
の

対
象
と

し

て

い

る

の

は

あ
く
ま

で

「

神
社
」

に

関
し

て

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

神
社

に

関
し

て
、

そ

の

祭

祀
主

体
及
び

対
象
・

施
設
か

ら

仏
教
的

要
素
を

排
斥
し

よ

う
と

し

た

の

で

あ
る

。

そ

の

理
由
は

、

冒

頭
に

謳
っ

て
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い

る

よ

う
に
、

王

政
復
古
に

基
づ

い

て

「

神
祗

官
」

を
復

興
す
る
た

め

で

あ
り
、

そ
こ

に

所

属
す
べ

き

全
国
の

神
社
は

言
わ
ば

「

純
粋

な
」

神
社
で

な
け
れ

ば
な

ら

な
か
っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

し
、

現
実
は

施
政
者
の

意

図
を

飛
び

越
え
て

、

廃
仏
毀
釈
運
動
が

全

国
的
に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
3）

展
開
し

、

動
乱
と

も

呼
ぶ

べ

き

事
態
を

産
み

出
し

て

い

っ

た
。

や
が

て

は

明
治
政
府
自
ら

が

沈
静

化
を

図
る
と

い

う

事
態
を
惹
起
し

て

　
　

　（
4）

終
息
す

る
。

　
周
知
の

よ

う
に

、

神
仏
分
離
は

突
然
に

断
行
さ

れ

た

宗
教
政
策
で

は

な
く

、

明
治

維
新
の

他
の

改
革
と

相

俟
っ

て

日

本
近
代
の

創
出

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
5）

に

向
け

て

少
な
く
と

も

近

世
中
期
か

ら

胎
動
し
て

き

た

幾
つ

か

の

思
想

的
潮
流
の
一

つ

の

帰
結
と

し
て

実
行
さ

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
。

イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
上
の

古
代
に

「

復
帰
」

す

る

こ

と

で

新
た

な
近

代
を

画
そ

う
と

し

た

言
わ

ば

「

歪
め

ら

れ
た
」

モ

ダ
ニ

テ

ィ

の

遠

因
は

そ

う
し

た

潮
流
に

位
置
づ

け

て

研
究
さ

れ

る

べ

き

思

想
史

的
課
題
で

あ
る

。

こ

こ

で

は

そ

れ

と

は

別
に

次
の
こ

と

を

指
摘
し

て

お

き

た

い
．

第
一

に
、

今
日

我
々

を

取
り
囲
む
、

「

純
粋
な
」

神
社
と

滅
罪
（

葬
儀）

を

主

活

動
と

す

る

寺
院
と
い

う

宗
教

環
境
は

、

神
仏

分

離
の

「

結
果
」

と

し

て

生

起
し

た

も
の

だ

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

も
し

、

教
義
内
容
に

ま

で

敷
衍
す
れ

ぼ
、

仏
教
と

ほ

ぼ

対
等
に

（

あ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
6）

る

い

は

そ

れ
を
凌

駕
し

て
）

並

置
さ

れ

る

神
道
は

、

神
仏
分
離
の

結
果
と

し

て

「

創
出
」

さ

れ
た

近

代
宗
教
だ

と

言
え

る
。

だ

と

す

れ

ば
、

神
道
と

仏
教

、

あ
る

い

は

神
と

仏
を

分

離
・

並

置
す
る

近

代
の

視
座
か

ら
、

分

離
以

前
の

過

去
及
び

そ
の

現
代
と

の

連
続

性
を

議

論
す
る

こ

と

は

大
き

な

誤
り

を

導
く
可

能
性
が

あ
る

。

歴

史
学
者、

黒
田

俊
雄
は

こ

の

点
に

つ

い

て

以
下
の

よ

う
に

述
べ

る
。

　
　
わ

れ

わ

れ

は

今
日
｝

般
に

、

「

神
道
」

と
い

う

言
葉
を

仏

教
や
キ

リ
ス

ト

教
な

ど
と

並
ぶ

独
立

の

宗
教
と

い

う

意
味
で

用
い

、

ま

　
　
た

有
史
以

来
そ

う
い

う
宗
教
と

し

て

「

神
道
」

が

あ
っ

た

と

お

も
い

こ

ん

で

い

る

人
も

多
く

、

現

在
は

法
的

・

制
度
的
に

も

そ

の

　
　
よ

う
に

扱
わ

れ
て

い

る
。

け

れ

ど

も
、

明

治
の

「

神
仏

分
離
」

以

前
の

、

少
な

く
と

も
一

千
年
に

及
ぶ

あ
い

だ

は
、

“

神
道
”

と

　
　

　
ヘ
　
　　
ヘ
　
　
　

ヘ
　　
　
ヘ
　　
　ヘ　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　

　
ヘ　
　
　ヘ　
　
　ヘ
　
　
　　
　
　
　ヘ
　

　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　

ヘ
　
　　ヘ
　

　
　
ヘ

　
　
　
　

　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　　
　
ヘ

　
　
　ヘ　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　

　
　
　
　

　
ヘ　
　
　ヘ
　

　
　ヘ
　
　
　

ヘ
　
　　
ヘ
　

　
　ヘ
　

　
　
ヘ

　
　
　

ヘ
　
　　
　
　
　
　

ヘ

　
　
　
ヘ

　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　　
　
ヘ
　
　

　
ヘ
　
　

　

ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　ヘ
　
　
　　
　
　
　

ヘ
　
　　
ヘ
　

　
　
ヘ
　　
　へ

　
　
は

顕

密
仏
教
を

中
心
と

す
る

（

諸
々

の

改
革
派

・

異
端
派
も
含
む

）

宗
教
世
界
の

な

か

で
、

そ

の

構
造

的
な
一

部
分

、

本
来
的
に

27 （237）
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ヘ　　
　　
ヘ
　
　
　　
ヘ　　
　　ヘ　
　
　　
ヘ　　　　
ヘ　　　　
ヘ
　
　　　
ヘ　
　
　　へ

　

　
は

下

部
の

周

縁
的
部
分
で

あ
っ

た

の

で

あ
り

、

独
自
の

宗
教
と

し

て

の

独
立

性
を
も
た

な
い

も
の

で

あ
っ

た
。

神
仏
分
離
が

、

そ

　

　
れ

に

作
為
的
・

権
力

的
に

独
立

性
を

与
え

た
こ

と

は
、

周
知
の

と

こ

ろ

で

あ
る

が
、

そ

れ
が

よ

か

っ

た

か

悪
か

っ

た

か

は

こ

こ

で

　

　
の

問
題
で

は

な

い
。

問
題
は

、

「

神
道
」

が

そ

の

よ

う
な

作
為
の

所
産
で

あ
る

が

ゆ

え
に

、

い

ま

で

も
か

つ

て

の

顕
密
仏
教
的
な

　

　
“

神
道
”

の

感
覚
や
思

考
形
式
が
、

国
民
の

潜
在
意
識
や

風
習
の

な

か

に

生

き

て

い

る

現
実
を

、

確
認
す
る
こ

と

で

あ
る

。

日

本

　

　
人
は

、

神
と

仏
と

い

う

異
な
っ

た

宗
教
を

同
時
に

信
ず
る

な
ど

と
、

も
っ

と

も
ら
し

く
い

わ
な
い

こ

と

で

あ
る

。

神
と

仏
は

、

明

　

　
治
政
府
が

国
民
の

教

化
を

は

じ
め

て

以

降
の

年
月
よ

り
は

る

か

に

永
い

あ
い

だ
、

同
じ

宗
教
の

世
界
に

属
し

て

い

た

の

で

あ
り

、

　

　
そ

れ
か

ら
み

れ

ば
、

神
仏
を

も
っ

と

も
ら
し
く

区
別
す
る

議
論
は

、

現
在
の

教
義
や

法
律
の

上
で

は

と

も

か

く
、

社
会
認

識
と

し

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
7）

　

　
て

は

錯
覚
に

類
す
る

と
い

わ

な
け

れ

ば
な

ら
な
い

。

（
傍

点
筆
者
V

　

神
仏
分
離
に

よ
っ

て

「

作
為
的
・

権
力
的
に
」

独
立

性
を

与
え

ら
れ

た

神
道
を
、

そ

れ

以

前
の

神
道
と

混

同
し

て

は

な

ら
な

い

こ

と
、

後
者
は

、

「

顕

密
仏
教
を

中
心
と

す
る

宗
教
世
界
の

構
造
的
な
］

部
分
」

で

あ
る
こ

と
、

そ

し

て

そ

の

「

感
覚
や

思

考
形
式
」

が

我
々

の

「

潜
在
意
識
や

風

習
」

の

中
に

生

き
て

い

る

こ

と

を

指
摘
し
て
い

る
。

し

か

し
、

「

顕

密
仏
教
を

中
心
と

す

る

宗

教
世
界
の

構

造
的
な
一

部
分
」

と

い

う

位
置
づ

け

は

得
ら
れ

て

も
、

そ

の

具
体
的
な

様
相
や

実
態
は

明
ら

か

で

は

な
い

。

そ

の

点
に

関
し

て

は
、

先

述
し

た

神
仏
分
離
令
を
素

直
に

読
め

ば

明
ら
か

と

な

る
。

即
ち

、

権
現
や

牛
頭
天
王
の

ほ

か
、

仏
教

的
神
号
を

持
ち

、

仏
像
を

神
体
と

し

て
、

あ
る
い

は

本
地

仏
を

社
前
に

掛
け

、

鰐
口

や

鐘
楼
を

設
け
、

仏
具
を

備
え、

ま

た

奉
仕
す
る

の

が
、

別
当
や

社
僧
な

ど

僧
位
僧

官
を

有
し

た

僧
形
の

宗
教
者
で

あ
る

よ

う
な

「

神
社
」

が

全
国
各
地
に

溢
れ
て

い

た

わ
け

で

あ
る

。

こ

の

「

状
態
」

を
、

分
離
令
は

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
8）

「

神
佛
混

淆
」

と

捉
え
て
い

る
。

正
に

神
仏
が

混
じ

り
合
い

、

渾
融
し

た

状
態
を
指
す

語
と

し

て

相
応
し
い

か

も
し

れ

な
い

。

そ
し
て

今
般

、

廃
止

（

禁
止
）

と

な
っ

た

の

は

そ

う
し

た

「

神
佛
混

淆
の

義
」

で

あ
る

と

し
、

別
当
・

社
僧
は

「

還

俗
す
る
」

（

俗
人
に

戻
る
）
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こ

と

が

必
要
で

今
後
「

神
道
」

を

も
っ

て

勤
仕
せ

よ

と

説
く
の

で

あ
る

。

　
し

か

し
、

こ

こ

で

考
え
て

み

た
い

の

は
こ

う

し

た

神
仏
混
淆
の

状
態
を

支
え
る

「

認

識
」

に

つ

い

て

で

あ
る

。

こ

の

状
態
が

言
わ

ば

「

当
た

り

前
の
」

宗
教
環

境
の

内

部
に

住
む

人
々

に

と
っ

て
、

そ

れ

を

「

分
離
」

し
よ

う
と

す
る

「

意
識
」

は

生

ま

れ

る

は

ず
は

な

い
。

神
仏
は

混

然
か

つ
一

体
の

も

の

で

あ
り

、

そ

れ

を

祀
る

者
が

社
僧
で

あ
れ

、

別
当
で

あ
れ
、

あ
る
い

は

宮
司
で

あ
れ

、

禰
宜
で

あ

れ
、

大
し

た

問
題
で

は

な

か
っ

た

は

ず
で

あ
る

。

混
淆
の

状
態
を

問
題
視
す
る

た

め

に

は
、

必
ず
そ

こ

に

「

外
部
の
」

視
点、

混
淆
で

は

な

い

状
態

、

即
ち

「

分
離
」

の

視
点
が

前
提
と

さ

れ

て

い

る

は

ず
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

西
欧
的
論
理
の

世
界、

仮
に

神
と

仏
の

関

係

で

言
い

換
え
れ
ば

「

も
し

神
が

仏
で

は

な
い

と

し

て
、

そ

し

て

仏
が

神
で

は

な
い

と

す
れ

ば
、

神
と

仏
が

重

複
す
る

こ

と

は

在
り
得
な

い
」

と
い

う

命
題
と

も

調
和
す
る

ま

さ

に

「

近
代
」

の

視
座
で

あ
り

、

そ

れ
に

基
づ
い

て

仏
教
的
要
素
の

排
除
が

遂

行
さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

だ

が
、

神
仏
分
離
後
の

近

代
に

生
き

る

我
々

が
、

こ

の

分

離
の

視
点
を

共

有
し
つ

つ
、

神
仏
混

淆
を

捉
え

よ

う
と

す

れ

ば
、

少
な

く
と

も

混

淆
の

状
態
を

記
述
し
よ

う
と

す
る

限
り
に

お

い

て
、

「

認

識
」

の

差
異
を

飛
び

越
え
て

し

ま
い
、

過

誤
に

陥
る

危

険
性
を

孕
ん

で
い

る
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
9）

　
色
彩
の

比

喩
を

用
い

て
、

説
明
し
て

み

よ

う
。

神
仏

混
淆
の

「

状
態
」

を
、

「

灰
色
」

の

世
界
と

仮
定
す
る

。

そ

こ

は

「

濃

淡
」

の

差
異
は

あ
る

も
の

の

緩
や

か

に

灰
色
が

広
が

る

宗
教
的

世
界
（

ス

ペ

ク

ト

ラ

ム
）

で

あ
る

。

そ

の
一

方
の

極
限
に

は
、

「

黒
」

、

即
ち

、

顕
密
仏
教
が

位
置
す
る

が
、

こ

の

場
合
の

黒
は

灰
色
と

別
の

カ

テ
ゴ

リ

ー
と

し

て

の

「

黒
」

で

は

な

く
、

そ

れ

と

連

続
す

る

「

最
も
濃

度
の

高
い

灰
色
」

に

過
ぎ
な
い

。

先
述
し
た

黒
田

俊
雄
の

議
論

、

つ

ま

り
、

神
道
は

「

構
造
的
な
一

部
分

、

本
来
的
に

は

下
部
の

周

縁

的
部

分
で

あ
っ

た
」

と
い

う

議
論
は

、

こ

の

灰
色
の

世
界
を

基

本
的
に

は

黒
の

ヴ
ァ

リ
エ

イ
シ

ョ

ン

と

見
る

に

等
し

い
。

神
仏
分
離
と

は
、

近

代
以

前
に

は

宗
教
的
環

境
の

う

ち

最
も

広
い

部
分
を

占
め

て

い

た

こ

の

「

灰

色
の

世

界
」

か

ら
、

「

黒
」

の

要

素

を
「

権
力

29 〔239）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

的
・

作
為
的
に
」

除
去
し

て
、

純
粋
な

「

白
」

の

世

界
（

神
道
）

を

創
り
上
げ
た

の

で

あ
る

。

神
仏
分

離
令
と

は
、

こ

の

比
喩
で

言
え

ば
、

灰
色
禁
止

令
で

あ
り

、

灰
色
を
黒
と

白
に

分
離
す
る
こ

と

を

命
じ

た

認
識

改
革
を

伴
う

宗
教
的
な
「

文
化
」

革
命
で

も

あ
っ

た
。

そ
の

根

拠
は

、

国
学

的
神
道
的
な

知
の

眼
差
し

ー
つ

ま

り
、

本
来
的
に

は

我
が

国
は

「

白
」

の

世
界
で

創
始
さ

れ

た
（

は

ず
）

で

あ

り
、

そ

れ
が

外
来
の

「

黒
」

の

要
素
に

「

汚

染
さ

れ

た
」

結
果
と

し

て

灰
色
の

世
界
を

導
出
し
た

に

過
ぎ
な
い

、

故
に

黒
の

要
素
を

取

り
除

く
こ

と

で

本
来
の

世
界
に

「

戻
る
」

の

だ

ー
に

求
め

ら
れ
た

。

そ

れ
が

果
し

て

歴

史
上
の

過
去
で

あ
る

か
、

イ

デ
オ
ロ

ギ
ー

上

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
10）

の

「

過

去
」

で

あ
る

か

は

こ

こ

で

の

問
題
で

は

な
い

。

分
離
に

よ
っ

て
、

白
・

黒

が

分

離
さ

れ

た

「

近

代
」

宗
教
世
界
が

確
立

し
た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
さ

て
、

こ

こ

で

我
々

は
、

「

白
」

と

「

黒
」

、

そ

し

て

そ

の

ど

ち

ら

に

も
還
元
さ

れ
得
な
い

「

灰
色
」

の

三

項
の

関
係
を

得
る

こ

と

に

な
る

（
図
−）

。

こ

の

「

灰

色
」

こ

そ
、

「

神
仏

習

合
」

の

名

称
に

相
応
し

い

独
立

し

た

世
界
で

あ
る

。

本
来

、

「

習
合
ω

春
臼
Φ
け

δ

β

ω

旨
臼
Φ

註
N

鉾一

8
」

と

は
、

弁

証
法
に

お

け

る

「

綜
合
ω

冒
普
Φ

皀
ω
」

に

匹

敵
す
る

も

の

で
、

「

定
立

9
 

臨
ω
」

と

「

反

定
立

餌

葺
詳
げ

孚

ω

互

の

対
立
を

「

止

揚

饕
亘
無
ρ

9
信

守
Φ

9
⇒
」

し

て

得
ら

れ

る

独
立

し

た

第
三

項
で

あ
る

。

色
で

例
え

れ
ば

「

灰

色
」

は
、

「

白
」

で

も

「

黒
」

で

も
な
い

独
立

し

た

範
疇
で

あ
る

と
い

う
の

は

分
か

り
や
す
い

が
、

そ

れ

は

我
々

が

「

灰
色
」

と

い

う

名
称
を
有
し

て

い

る

か

ら

で
、

「

神

仏
習
合
」

の

場
合
は

、

ど

う
し

て

も

そ
の

位
置
づ

け

が

不
明
瞭
と

な

る
。

「

神
仏
習
合
論
」

と

題
し

て

よ
い

ほ

ど
こ

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
11）

分

野
に

関
す
る

研
究
は

蓄

積
さ

れ
つ

つ

あ

り
、

そ

れ
ら

の

主

要
な

研
究
は

本
論
で

も

大
い

に

参

考
に

し
て

い

る

が
、

や

や
も

す

れ

ば

「

灰
色
」

成
立
の

経

緯
を

「

白
」

及
び

「

黒
」

を

成
分
（

構
成
要
素
）

と

し

て

説
明
す

る

と
い

う
「

近

代
か

ら

の
」

視
点
が

目
立
ち

、

「

灰
色
（

習
合
）

」

の

世
界
を
そ

の

ま

ま

の

状
態
で

記
述
し

よ

う
と

す
る

試
み

は

少
な
か
っ

た
。

そ

れ

は
、

我
々

（

近

代
）

と

は
、

異

質
な

他

者
と

し

て

の

習
合
世

界
を

、

そ

れ

に

基
づ

い

て

記
述
す
べ

き

概
念
装
置
を

有
し

て
い

な

い

か

ら
に

他
な

ら

な
い

。

本
論
で

呈
示
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灰色
「前近代」

　 　　 白

「近代」

黒

神道 ぐ
一 一 一一一一一一一一一

レ 仏 教

　　　 図 1 神仏分離の 三 角形

　
そ

う
し

て

成
立

し

た

「

近

代
」

の

状
況
を

「

習
合
」

を
想

定
し

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

禁
じ

ら

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

。

主
に

民
間
宗
教
の
レ

ベ

ル

で

蠢
く

行
者
や

祈
檮
師
の

個
人

的
経

験
や

活
動
に

見
ら

れ
る

雑

多
な

「

習
合
」

的

側
面
が

、

分
離
か

ら

習

合
に

向
か

う
ポ
ス

ト
近

代
へ

の

序
奏
を

表
し

て

い

る

の

か

も
知
れ
な
い

。

　
　

　

　一
一

単
配
列
ク
ラ

ス

と

多
配
列
ク
ラ
ス

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
12）

　
さ

て
、

ロ

ド
ニ

ー
・

ニ

ー

ダ
ム

（

閖
。

曾
昌

Z8

爵
四

β
一

鵠
ω

↓

は
、

英
国
の

社
会
人

類

学
者
で

あ
る

。

長

島
信
弘
は

、

一

九
八

〇

年

し

た
い

の

は
、

そ

う
し

た

習
合
世
界
を

支
え

る

分

類
原
理

と

ク

ラ
ス

で

あ
る

。

　
図
1
に

お

い

て
、

も

う
】

点、

注
意
し

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ

と

が

あ
る

。

左
側
の

対

立

軸
で

あ
る

。

も
し

、

弁
証
法

的
な
思

考
プ
ロ

セ

ス

に

沿
っ

て

考
え

る

な

ら
、

ま

ず
、

神

（

白
）

・

仏
（

黒
）

の

分

離
と

対
立

が

あ
っ

て
、

そ

れ

が
止

揚
さ

れ

て

神
仏
習
合
（

灰
色
）

の

世
界
が

成
立

す

る
と

い

う
こ

と

に

な

る
。

理

念

的

な

歴

史
の

対

立

を
、

「

古

代
」

と

「

中
世
」

の

関
係
で

捉
え

る

な

ら
、

矢

印
の

向
き

は
、

古
代
↓

中
世
と

な

り、

分
離
↓

習

合
と
］

致
す
る

。

し

か

し
、

「

前
近

代
」

と

「

近

代
」

の

関
係
に

お
い

て

は
、

分
離
と

習

合
の

矢
印
の

向
き

は

逆
転

す
る

。

そ

れ
は

、

「

灰
色
」

か

ら

「

黒
」

の

要

素
を

除
去
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

「

白
（

神
道）
」

の

世
界
を
（

再）

成
立
さ

せ

よ

う
と
い

う
、

宗
教

世

界
に

　
　

　

　
い

び
つ

お

け

る

「

歪

な
」

近
代

化
で

あ
っ

た
。

「

ポ

ス

ト
近

代
」

と

の

関
係
に

お

い

て

捉
え

る

と

す
れ

ば
、

当
然

、

新
た

な

次
元
で

の

今
日

、

神
道

・

仏
教
と
い

う
制

度
上

の

縛
り

が

存
在
す
る

だ

け
で

、

活

動
の

上

で

習

合
が
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代
に

彼
を

称
し

て
、

こ

れ

ま

で

の

社
会
人
類

学
界
を

撹
乱
し

て

き

た

「

乱
気

流
の
一

つ

の

源
」

と

述
べ

て

い

る
が

、

社
会
人

類
学
の

主

要
な

研
究
分
野

、

「

宗
教
」

、

「

親
族
」

、

「

婚
姻
」

な

ど
に

お

い

て

記
述
や

比

較
に

用
い

ら
れ

る

「

述
語
」

や

「

概
念
」

を

徹

底
的
に

批

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
（
13）

判
し
、

幾
つ

か

の

重
要
な

理

論
的

論
争
を
巻
き

起
こ

し

て

き

た
。

そ

の

際
の

彼
の

主

張
の

根
底
に

あ
る

の

が
、

「

分
類
」

の

原
理
に

関

す

る

「

多
配
列
分
類
」

及
び

多
配
列
ク

ラ

ス

の

提
唱
で

あ
っ

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
14）

　
「

分

類
o

壁
ω
ω

50
四

口

8
」

と

は
、

事
物
や

事
象
を
ク

ラ

ス

（
ほ

集
合
）

に

分
け
る

こ

と

で

あ
る

。

近

代
精
密
科
学
と

し

て

発
展
し

て

き

た

自
然
科
学
は

、

リ
ン

ネ

の

植
物
分
類
に

示
さ

れ
る

よ

う
に
、

弁
別
的

定
義
に

よ

っ

て
、

対

象
を

相
互

に

排

他
的
な

ク

ラ
ス

に

区
分

す

る

こ

と

に

よ
っ

て

成
立

す
る

。

そ

れ

は
、

門
−
綱
−

属
ー

種
と
い

っ

た

よ

り
抽
象
的
な

「

範
疇
」

が

階
層
化
さ

れ
、

全
体
と

し

て
一

つ

の

樹
状
構
造
（
富
×

8
。

B
団）

を

構
成
す

る
。

こ

う
し
た

ク
ラ

ス

に

属
す

る

個

体
は

、

少
な

く
と

も
一

つ

以
上
の

「

共

通
特
性
」

を

共

有
す
る
こ

と

に

な

る
。

分
類
の

プ

ロ

セ

ス

に

即
し

て

言
え
ば

、

共
通
の

特
性
に

よ
っ

て

分
類
さ
れ
た

ク

ラ

ス

で

あ
り
、

ニ

ー

ダ
ム

は

そ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
〔
15）

れ

を
「

単
配

列
（
BO
昌
O
什

プ
 

叶圃
O
）

ク
ラ
ス
」

と

定
義
し

た
。

ほ

と

ん

ど

の

自
然

現
象
は

単
配

列
ク

ラ

ス

と

し

て

分
類
で

き

る

ほ

か
、

近

代
社
会
に

生

き

る

我
々

の

日

常
生
活
に

お

け
る

分
類
も

そ
れ

に

沿
う
も
の

で

あ
る

。

一

方
、

既
に
一

八

世
紀
に

（

リ

ン

ネ
よ

り
も

早

く
）

フ

ラ
ン

ス

の

植
物
学
者
ミ

シ
ェ

ル

・

ア

ダ
ン

ソ

ン

に

よ
っ

て

指

摘
さ

れ
、

二

〇

世
紀
に

入
っ

て

動

物
学
や

植
物
学

、

そ

し

て

細
菌

学
に

取
り
入
れ
ら

れ

た

別
の

ク

ラ
ス

が

あ
る

。

そ

れ
は

、

有
機
体
や

特
に

バ

ク

テ

リ

ア

の

世
界
で

は
、

共
通

特
性
に

よ

る

分
類
だ

け
で

は

整
理

不
能
な

現
象
が

見
ら
れ

、

た

と

え
そ
こ

か

ら

外
れ

る

標
本
で

あ
っ

て

も
そ
こ

に

取
り
込
ん

で

し

ま

う

別
の

ク

ラ

ス

で

あ
る

。

こ

れ

が

「

多
配
列
（

8
葺
冨
江
。
）

ク

ラ

ス
」

で

あ
る

。

表
1
に

よ
っ

て
、

説
明
す
る

と
、

個

体
6
・

7
は

、

共
通

特
性
F
・

G
・

H
を

共

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
16）

有
す
る

単
配
列
ク

ラ
ス

を

構
成
す
る

（

共
通

特
性
は
一

個
以
上

あ
れ
ば
よ

く
三

個
で

あ
る

必

要
は

な
い
）

。

一

方
、

個
体
1
〜
5
に

関

し

て

は
、

A
〜
E
の

五
つ

の

特
性
を

仮
定
し

た

が
、

す
べ

て

に

「

共
通
す

る
」

特
性
は

存
在
し
な
い

。

言
わ

ば
、

個
体
は

相
互
に

「

似
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神仏習合 と多配列ク ラ ス

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

て

い

る
」

に

過
ぎ
な
い

の

で

あ

り
、

緩
や
か

に

連
な
っ

て
一

つ

の

全

体
（

多
配
列
ク

ラ

勃

　

　

　

　

　

　

　

ス
）

を

成
立

さ

せ

て

い

る

の

で

あ
る

。

卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ニ

ー

ダ
ム

に

よ

れ

ば
、

こ

の

多
配
列
ク

ラ
ス

の

導
入
の

意
義
は

、

実
は

言
語
範
躊
と

配移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
考
の

関
係
が

問
題
と

な
る

人

文
社
会
科
学
に

お

い

て

こ

そ

大
き

く
、

例
え

ば
、

ロ

シ

弧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア

の

心

理

学
者

、

ヴ
ィ

ゴ

ツ

キ
イ

が
、

「

子
ど

も
が

精
神
発

達
の
］

段
階
で

事
象
を

ま

ク

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　（
17）

例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
と

め

る

や

り

方
」

を

「

鎖
状
複
合
（

。

訂
ぎ

8
讐

暮
邑
」

と

呼
ん

だ

が
、

多
配

列
と

ほ

ぼ

　単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
義
で

あ

樋
。

ま

た

同
じ

頃
・

哲
学
者

・

ウ
ィ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ
ン

は
・

哲
学
的
混

迷

ユ表

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

多
く
は

、

「

同
じ

語
で

呼
ば
れ

る

す
べ

て

の

事

象
に

は

共

通
の

も
の

が

あ
る

に

違
い

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

な
い
」

と

考
え

る

傾
向
に

由
来
す
る

が
、

そ
こ

に

は

共
通
の

属
性
は

存

在
せ

ず
、

ち
ょ

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

う
ど
一

本
の

縄
を

構

成
す

る

個
々

の

繊
維

の

よ

う
に

、

「

家

族
的

類
似

性
（
貯

邑
ξ

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
〔
19）

「

Φ
ω

Φ

ヨ
琶

き
8）

」

を

有

す
る

個
々

の

要

素
が

重

な

り

合
う
こ

と

に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た
。

日

常
言
語
に

よ

る

人
々

の

分
類
は

多
配
列

的
で

あ
る

と

見
る
こ

と

も

で

き

る
。

し

か

し
こ

ー

ダ
ム

に

よ
っ

て

何
よ

り

も

そ

の

適

用
が

強
く
示
唆
さ

れ

た

の

は

人

類
学
で

あ
っ

た
。

人
類

学
が

対
象
と
す

る

非
西
欧
の

異
文
化

社
会
の

リ
ア

リ

テ

ィ

の

構
成
が

「

多
配

列
ク

ラ

ス
」

に

よ

る

も
の

で

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
20）

は

な

い

か

と
い

う

指
摘
は

、

少

数
の

例
外
を

除
い

て
、

そ

の

後
の

人

類
学
に

決
し

て

十
分
に

受
け

と

め

ら
れ

た

と

は

言
え
な
い

。

本

論

は
、

我
々

の

内
な

る

「

他
者
」

で

あ
り

、

異
質
な

宗
教
文
化
で

あ
る

「

神
仏

習
合
」

の

世

界
に

対
し

て

そ
の

適
用
を

試
み

る

も

の

で

あ

る
。

多配列 ク ラ ス 単配列 ク ラ ス

個体 1　 2　 3　 4　 5 6　 7

特性 A 　 A 　 A 　 A

B 　 B 　 B　　　 B

C 　 C 　 　 　 C　 C

D 　　　　D 　 D 　 D

E 　 E　 E 　 E

F　 FG

　 GH

　 H
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三

　
神
仏
習
合
と

多
配
列
ク
ラ

ス

ー
「

寺
社
」

と

「

顕
密
」

1

　
「

神
仏
習
合
」

は
、

神
仏

分
離
が

断
行
さ

れ

た

明
治
初
年
よ

り

以
前
の

状
態
で

あ
り

、

そ

の

歴

史
的
指
標
は

前
近

代
と

い

う
こ

と

に

な

る

が
、

そ

の

組
織
的
実
態
は

「

寺
社
」

と
い

う
範
疇
で

括
ら

れ

る
。

こ

の

寺

社
の

成
立
は

遥
か

古
代
に

遡
る

が
、

そ

れ

が

最
も

隆
盛

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
21）

し
、

社
会
の

確

固
た

る

基
盤
と

な
っ

た

の

は

中
世
で

あ

り
、

黒

田

俊
雄
は

そ

れ
を

「

寺
社
勢
力
」

と

呼
ん

だ
。

そ

れ
は

、

「

…

南
都
・

北
嶺
な

ど

中

央
の

大
寺

社
を

中
心
に

組
織
さ

れ
、

公

家
や

武
家
の

勢
力
と

も

対
抗
し

て

い

た
一

種
の

社
会

的
・

政
治

的
な

『

勢
力
』

の

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
22）

こ

と
」

で
、

「

ほ

ぼ

平
安
時
代
の

な

か

ご

ろ

か

ら

戦
国

時
代
の

末
ま

で

約
六

百

年
ほ
ど

存
続
し

て

い

た
」

と

さ

れ

る
。

そ

の

組
織
の

実

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
じ

ょ

う
ぎ
　
　
　
じ

し
ゅ

　
　

つ

　
い

　
な

態
は

、

統
率
者
と

し

て

別

当
、

座
主

、

検
校

、

長
者
な

ど

が

位

置
し

、

寺

務
管
理
の

役
職
と

し

て

三

綱
、

即
ち

上

座
・

寺
主

・

都
維

那

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

だ
い

し
ゅ

　
　
　
　

　
　
　
　
　

し
ゅ

と

が

あ
り
、

そ

の

下
に

政
所
や

公
文
所
と
い

っ

た

寺

務
局
が

置
か

れ

た
。

寺
院
に

所
属
す
る

僧
侶
の

全
体
は

大
衆、

あ
る
い

は

衆
徒
な

ど

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
23）
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

が
く
し

ゅ

　
　
が
く
り
ょ

と

呼
ば

れ

た

が
、

そ

の
・
王

な

目
的
は

「

学
（

学
解

・

学
問）

と

行
（

修
行
・

禅
行
）

」

で

あ
り

、

学
に

携
わ
る

場
合
は

学
衆

・

学
侶
・

が
く
し

ょ

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ぎ
ょ

う
サ
や

　

ぜ

ん

し
ゅ

　

ぎ
ょ

う
に

ん

学

生
、

行
に

携
わ

る

場

合
は

行

者
・

禅
衆

・

行

人
な

ど

と

呼
ば

れ

た
。

ま

た

こ

う

し
た

学
僧
や

修
行
僧
を

組
織
の

中
心

層
と

す

れ

　

　

　

　
　

　

　
　

　
ど
う
し
ゅ

　

　

げ

し
ゅ

　

は
な

つ

み

　

　

く

じ
ゅ

う

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ょ

う

じ

　

　

く

ば
、

彼
ら

に

近

侍
す

る

堂

衆
・

夏

衆
・

花

摘
・

久

住
者
な

ど

の

呼
称
で

呼
ば

れ
た

存
在
や
、

堂

社
や

僧

坊
の

雑

役
に

従
う

承

仕
・

公

に

ん

　

ど
う
ど
う

じ

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　
　
け
ん

に

ん

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
よ

り
う
ど

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　（
24）

人
・

堂
童
子
、

さ

ら

に

そ

の

外
延
に

は
、

仏

神
を

奉
じ

る

神
人

や
、

そ

の

堂
社
に

身
を

寄
せ

る

寄
人
や

行
人
の

存
在
が

あ
っ

た
。

　
こ

の

「

寺
社
」

と

い

う
ク

ラ

ス

の

特
徴
を
一

言
で

言
え

ば
、

「

曖

昧
」

で

あ
る

。

統
率
者
の

名
称
が

異
な
る

の

は

各
々

の

寺
社
が

異

な
る

か

ら
で

あ

り、

中
心

層
を

形

成
す
る

僧
衆
も

、

学
／
行
の

状
態
に

よ
っ

て

呼

称
が

変
化
す
る

。

さ

ら

に

外
延

部
に

近
づ

く
に

従
っ

て

そ

の

役
割
も

曖
昧
で

そ

の

範
域
が
ど

こ

ま
で

な

の

か

も
不

明
で

あ
る

。

し

か

も
全

体
を

統
括
す

る

大
衆
あ
る
い

は

衆
徒
の

範
域
も

不

明
確
で

、

そ

の

時
々

に

応
じ

て

変
化
し

た
形

跡
も

あ
る

。

し

か

し
、

そ

れ

は

黒
田
の

記
述
が

曖
昧
な

の

で

は

な
く

、

歴
史
上

実
在
し

た
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寺
社
の

在
り
様
が

曖
昧
で

あ
る

か

ら

な
の

で

あ
る

。

ま

た
、

こ

の

組

織
や

役
職
に

関
わ

る

名
称

群
が

曖
昧
で

あ
っ

て

認

識
に

苦

労
す

る

の

は

む

し

ろ

我
々

の

ほ

う
で

あ
っ

て
、

よ

り

中
心

的
な

、

よ

り

末
端
の

、

よ

り

特
定
の

、

そ

し

て

よ

り
一

般

的
な

範
疇
と

し

て

個
々

の

名
称
が

苦
も
な
く

使
い

分
け
ら

れ
て

い

た

の

で

あ

り、

全

体
と

し

て

「

寺
社
」

と

い

う

多
配
列
ク

ラ

ス

を

構
成
し

て

い

た

と

見
る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

多
配
列
ク

ラ

ス

の

外
延
は

、

「

寺
社

勢
力
」

と

称
せ

ら

れ

る

そ

の

最

隆
盛
期
に

は
、

そ

れ

が

政
治
的

・

軍
事

的
・

経
済

的
・

社

会
的
に

強
大
な

勢
力
で

あ
る
が

故
に

、

「

民

衆
」

や
「

武
士
」

と

の

境

界
さ

え

飛
び

越
え

て

し

ま
う

も
の

で

あ
っ

た
。

黒
田

は
、

総
田

数
の

う
ち

、

寺
社
領
が

約
六
三

％
に

も

達
す

る

貞
応
二

年
（
一

二

二

三
）

の

畿
内
の

例、

延

喜
一

四

年
（

九
一

四）

の

「

天
下
人

民
三

分

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
き
ょ

う
み

ょ

う

之
二

、

皆
禿
首
者
也
」

と
い

う
三

善
清
行
の

言
葉
（
『

意
見

封
事
』

）

や

「

も
ろ

も

ろ

の

交

名
の

類
に

僧
侶
や

沙
弥
が

そ

れ

こ

そ

半
ば
も

三

分
の
二

も
見

出
さ

れ

る
こ

と
」

を

挙
げ

、

「

在
地

領・
王

が

蟠
踞
し

て

武
士

の

勢
力
に

支
配
さ

れ

て

い

た

村
落
が
一

方
に

あ
っ

た

の

は

確
か

だ
が
、

他
方
に

武
士
が
ま
っ

た

く

在
地
せ

ず
、

数

十
の

子

院
を

も
つ

寺
院
が

堂

舎
を

連
ね

、

僧
侶

・

祠

官
・

講
衆

・

神
人
が

社
会

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　（
25）

生

活
の

中
枢
を

掌
握
し

て

い

た

地
域
が

、

も
っ

と

多
く
存
在
し

た

の

で

は

な
い

か

…
」

と

指
摘
し

て

い

る

が
、

ま

さ

に

「

勢
力
」

の

名

称
に

相
応
し

い

最
盛
期
の

状
況
で

あ
り

、

そ

こ

で

は

「

寺

社
」

ク

ラ

ス

の

外
延
は

極
限
に

ま

で

拡
大
し

て

い

た
の

で

あ
る

。

　
さ

て
、

こ

こ

か

ら

多
配

列
ク

ラ

ス

と

し

て

の

「

寺
社
」

を
め

ぐ
る

議
論
を
二

つ

の

軸
に

沿
っ

て

展
開
し

て

み

た
い

。

一

つ

は
、

時
間

軸、

即
ち

歴
史

的
展
開
に
つ

い

て

で

あ

り
、

も
う
一

つ

は

空

間
軸、

即
ち

、

中
央
で

は

な

く
、

地

方
的
展

開
に

つ

い

て

で

あ
る

。

前
者

に

つ

い

て

は
、

黒

田

自
身
も

明
確
に

認
め

て

い

る

よ

う
に

、

寺
社
勢
力
は

、

元
亀
二

年

二

五

七
一
）

、

織
田

信

長
の

比

叡
山
の

焼

討
を

契
機
に

衰
退
し

、

織
豊
政
権
下
に

お

け

る

非
武
装
化、

寺

社
領
荘
園
の

押
収
な

ど

を

経
て

往
時
の

影
響
力
を
ほ

ぼ

喪
失
し

て

し

ま

う
の

で

あ
る

が
、

こ

れ

は

あ
く
ま

で

寺

社
「

勢
力
」

に

つ

い

て

の

経
緯
で

あ
り

、

「

寺
社
」

と

い

う

形
態
が

消

滅
し

て

し

ま
っ

た

わ

け
で

は

35 （245）
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な

い
。

こ

の

時

点
で

退
転
し

た
も
の

も
あ
ろ

う
が
、

た

と

え

そ

の

数
を

減
ら

し
、

近

世
期、

徳
川

政
権
下
で

天

台
宗
あ
る

い

は

真
言
宗

と
い

っ

た

宗
派
の

下
に

組
み

入
れ

ら

れ
た

と

し

て

も
、

「

神
仏
習

合
」

や

「

加
持
祈
濤
」

を

旨
と

す
る

そ

の

基

本
形
態
は

変

化
し
な

か

っ

た

と

見
る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

だ
と

す
れ
ば

、

全

国
の

霊

山
や

霊
地
を

足
場
に

、

藩
体
制
の

下
で

拠
点
化
し

つ

つ

存
続
し

た

寺
社
を

、

葬
儀
を
主

要
活

動
と

し

た

「

滅

罪
系
」

寺
院
に

対
し

て
、

「

祈
檮
系
寺
社
」

と
い

う

範
疇
で

捉
え

る
こ

と

に

さ

ほ

ど

無
理

が

あ

る

よ

う

に

は

思
え

な
い

。

た

だ
、

中
世
の

寺
社

勢
力
に

対
し

て
、

こ

の

「

祈
禳
系
寺
社
」

は

「

宗
教
」

と

い

う
範
疇
に

限
定
さ
れ
る

と
い

う
限

界
に

は

留
意
し

な
く

て

は

な
ら
な
い

。

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
く

だ
ん

　

例
え
ば

福
岡

藩
で

は
、

近
世

期
、

主
に

中
頃
か

ら

で

あ
る

が
、

「

例
の

五

社
」

と

称
し
て
、

「

筥
崎
（
箱
崎
八

幡
宮）
・

宰
府
（
大

宰
府
天

満
宮
）

・

宝

満
（
竈
門
神
社
）

・

雷
山
（
千
如
寺
大

悲
王

院
）

・

田

島
（
宗
像
大

社
）

、

括
弧
内
は

現
施
設
名
」

の

五

つ

の

寺
社
に

対
し

て
、

雨

乞

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
（
26）

い

・

日

乞
い

・

風
鎮
め

な

ど

主
に

天
災
に

対
す

る

祈
疇
を

依
頼
し

て

い

る
。

目
的
が

達

成
さ

れ
た

ら

「

褒
美
を

遣
わ
し
た
」

と

い

う
の

で

あ
る

か

ら

各
寺

社
は

祈
濤
の

効
験
を

顕
す
べ

く

競
っ

た

で

あ
ろ

う
し

、

そ

の

こ

と

が

民

衆
に

も

大
き

な

影

響
力
を

発
揮
し

た

で

あ
ろ

う
。

そ

の

う
ち

、

宰
府
衆
徒
に

よ
る

「

水

甕
祈
薦
」

や

宝

満
座
主
を

中
心
に

行
わ
れ

た

「

水
鏡

祈
檮
」

は
、

担
い

手
は

神
官
や

民

衆
に

移
行
し
た

も

の

の

今
日

ま

で

宗
教
民
俗
と

し

て

そ

の

形
式
が

存
続
し

て

お

り、

そ

の

影

響
力
の

大
き

さ

が

窺
わ
れ

る

の
で

あ
る

。

信
仰

の

拠
点
を

構
成
し
た
こ

れ

ら

五

社
ほ

ど

で

は

な
い

に

し

て

も
、

そ

れ

以

外
の

中
小
の

神
社
も

そ
の

多
く

は

社

僧
（

宮
司
坊
）

が

統
轄
す

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
27）

る

「

祈

薦
系
寺
社
」

の

形
態
を

、

保
持
し

て

き

た

の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

例
は

何
も

福
岡
藩
の

み

に

見
ら

れ

る

わ

け
で

は

な

く
、

お

そ

ら

く
全

国
的
な

も
の

で

あ
ろ

う
。

だ
か

ら

こ

そ

広
範
囲
に

わ

た

る

神
仏
分
離
が

必

要
と

さ

れ

た

わ

け

で

あ
る

が
、

多
配
列

的
な

寺

社
ク

ラ

ス

の

展
開
を

考
え

る

な

ら
、

当
然

、

近
世
期
の

祈
濤
系
寺

社
も
そ

の

考
察
の

対

象
に

含
め

ね

ば
な

ら

な

い

の

で

あ
る

。

　

次
に

、

寺
社
ク

ラ

ス

の

空

間

的
展

開
、

即
ち

地
域

的
変
差
（
〈
9
円一
餌

江
O
昌）

に

移
る

。

先
述
し

た

黒
田

の

寺
社
勢
力
の

記
述
は
、

明
ら
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か

に

畿
内
の

中
央
大

寺
社
を

対
象
に

し

た

も

の

で

あ

る
。

だ
が

、

そ

う
し

た

勢

力
は

畿
内
で

の

み

見
ら

れ
た

わ

け
で

は

な
く

、

む

し

ろ

地

方
に

お

け

る

寺
社
の

在
り

方
を

大
き

く

規
定
し

て

お

り
、

そ

れ
ら

地

方
寺
社
が

顕
密
体
制
の

広

大
な

裾
野
を

支
え
る

基

盤
で

も

あ
っ

（
28）た

。

し

か

し

な

が

ら
、

地
方
寺
社
に

お

け

る

組
織
区
分
が

い

か

な
る

も
の

で

あ
っ

た

か

に

つ

い

て

は
、

そ

れ

程
研
究
蓄
積
が

あ

る

わ

け

で

は

な
い

。

黒
田

自
身
は

、

中
央
寺
社
の

組
織
区

分
を

「

基

準
」

と

し
て

、

白
山
の

加
賀
側
の

寺

社
勢
力
を

調
査
し
た

結
果

、

白
山
衆

徒
と

さ

れ

る

者
が

言
わ

ば
「

行
人

的
学
侶
」

で

あ

り
、

「

…

中
央
大
寺
院
の

よ

う
に

学

侶
・

学
生
と

行
人

・

堂

衆
と

の

区
別
が

截
然
と

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
29）

し

て

い

な
か
っ

た

と

見
る
べ

き

で
、

む

し

ろ

そ

れ

が
、

地

方

寺
社
に

あ
り

が

ち

な

形

態
で

あ
っ

た

か
」

と

指

摘
し

て

い

る
。

こ

こ

で

は
、

先
述
し

た

「

例
の

五

社
」

の
一

つ
、

「

宰
府
（
太
宰
府
天
満

宮）
」

の

神

仏
分
離
以
前
の

状
態
に

焦

点
を

合
わ

せ
、

そ

の

多
配
列

的
特

　
　

　

　
　

　

　（
30）

性
を

考
え

て

み

た
い

。

　
ま

ず

組
織
を

統
轄
す
る

範
疇
で

あ
る

が
、

「

安

楽
寺
天
満

宮
」

と

も

「

天

満
宮
安
楽

寺
」

と

も

称
さ

れ

る

宮
寺
で

、

元

来
は

菅
原

道

真
の

菩
提
寺
「

安
楽
寺
」

と

し
て

創
建
さ

れ

た

天

台
宗
の

寺
院
で

あ
っ

た
。

組
織
の

筆
頭
は

、

「

五

別
当
」

で

「

大

鳥
居
・

小

鳥
居
・

御
供

屋
・

執
行

坊
・

浦
之

坊
」

。

五

別
当
は

、

祭
神
で

あ
る

菅
原
道
真
の

血

筋
を

引
く
と

さ
れ

、

中
で

も

大
鳥
居
は

「

隔

絶
し

た

権
威

を

も
ち

、

宝

暦
四

年
（
一

七
五

四）
、

桃
園
天
皇
よ

り

内
陣
に

お
い

て

の

毎
旬
ご

祈
濤
執

行
を

命
ぜ

ら

れ
『

延
寿
王

院
』

と

い

う
院

号
を

　
　
（
31）
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

み

や

じ
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
う
ま

さ
け

の
や

す
ゆ
き

賜
っ

た
」

と

さ

れ

る
。

次
に

「

三

宮
司
」

で

あ
る

が
、

道
真
の

門
弟
で

、

道

真
を
埋

葬
し

、

安
楽
寺
を

創
建
し

た

味
酒

安

行
の

子

孫

と

さ

れ

る

「

満
盛
院

・

勾
当
坊
・

検
校
坊
」

か

ら

成
る

。

こ

の

順

番
で

月
の

上

旬
・

中

旬
・

下

旬
に

分
け

て

本
殿

内
の

神
事
を

司
る

。

さ

ら
に
、

寺

務
管
理

部
門
で

あ
る

コ
ニ

綱
」

と

し

て

「

上

座
坊

・

寺
司

坊
・

都
維
那

坊
」

。

そ
し

て

「

元
々

四
王

子

山
麓
に

あ

り、

菅

原
道

真
の

葬
儀
に

あ
ず
か
っ

た
と
い

う

伝
承
を
も
つ

原

山
無
量
寺
の

僧
が

、

南
北
朝
以

後
天

満
宮
の

組
織
に

組
み

込
ま

れ

た

と

考
え
ら

　
　

　（
32）

れ
る

衆
徒
」

、

即
ち

座
主
・

華

台
坊
を

筆
頭
に

石

築
地

坊
・

六

度
寺
・

安
祥

寺
・

常
修
坊

・

十
境
坊

・

寂
門
坊

・

真

寂
坊

・

明
星

坊
の
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「

原
八

坊
」

。

さ

ら
に

そ

の

周
縁
に

は
、

小

野
道
風
の

子
孫
と

い

う

伝
承
を

持
ち

、

太
宰
府
官

人
か

ら

神
官
と

し

て

入
っ

た

と

さ

れ

る

　
も
ん
に

ん

「

文
人
三

家
（

小
野
伊

豫
・

小
野

加

賀
・

小

野
但

馬
）

」

、

近

世
期
を

通
じ

て

盛
ん

に

祈
濤
連

歌
を

行
っ

た

「

連
歌
屋
」

、

社
家
の

菩

提

を

弔
う

滅
罪

系
の

「

光

明
寺

・

本
願
寺
・

迎
寿
院
」

、

最
末

端
に

繋
が

る

「

時
打
」

や

「

護
燈
」

な

ど

を

含
め

れ

ば
そ

の

範
域
は

拡

大

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　（
33V

す
る

が
、

全

体
で

現

在
の

天
満
宮
を

取
り

囲
む
一

つ

の

集
落
を

構
成
し
て

い

た

の

で

あ
る

。

　
さ

て
、

先
述
し

た

中
央
大
寺
社
の

組
織
ク

ラ
ス

を

基

準
と

し

て

見
る
と

、

「

別

当
」

、

「

検
校
」

、

「

三

綱
（

上

座
・

寺
主
［

寺
司
］

・

都

維
那
）

」

、

「

衆
徒
」

、

「

座
主
」

な

ど

重
複
す

る

部

分
は

あ
る

が
、

そ

の

在
り

様
は

大
き

く

異
な
っ

て

い

る
。

太

宰
府
の

場

合
は

、

菅
原

道
真
を

中
心
に

置
き

、

道
真
そ

の

人
に

連
な
る

「

五

別
当
」

、

道
真
を
埋

葬
し

た

門
弟
に

連
な

る

「

三

宮
司
」

、

道

真
の

葬
儀
を

執
り

行

っ

た

「

衆
徒
（

原
八

坊
）

」

、

さ

ら

に

道
真
の

文
人
と

し

て

能

力
が

似
て

い

る

「

文
人
三

家
」

や

そ

の

能
力
の

特
化
で

あ
る

「

連

歌
屋
」

、

そ

し

て

こ

れ

ら

す
べ

て

を

包

含
す

る

「

安

楽
寺
」

の

諸
活
動

、

時
を

打
つ

（

時
打
）

や

火
を

灯

す
（

護
燈
）

、

奉
仕

す
る

人
々

の

菩

提

を

弔
う

滅
罪
寺
と
い

う

連
関
で

、

全

体
と

し
て

多
配
列
ク
ラ

ス

を

構
成
し

て

い

る
。

こ

の

末
端
に

、

例
え

ば

「

清
掃
す

る
」

と

い

う

特

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
34）

性
を

加
え

れ

ば
、

中

世
の

散
所
に

由
来
す
る

特
定
の

被
差
別

集
落
を

も

取
り
込

む

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
。

　
だ

と

す

れ

ば
、

道

真
を

祀
る

天

満
宮
の
ご

神
体
も

当
然

、

道
真
に

「

関
わ

る
」

も
の

で

あ
ら

ね

ば
な

ら

な

い
。

こ

の

点
に

関
し

て
、

明
治
四

四

年
（
一

九
一
一
）

六

月
七

日
の

鷺
城
新
聞
は

、

ご

神
体
は

「

道
真

公
の

木
像
」

で

は

な

く、

明

治

初
年
ま

で

は

道
真
「

自

筆

の
」

「

法
華
経
八

巻
」

で

あ
っ

た

と

伝
え
て
い

る
。

だ
が

、

当
時
の

宮
司
（

神
官
）

が
、

「

神
体
が

法

華
経
八

巻
で

あ
る

事
を
知
っ

て
、

そ

れ
は

怪
し

か

ら

ぬ
、

天

満
宮
は

神
様
で

あ
る

に
、

法

華
経
を

神
体
と

し

て

居
る
な
ど
は
、

以
っ

て

の

外
と

謂
っ

て

之

を
火

中
に

投
じ

　

　
　

　

　
　

　

（
35）

て

焼
い

て

仕
舞
っ

た

…
」

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

宮
司
は

後
年

、

自
ら

の

行
為
を

深
く

悔
い

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

が
、

対
象
が

法
華
経
と

い

う

分
か

り
や

す
い

特
性
で

あ
っ

た

故
に

軽
挙
に

走
っ

た

と

も

考
え

ら
れ

る
。

こ

の

安

楽
寺
天
満

宮
と
い

う
多
配

列
ク

ラ

ス

（248） 38
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神仏習合 と多配列 ク ラ ス

全

体
に

神
仏
の

区
分
を
施

す
こ

と

は

至

難
の

技
で

あ
る

。

伊
東
尾
四

郎
は

、

先
述
の

組
織
に

関
し

て

「

原
八

坊
は

僧
侶
で

読
経
す
る

。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

、

　
、

　
、
　
、

　
・

　
、

　
・
　
、

　
　
　

　

　

　
（
36）

五

別
当

、

三

宮
司、

三

綱
は

読
経
は

せ

ぬ

が

何
れ
も

円
頂
で

神
事
を

掌
る

（
傍
点
筆
者）
」

と

読
経
を
基

準
に
一

応
の

区

分
を

行
っ

て

い

る
。

し

か

し
、

森
弘
子
に

よ

れ

ば
、

「

読
経
を

し

な
い
」

と

い

う
こ

と

は

誤
り
で

あ
る

と

の

こ

と

で

あ
る

。

も

し

円
頂
で

読
経
す

る

の

で

あ
れ

ば

僧
侶
と

ど

う

区
別
す
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

さ

ら
に

組
織
全

体
に

敷
衍
す

る
と

、

「

仁
王

門、

大
講
堂、

法

華
堂

、

観
音
堂

、

経
蔵
と
い

っ

た

仏
教
的
建

造
物
が

建
ち

並
び

、

そ

れ
ぞ

れ

に

は

本
尊
で

あ

る

仏

像
が

安
置
さ

れ
、

仏
教
法

要
に

よ

る

歳
事
も

数
多
く

営

　

　

　

　（
37）

ま

れ

て

い

た
」

と
い

う

神
仏
分
離
に

よ

る

破
却
以

前
の

往
時
の

状
況
を

考
え
る

な
ら

、

神
事
・

仏
事
に
一

線
を

画

す
る

こ

と

は

で

き

ず
、

ま

さ

に

濃

淡
を

伴
っ

た

「

灰
色
」

の

神
仏
習

合
の

世
界
が

出
現
す

る

の

で

あ
る

。

　
こ

こ

ま

で

は

「

寺
社
」

、

即
ち

神
仏

習
合
の

組
織
的
側
面
を

言
わ

ば

「

外
か

ら
」

見
て

き

た

わ

け

で

あ
る

が
、

次
に

そ

の

「

内

側
」

、

内
容
に

考
察
を

移
し

た

い
。

神
仏
習
合
の

内
容
を

表
し

、

し
か

も
そ

れ

を

包
摂

す
る

宗
教
的

範
疇
と

し

て

黒

田

俊
雄
が

呈

示
し

た

の

が
、

「

顕
密
」

と
い

う
概
念
で

あ
る

。

顕

密
仏
教
を

中
核
と

し

て
、

顕
密
体
制

、

顕
密

主
義
と

大
き

く

展
開
す

る
顕

密
論
は

黒
田

学
説

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
38）

の

基

幹
を

構
成
し

て

お

り
、

こ

こ

で

そ

の

全
貌
を

議
論
す

る

余

裕
は

な
い

。

元

来、

中
世
に

実
際
に

用
い

ら

れ

た

用

語
で

あ
る

「

顕

密
」

と
い

う
語
が

指
示
す

る

意
味
内
容
に

限
定
し

、

さ

ら
に

神
仏
習

合
に

関
わ

る

部
分
に

関
し

て

多
配
列
ク

ラ

ス

と

し

て

の

そ

の

特
徴

を

指
摘
し

て

お

き

た

い
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

け
ん

ぎ
ょ

う
　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

さ

ん

ろ
ん

　

ゆ
よ

う

じ
つ

　
　
ほ
っ

そ

う

　
「

顕

密
」

と

は
、

字
義
通

り
に

は
、

「

顕

教
」

と

「

密
教
」

を

表
す

。

顕
教
と

は
、

南
都
六

宗
と

言
わ

れ
る

三

論
・

成

実
・

法
相

・

ぐ

し
ゃ

　

　
け

ご

ん

　

り
つ

倶
舎
・

華
厳

・

律
の

六

宗
で

あ
る

。

歴
史

的
に

は
、

法

隆
寺
や

大
安
寺
を

拠
点
と

す
る

三

論
宗
が

成
実
宗
を

付
置
し

、

元

興
寺
や
興

福

寺
を
拠

点
と

す

る

法

相
宗
が

倶
舎
宗
を

従
え

、

や

や
遅
れ

て

東
大
寺
を

中
心
に

し
た

華
厳
宗
と

唐
招
提
寺
を

中
心
と

す
る

律
宗
が

そ

こ

に

加
わ
っ

た

と

い

う
形
を

と

る
。

密
教
と

は
、

言
う
ま

で

も

な

く
天
台

（

台
密
）

と

真
言
（

東
密
）

の

二

宗
で

あ
る

。

顕
密
と

は
、

黒

39 （249）
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田
に

よ

れ
ば

、

こ

れ

ら

八

宗
の

各
々

、

そ

し

て

そ

の

総
和
を
指
す
と

同
時
に

、

さ

ら

に

そ

れ

を

越
え
た

圧
倒
的
な

密
教
の

優
位
を
そ

の

意

味
内
容
に

含
む

と

さ

れ
る

。

で

は

何

故
に

密
教
で

は

な

く
て

顕
密
な

の

か
。

最
も

理

解
し

や

す
い

と

思
わ

れ

る

説
明
を

引
用
し
て

み

よ

う
。

　

　
「

顕

密
」

仏
教
は

、

仏
教
の
一

つ

の

あ
り
方
と

も
い

え
る

も
の

で
、

独
特
の

論
理
を

も
っ

て

い

る
。

そ

れ

は
、

こ

れ

以

後
中
世
を

　

　

通
じ

て
、

教
理

上

の

最
大

公

約
数
と

し

て

公

認
さ

れ
、

い

わ

ば
正

統
的
な
立

場
を
な

が

く

保
持
す
る

こ

と

に

な
る

。

こ

の

立

場

　

　
は

、

ま

ず

顕
教
と

密
教
の

組
み

合
わ
せ

の

論
理

を

軸
と

す

る
。

「

顕

教
で

は

…
、

密

教
で

は

…
」

と

つ

ね

に

併
せ

論
じ

ら
れ

な
が

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
し
ゃ

べ

つ

　

　
ら

、

顕
と

密
の

根
本
的
な

「

同
一
」

が

強
調
さ

れ
、

し

か

も

両
者
の

「

差
別
」

（

相
違
）

が

指
摘
さ

れ

る
。

そ

し
て
、

そ

の

よ

う

　

　
に

前
提
し

た

上
に

、

顕
密
各
宗
派
の

敵
対
的
で

な
い

競
合

、

し

た

が
っ

て

併
存
が

承
認
さ

れ

る
。

奈
良
の

六
宗
と

平

安
の

二

宗
つ

　

　
ま

り
「

八

宗
」

が
、

公

認
さ

れ

た

体

制
と

な

る
。

　

　

　
各
宗
は

、

そ

れ

ぞ
れ

独
自
の

教
理
を

も
つ

。

教
理

は

む

ろ

ん

精
緻
な

論
理
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

て
い

る

が
、

し

か

し

「

顕

密
」

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

る

つ

ぼ

　

　

体
制
の

も
と

で

は

論
理
主

義
は

貫
徹
せ

ず、

か

な
ら

ず
心
理
主

義
的
な

神
秘
に

ぼ

か

さ

れ

る
。

そ

し
て

密
教
の

神
秘
の

坩
堝
で

溶

　

　

接
さ

れ
る
こ

と

で
、

す
べ

て

が

包
摂
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

顕
密
仏
教
は

、

す
べ

て

の

論
理

を
貪
欲
に

包
摂
し

溶
解
し

吸
収
す

る

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
39）

　

　

不
思
議
な
思

想
的
生

体
で

あ
る

。

　

も
し

我
々

が

顕
密
を

「

単
配
列
」

的
に

理

解
し

よ

う
と

す
れ

ば
そ

の

論
理
は

忽
ち

に

破

綻
す

る
。

「

同
一
」

で

あ
り
つ

つ

「

相
違
」

す
る

こ

と

は

あ

り

得
な

い

か

ら
で

あ
る

。

し

か

し

こ

れ

が

多
配

列
ク

ラ

ス

の

記
述
で

あ
る

と

す
れ

ば

十
分
に

納
得
で

き

る

も

の

と

な

る
。

顕
密
仏
教
は

、

そ

の

内
に

神
祗
（

神
々
）

を

も
「

包
摂
し

溶
解
」

す
る

不
思

議
な

「

生

体
」

と

も

言
う
べ

き

も

の

な

の

で

あ
る

。

神
仏

習

合
の

状
態
と

は

「

顕
密
」

と

い

う

多
配
列

ク
ラ

ス

と

し

て

接
近

す
る
こ

と

が

可

能
と

な
る

。

具

体
的
な

事
例
で

考
え

て

み

た

（25の 40
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い
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

も
と

や
ま

　
　
な

か

　
六

郷

満
山
と

は
、

豊
後

、

国

東
半
島
に

分
布
す

る

寺

院
群
の

総
称
で

あ
る

。

全
体
は

半
島

東
側
か

ら

西
側
に

か

け
て

、

本
山

・

中

や
ま

　
　

す
え

や

ま

山
・

末
山
に

三

分
さ

れ
、

本
寺
格
の

寺
院
が

二

八
ヵ

寺
、

そ

れ

ら

が

各
々

末
寺
を

擁
す

る

の

で

あ

る

か

ら
、

相
当

数
の

寺
院

群
で

あ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
に

ん

も

ん

る
。

中
世
以

来
の

伝
承
で
、

養
老
二

年
（

七
一

八
）

、

仁
聞
菩
薩
の

開
基

を

伝
え
、

ほ

と

ん

ど

の

寺
院
が
、

本
尊
と

並

ん

で

「

六

所

権

現
」

を
祀
る

の

で

ま

さ

に

「

顕

密
寺
社
」

の

典
型

と

言
っ

て

も
過

言
で

は

な

い
。

そ

の

う

ち
、

中
山
の

長
安
寺
に

「

安
貞
二

年

2

二

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　（
40）

二

八
）

」

の

「

六

郷
山

諸
勤
行

并
諸
堂
役
祭

等
目
録
写
」

が

伝
わ
る

。

こ

れ

は

時
の

将

軍
家
に

対
し
て

の

祈
濤
巻
数
の

目
録
で

あ
る

が
、

そ
の

内
容
は
、

「

本
山

分
」

「

中
山
分
」

「

末
山

分
」

に

分
け
て

諸

寺
院
が

行
っ

た

祈
濤
や

祭
を

列
挙
し

た

も

の

で

あ
る

。

そ

れ

に

よ

る

と
、

諸
寺

院
は

本
尊
の

違
い

は

あ
る

も
の

の

ほ

ぼ

類
似
の

祈
濤
会
や

六

所

権
現
に

お

け
る

二

季
祭
及
び

五

節
供
な
ど
を

行
っ

て

い

た

こ

と

が

分
か

る
。

さ

て
、

同
書
の

末
尾
は

次
の

よ

う
に

結
ん

で

あ
る

。

　
　

右
、

当
山
霊
場

於
テ

御
祈
濤
致
ス

所
ノ

目
録、

斯
ノ

如
シ

。

仍
テ
顕

宗
学
侶
ハ

　
観
音

医
王

宝
前
二

跪
キ

　
一

乗
妙
典
ヲ

開
講
シ

　
　

仏
賢
ヲ

増
ス

。

密
教
仏
子
ハ

　

八

幡
尊
神
二

屈
シ

　
六

所
権

現
ノ

社
壇
ニ

テ

　
神
咒
ヲ

唱
へ

　
法

味
ヲ

備
フ

。

初
学
行
者
ハ

　
人

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
41）

　
　

聞
菩

薩
ノ

旧

行
ヲ

学
ビ

　
一

百
余
所
ノ

巌
窟
ヲ

巡

礼
ス

。

是
レ

偏
二
一
二

道
を

兼
ネ
…

…

祈
精
之

状

　
件
ノ

如
シ

。

　
ま

ず
、

「

顕
宗
学
侶
」

は
、

観
音
や

薬

師
の

前
で

コ

乗

妙
典
」

、

即
ち

法

華
経
を

学
ぶ

と

さ

れ
、

「

密
教

仏
子
」

は
、

八

幡

神
を

崇

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ゆ

か

り

め
、

六

社
権
現
の

社
壇
に

お

い

て

「

神

咒
」

を

唱
え
る

。

さ

ら

に

「

初
学

行
者
」

は
人

門
菩

薩
に

縁
の

あ
る

百
余
り
の

巌
窟
を

回
峰

修

行
す

る
。

そ

し

て

こ

れ

ら

「

三

道
」

を

兼
ね

て

祈
精
す
る
こ

と

が

明
確
に

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

述
べ

ら
れ

て
い

る
こ

と

は
、

こ

こ

ま

で

で

本
山

分
・

中
山
分

・

末
山
分
と

し

て

列
挙
さ

れ

て

き

た

す
べ

て

の

寺
院
に

通

低
す

る

と

捉
え
る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

中
野
幡

能

は
、

こ

の

「

三

道
」

を
、

各
々

、

本
山

、

中
山、

末

山
の

役
割
と

性

格
を
示

す
も

の

と

見
做
し

て

い

る

が
、

「

顕
密
」

の

意
味

内
容
を

41 （251）
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〔
42）

考
え

る

な
ら

妥

当
で

は

な

い
。

顕
−

密、

仏
−
神

、

学
1
行
が

複
雑
に

交
錯

す
る

多
配

列
ク

ラ

ス

と

捉
え

る
べ

き

で
、

顕
11

本
山

、

密
11
中
山、

行
11
末
山
と

い

っ

た

単
配
列
ク

ラ

ス

と

見

做
す
べ

き

で

は

な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

う
し

た

顕
密
の

多
配
列
的
特
徴
が

時
間

軸
で

展
開
さ

れ

る

の

が
、

顕
密
寺
社
の

儀
礼
で

あ
る

。

同
じ

く

国
東
半
島
の

長

岩
屋、

天

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
43）

念
寺
で

は

現
在
も
旧

暦
一

月
七

日
に

「

修
正

会
（

修
正

鬼
会
）
」

が

勤

修
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

長

岩
屋
で

あ
る

が
、

現
在
で

は

寺
院
を

囲
む

小

集
落
の

様
相
を
呈

し
て

い

る

が
、

応
永
二

五

年
（
一

四
］

八）

の

文
書
に

よ

れ
ば

住
僧
屋
敷
が

六
二

ヶ

所
も

記
さ

れ

て

い

る
。

ま

た

住

僧
で

な

け
れ
ば

山
内
に

居
住
で

き

な

い

旨
が

記
さ

れ

て

い

る
。

今
日

で

も

還

俗
し

た

村
人
か

ら

十
二

坊
は

確
認
で

き

る
。

そ

の

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
44）

意
味
で

、

正

に

村
11

寺
で

あ
り

、

飯

沼
賢
司
が

言
う
よ

う
に

「

坊
集
落
」

と

呼
べ

る

形

態
で

あ
る

。

平
成
一

七

年
の

差
定
に

よ

れ

ば
、

　

　
　
　

　
　
　

　
か

だ

　

せ

ん

ぽ
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ

ず

し

　

じ
ん

ぷ

ん

　

　

　

　

　

　

ば
い

の
く

　
さ

ん

げ

講
堂
で

の

行
法
は

「

伽

陀

　
懴
法

　
序
音

　
回

向

　
初

夜
　
仏
名

　
法
咒
師

　
神

分

　
（

三

十
）

二

相

　
唄

匿

　
散
華
　
梵
音

　
縁

起

　

　
　
ま
い

け

　

　

　

　

　
こ

う
ず
い

　

　

　

　

　

す
ず
お
に

　

さ

い

は
ら
い

　

　

　

　

あ
ら

お
に

　

き

ご

り
ゅ（
45）

錫
杖

　
米
華

　
開
白

　
香
水
　
四

方

固

　
鈴

鬼
　
災

払

（

鬼）

　
荒

鬼
　
鬼
後
呪
」

と

な
っ

て

い

る
。

項
目
を

羅
列
す

る

と

単
配
列
の

演
目
の

よ

う

に

見
え
る
が

、

実
は

各

行
法
は

相
互
に

重
複
し
な

が

ら
、

重

層
化
し
、

幾
分
立

体
的
な

意
味
空

間
を

作
り

出
し
て

い

る
。

ま

ず
、

伽
陀
・

懴
法

・

序
音
の

部
分
の

中
心
と

な

る

の

は

法
華
懴
法
で

あ
り

、

六

根
の

罪
を

懺
悔
し

衆
生
に

代
わ
っ

て

悔
過
す

る

顕
教

の

修
法
で

あ

る
。

や
が

て

そ

れ

は

回

向
を

経
て

、

初
夜
に

至
る

。

般
若
心

経
、

観
音

経
、

薬

師
経
な
ど

秘
密
真
言
が

唱
え

ら
れ

、

密
教

世
界
が

開
闢
す
る

。

二

名
の

法
咒
師
が

登
場
し

、

衆
僧
の

浄
三

業
に

始
ま

る

所
謂
六
法
の

修
法
に

則
っ

た

読

経
を

受
け

な

が

ら

刀

と

ガ

ラ

ガ

ラ

（

鈴
状
の

用

具
）

と

香
水

棒
（

削
り
か

け
）

を
捧
げ
内
陣
祭
壇
の

周

囲
を

巡
り

結
界
す
る

。

そ
こ

で

い

よ

い

よ

「

神

分
」

で

あ

る
。

会
式
の

院
主
が

勤
め

る

修
正

会
全

体
の

中
で

最
も
重

要

視
さ

れ

て

い

る

作
法
で

あ
る

。

導
師
は

、

「

榊
」

を

手
に

し

て
、

八

幡
三

所
権

現
を
は

じ

め

熊
野

、

日

吉
や

六

郷
満

山
の

六

所

権
現
な

ど

全

国
の

権
現
や

明

神
を

勧
請
す
る

。

一

方
で

そ

れ
と

「

同

時
並

行
し

て
」

三

十
二

相
を

は
じ
め

、

唄
匿

・

散
華

・

梵

音
・

錫
杖
の

四

箇
法
要
や

仁
聞
菩
薩
の

縁
起
が

読
誦
さ

れ

る
。

こ

こ

ま

で

が

読
経
を

中

〔252）　 42
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心
に

す
る

部
分
で

約
四

時

間
で

あ
る

。

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
た

ち
や

く

　
講
堂

内
陣
の

敷

物
を

片

付
け

、

こ

こ

か

ら

「

立

役
」

に

移
る

。

僧
侶
二

名
が

向
か

い

合
っ

て

香
水

棒
を

持
っ

て

短

経
の

節
に

合
せ

て

舞
う

法
舞
が

中
心
と

な

る
。

ま

ず
、

吉
祥
天

に

五

穀
成
就
を

祈
念
す
る

米
華

、

次
い

で

五

方
竜
王

に

水

中
の

清
浄
を
祈

念
す

る

開
白

、

　
　
　

　
　
　
　

　
　
け
ん

こ

う

　
　
　
　

　
　

う
ち
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

（
46）
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

ち

け
つ

香
水
で

は

「

立

香
水
・

賢
劫
香
水
（

打
香

水）
・

阿
弥

陀
香
水
（

西

方
香
水
）

・

四

方
香
水
」

の

四

種
の

法

舞
が

舞
わ

れ

る
。

「

地
結

、

こ

ん

こ
う
け
つ

　
　

し

ほ

う
け
つ

金
剛

結
、

四

方
結

、

金
剛

結
」

の

力
強
い

咒
言
で

四
方

固
の

結
界
が

行
わ

れ

た

後
、

男
女
二

面
に

扮
し

た

「

鈴
鬼
」

の

登
場
で

あ
る

。

鈴
と

団
扇
（

東
組
で

は

三

色
の

御
幣）

を

手
に

十
種
の

法
舞
を

行
っ

て
、

次
の

二

鬼
を

「

招
く

」

。

「

災

払
鬼
」

「

荒
鬼
」

に

扮
す
る

二

名
の

僧
侶
は

各
々

二

名
の

介
錯
を

従
え

内
陣
正

面
に

進
み

、

し
ゃ

が

ん

で

両

手
で

九
字
を

切

り
な

が
ら

「

般

若
心

経
」

の

読

経
を

受

け
、

導
師
に

よ
っ

て

神
酒
を

吹
き

か

け
ら
れ

て

後
、

各
々

燃
え

る

松
明
と

斧
や

刀

を

手
に

堂

内
を
「

ホ

ー
レ

ン

シ

ョ

、

ソ
レ

オ

ー
ニ

ワ

ヨ
」

の

掛
け

声
に

合
せ

て

激
し

く

廻
る

。

立

役
の

開
始
か

ら

約
四

時

間
を

経
過
し

て
、

最

後
に

院
主
に

よ

る

「

鬼
後

咒
」

に

よ
っ

て

終

了
す
る

の

で

あ
る

。

　
さ
て
、

以
上

の

儀
礼
過

程
に

は

「

顕
密
」

ク

ラ

ス

の

多
配
列
的
重

層
性
が

よ

く

現
れ
て

い

る
。

ま
ず

、

最
初、

即
ち

顕
教
に

お

け
る

帰

依
対
象
で

あ
る

「

仏
」

と

最
後
に

現
れ

る

「

鬼
」

ま

で

全
体
を
貫
く

共
通

特
性
と
い

う
も
の

は

な
い

。

だ

が

そ

こ

に

「

密
教
」

導

師

が

作
り
出
す
「

神
」

の

世
界
を

介
在
さ

せ

る

こ

と

で

項
目
は

相
互
に

類
似
す
る
こ

と

で

連
関
し

全
体
を

作
り

上

げ
て

い

る
。

し

か

し
、

結
論
に

入
る

前
に

も

う
一

度
儀
礼
項
目
全

体
を

見

渡
し

て

み

よ

う
。

我
々

は
、

こ

の

二

二

の

項
目
全

体
の
一

体
何
処
に

区
分
線
を
入
れ

る
こ

と

が

で

き

る

の

だ
ろ

う
か

。

敢
え

て

区
分
を
入
れ

る

と

し

た

ら
、

ま

ず
、

顕
／
密
の

区
分
で

あ
る

。

儀
礼
全
体
は

「

初
夜
」

以

降

の

密
教
部
分
と

そ

れ

以

前
の

顕
教
部
分
と

な

る
。

あ
る
い

は

仏
／
神
の

区
分
で

あ
ろ

う
か

。

最
も
重

視
さ

れ

て

い

る

「

神
分
」

以
降
の

神
々

の

部
分
と

そ

れ

以

前
の

仏
に

関
わ

る

部
分
で

あ
ろ

う
か

。

は

た

ま

た

時

間
的
に

も
ち
ょ

う
ど
二

分
さ

れ

る

読

経
と

「

米
華
」

以

降
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の

立

役
、

言
い

換
え

れ

ば

学
／
行
の

区

分
で

あ
ろ

う
か

。

さ

ら

に

鬼
会
と

言
わ

れ
る

「

四
方

固
」

以

降
を

画
す
る

仏
・

神
／
鬼
の

区
分

で

あ
ろ

う
か

。

実
は

何
処
に

も

線
は

入
れ
ら
れ

な
い

の

で

あ
る

。

で

は

区
分
を
入
れ

ず
に

「

語
る
」

と

す
れ

ば
、

顕
教
の

悔
過、

そ

の

諸
仏
が

、

密
教
の

大
日

如
来
を

中
心
と

す
る

曼
陀
羅
の

諸

仏
の

世
界
に

溶
解
さ

れ
、

金
胎
両

部
の

諸
仏
諸
尊
の

世
界
が

展
開
さ

れ
る

。

そ

の

密
教
世
界
の

周
縁
に

我
が

国
の

神
々

が

権
現
や

明
神
と
い

っ

た

仏
神
と

し

て

出
現
す
る

。

香
水
は
、

天
や

天
王
な

ど
を

交
え
た

諸

仏
の

恵
み

を

実
感
さ
せ

る

儀
礼
で

あ
る

。

そ

う
し

た

神
の

末
端
に

「

鈴
鬼
」

が

位
置
づ

け
ら
れ

る
。

そ

れ

は

男
女

の

別
を

も
つ

こ

と

で
、

ま

た

鈴
や

御
幣
を

持
つ

こ

と

で

仏
で

は

な

く

神
で

あ
り
、

ま

た

名
称
や
位

置
か

ら

は

「

鬼
」

で

あ
り

、

自
ら

に

似
た

「

鬼
」

を

招

き
、

呼
び

寄
せ

る
。

鬼
は

最
後
に

手
に

し
た

松
明
で

講
衆
（

「

人
」

）

の

背
中
を

叩
く

（

「

加

持
」

す
る

）

こ

と

に

よ
っ

て

福
寿
を

与
え

る

の
で

あ
る

。

　
こ

こ

に

は
、

顕

−
密、

学
ー

行、

仏

ー
神

、

神
−

鬼
、

鬼
−

人
と
い

っ

た

関
係
が

重
層
的
に

配
列
さ

れ
て

お

り
、

人
は
こ

の

儀
礼
ク

ラ

ス

を

介
在
し

て

最
も
遠
い

「

仏
」

と

繋
が
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

神
は

、

仏
と

比
べ

れ

ば
ま

だ

人
に

近
い

（

似
た
）

存
在
で

あ
り

、

鬼
は
さ

ら
に

近
い

。

地
元
に

は

鬼
は

我
々

の

祖
先
だ

と

い

う
伝
承
も

あ
る

。

あ

る

い

は

愛
染
明
王

や

不
動

明
王

の

化
身
だ
と

も
言
わ
れ

る
が
そ

れ
も

肯
け

る
。

た

だ
、

注
意
し

な

け
れ
ば
な
ら

な
い

の

は
、

こ

の

天

念
寺
は

、

前
述
し

た

よ

う
に

元

来
「

坊
集
落
」

で

あ
り

、

こ

こ

で
い

う
人
は

今
日
の

民
衆
で

は

な

く
「

衆
徒
」

で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

　

　
　

四

　
宗
教
民
俗
と

多
配
列
ク
ラ

ス

　

以

上
、

神
仏
習
合
の

世
界
を

「

黒
」

で

も

「

白
」

で

も
な

く
、

「

灰
色
」

の

世
界
と

し

て

扱
う

試
み

を
黒

田

俊
雄
の

呈
示
し

た

「

寺

社
（

寺
社
勢
力
・

祈
濤
系

寺
社
）

」

と

「

顕

密
」

と

い

う
二

つ

の

側
面
か

ら

考
察
し

た
。

そ

の

場

合、

黒
田

の

記
述
に

見
ら

れ
る

「

曖
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昧
さ
」

を

「

寺
社
」

及
び

「

顕
密
」

と
い

う

歴
史
上

実
在
し

た

範
疇
が

、

「

多
配
列
ク

ラ

ス
」

で

あ
っ

た
こ

と

に

起
因
す
る

も
の

と

考

え
、

そ
れ

ら
が

具
体
的
な

事
例
に

お

い

て

も
「

単
配
列

的
に
」

分

離
し

得
な
い

も
の

で

あ
る
こ

と

を

示
し
た

。

そ

れ

を
強

引
に

分
離
さ

せ

た

の

が

「

神
仏
分

離
」

で

あ
り

、

言
わ

ば

「

単
配
列

革
命
」

が

断
行
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

特
に

、

そ

の

標
的
と

な
っ

た

「

寺
社
」

は

見
る

も

無
残
に

破
壊
さ

れ
、

「

神
社
」

へ

と

姿
を

変

え
た

。

我
々

の

見
慣
れ

た

宗
教
的

風
景
で

あ
る

神

社
と

（

滅

罪
系
）

寺
院
か

ら

成

る

景
観
が

創

出
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

だ

が
、

こ

の

革
命
も
さ

ほ

ど

徹
底
し

た

も
の

で

は

な

か

っ

た
。

寺
社
が

担
っ

た

儀
礼
や

行
事

、

あ

る
い

は

信
仰
の

核
を

構
成
し

た

「

加

持
祈
濤
」

と
い

っ

た

祈
り
の

形
、

さ

ら

に

習
俗
や

心
意
の

末
端
ま

で

改
変
さ

れ

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ
る

。

神

仏
習
合
は

決
し

て

過

去
の

遺
物
で

は

な
い

し
、

そ

の

研
究
が

過

去
を

再

構
成
し

よ

う
と

い

う

こ

と

に

留
ま

る

わ

け

で

は

な
い

。

そ

れ
は

生
き

た

民
俗
と

し

て

今
日

の

我
々

を

取
り
囲
ん

で

い

る
。

た
だ

、

そ

れ
を

構
成
す
る

諸
要
素
は

お

そ

ら

く

多
配
列

ク

ラ

ス

を

成
し
て
い

る

こ

と

に

留
意
し

な

け

れ

ば
な

ら

ず、

「

寺
社
」

や

「

顕

密
」

と

い

っ

た

歴

史
的
に

先
行
す

る

ク

ラ

ス

と

の

関
係

で

理

解
さ

れ
ね

ば
な
ら
な
い

の

で

あ
る

。

そ

れ

ら

は

歴
史
的
に

実

在
し

た

ク

ラ

ス

で

あ
る

。

そ

れ

を

放
棄
し

、

歴

史
的
に

実
在
し

た

わ

け
で

も
な
い

「

固

有
信
仰
」

や

「

民

俗
宗
教
」

、

あ
る
い

は

「

基

層
信
仰
」

と

い

っ

た

仮
説

構
成

物
と

の

関
係
で

単
配
列
ク

ラ

ス

と

し

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
47）

て

本
質
主
義
的
に

追

及
し

て

い

け

ば
お

そ

ら
く

誤
っ

た

「

神
」

と

「

仏
」

論
に

導
か

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
。

注
（
1

）

　
村
上

専
精
・

辻

善
之
助
・

鷲
尾
順
敬
編
『

明
治
維
新
神

仏
分
離
資
料
』

　

粋
し
つ

つ

表

現
を

分
か

り
や
す

く
し

た
。

（

2
）
　

同
上

書、

八
ニ

ー
三

頁
。

（

3
）

　
臼

井
史
朗
『
神
仏
分
離
の

動
乱
』

思
文

閣
出
版

、

二

〇

〇
四

年
参
照

。

第
一

巻、

名
著
出
版

、

一

九
七

〇
年

、

八
一

ー
八

五

頁
。

以

下、

原
文
を
抜
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（
4

）

　
安
丸

良
夫
『

神
々

の

明

治
維
新
　
　
神
仏
分
離
と

廃
仏
毀

釈
』

岩
波

新
書、

一

九
七
九

年
参
照

。

（

5
）

　
近
世
期
の

主
な

潮
流
と

し
て

以

下
の

三

点
を

指
摘
し
て

お

き

た

い
。

第
一

は

儒
学
（
朱
子

学
・

陽
明
学）

の

興

隆
で

あ
る

（
ヘ

ル

マ

ン

・

オ

ー
ム

ス

　
　
（

大
桑
斉
編
訳
V

『

宗

教
研
究
と

イ
デ
オ

ロ

ギ
ー

分
析
」

ぺ

り
か

ん

社
、

一

九
九
六

年
参
照
）

。

第
二

は

国
学
の

勃
興
（
子

安
宣

邦
『

日
本
ナ

シ
ョ

ナ
リ

　
　

ズ
ム

の

解
読
』

白
澤
社、

二

〇
〇
七

年
参
照）
、

そ

し

て

第
三

は

吉
田

神
道
の

変
質
（
出

村
勝
明

『

吉
田

神
道
の

基
礎
的
研
究
』

神
道
史
学
会、

一

九

　
　

九
七

年
参
照）

で

あ
る

。

（
6

）

　
も

ち
ろ
ん
、

こ

れ

は

全
国
的
に

見
た

場

合
の

こ

と

で

あ
る

。

近
世
期
に

は、

藩
に

よ

っ

て

は、

寺
社
整
理
を

断
行
し、

近

代
型
神
道
を
既
に

創
出
し

　
　

終
わ

っ

て

い

た

事
例
も

あ
る

。

圭

室
文
雄
「

神
仏
分
離
」

（
『
図
説
日
本
の

仏
教
』

第
六
巻
（
第
二

刷）
、

新
潮

社、

一

九
九
〇

年
）

、

三

三

六

−
三

五

四

　
　

頁
参
照

。

（
7

）

　
黒
田

俊
雄
「

鎮
魂
の

系
譜

　
　
国
家
と

宗

教
を
め

ぐ
る

点
描
」

（
『

黒
田

俊
雄
著
作
集
』

第
三

巻、

顕
密
仏
教
と

寺
社
勢
力、

法
藏
館

、

一

九
九

五

　
　

年）
、

一

五

九
頁

。

な
お

、

文
中
の

原

注
は

省
略
し
た

。

（
8

）

　
「

太

政
官
達
」

明
治

元
年
閏
四

月
四

日
（
村
上

専
精
他
編、

前

掲
書
）

、

八

四
頁。

（
9

）

　
こ

の

色
彩
の

着
想
は
、

江
戸
中
期
に

描
か

れ

た

狩
野

柳
雪
「

春
日
若

宮
御
祭
図
屏
風
」

か

ら

得
た

。

（
10
）

　
子
安
宣
邦、

前
掲
書
及
び
『

宣

長
学
講
義
』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
六

年
参

照
。

（
11
）

　
村
山
修
一

『

神
仏
習
合
思

潮
』

平
楽
寺
書
店

、

一

九
五
七

年
、

逵
日
出

典
『

神
仏
習
合
」

臨
川
書
店、

一

九

八
六

年、

菅
原

信
海
『

神
仏

習
合
思
想

　
　
の

研
究
』

春
秋
社、

二

〇
〇
五

年、

義
江

彰
夫
『

神
仏
習
合
』

岩
波
新
書、

一

九
九
六

年、

末
木
文
美
士

『

日

本
宗
教
史
」

岩
波
新
書、

二

〇

〇
六

年

　
　

等
参
照

。

（

12
）

　
ロ

ド
ニ

ー
・

ニ

ー
ダ
ム

（
吉
田

禎
吾
・

白
川
琢
磨
訳）

『

象
微
的
分
類
」

み

す
ず
書
房、

一

九
九
三

年
、

＝
二

九

ー
四
八
頁

参
照

。

（

13
）

　
長
島

信
弘
「

比
較
主
義
者
と

し

て

の

ニ

ー

ダ
ム

　
　
経
験

哲
学
の

実
践
」

（
『

現
代
思
想
』

一

〇
巻
八

号、

青
土
社、

一

九
八

二

年）
、

六

ニ

ー
八

頁
、

　
　

白
川
琢
磨
「

現
代
人
類
学
理

論
に

お

け
る
『
分
類』

の

諸
問
題
」

（

『

哲

学
』

七

三

集、

三

田

哲
学
会、

一

九
八
一

年）
、

一

七
九

−
二

〇
三

頁
参
照

。

（
14
）

即

Z
 

巴
冨
β
、、

勺
。

葺
冨

昏
Ω
器
ω

臨

8
ま
ロ”

9
亳
Φ
「

ぴq28

穹
α

08

ω
Φ

ρ

器
目
 

ρ、、

ミ
写

≧
（

Z
φ

二
〇

口
 
刈

 

も
や
ω

畠
山
 

 ’

（

15
）

　
「

単

配
列
」

及
び
「

多
配
列
」

の

訳

語
は

長
島
（

前
掲
論
文
V

に

拠
っ

た
。

（
16
）

　
こ

の

表
は

こ

i
ダ
ム

前
掲
書、

八
九
頁
で

訳
者
が

用
い

た
も

の

で

あ
る

。

（
17
）

　
二

ー
ダ
ム
、

同
上

。

（
18
）

　
い゚

ω゜

＜

話
o

畠

爵
ざ

暴
Q

慰
帖

§
職

卜

§
晦
ミ

鼕−
a°
9

巳

貫

耳
国゚

国
餌

a
ヨ
四

目
四

民
O．
＜
9

冨
が

竃゚
H

鞠゚

即
Φ
・゚

の

レ
 
 

卜。

ら゚
α

岼

（
19
）

　
U°

薯
陣
ゆq
 

磊
け

虫

戸

冨
恥

切
ミ
鳴

§
職

切
き
ミ
養

切

零

費
しd

器一一
しd
冨
。

評

乏
Φ

戸
HO

 

Po
°
一

S

　
大
森
荘
蔵
訳
「

青
色
本
」

（
『

ウ

ィ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ
ン
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全

集
』

六
、

大
修

館
書
店、

一

九
七
五

年
）

、

四

六

頁
。

（
20
）

　
例
え
ば

、

Z°
旨

≧
δ
P9

帖

轟
o
適
跨

§
駄

6
丶

塞
の

慧
ミ
踏

§
較

ミ
貸

蕊
鴇

§
沁

昏
職
ぎ

羮

§

蕁
鴨

の

8
ミ堵
ゆ
Φ
「

ひq
げ

ロ

ぎ
じdoo

す呷
卜。

08

参
照

。

（
21
）

　
黒
田

俊
雄
『

寺

社
勢
力

　
　
も
う
一

つ

の

中
世

社
会
』

岩
波
新

書、

一

九
八

〇

年
、

『

黒
田
俊
雄

著
作
集
』

第
三

巻、

前
掲
書、

参
照

。

（
22
）

　
黒
田

俊
雄、

前

掲
『

寺
社
勢
力
　

　
も

う
一

つ

の

中
世
社
会
』

、

h
頁

．

（
23
）

　
黒
田

俊
雄、

同
上

書
、

二

六

頁。

（
24
）

　

黒
田

俊
雄、

同
上

書、

二

五

−
五
五

頁
。

（
25
）

　
黒
田

俊
雄
「

中

世
寺
社
勢
力
論
」

（
『

黒
田

俊
雄

著
作
集
』

第
三

巻、

前
掲
書）

、

一

八

八

ー
九
頁

。

（
26
）

　
「

黒
田

新

續
家
譜
」

（

『

筑
前
恰
土

雷
山
千

如
寺
大
悲
王

院
』

九
州
歴
史
史
料
館

、

一

九
八

九
年）

。

（
27
）

　
佐
々

木
哲
哉
「

筑
前
領

内
社
家
・

宮
司
坊
受
持

神
社
一

覧
（
寛
政
一

〇
年）
」

（
個
人
資
料）

。

（
28
）

　
黒
田

俊
雄、

前

掲
『

寺
社
勢
力
　

　
も

う
一

つ

の

中
世
社
会
』 、

一

四
ニ

ー
一

七

〇
頁

。

（
29
）

　
黒
田

俊
雄
「

白
山
信
仰
の

構
造

ー
中
世
加
賀

馬
場
に

つ

い

て
」

（
同
『

日

本
中
世
の

社
会
と

宗
教
』

岩
波
書
店

、

一

九
九
〇
年）
、

九
七
頁

。

（
30
）

　
『

新
編
明
治
維
新
神

仏
分
離
史

料
』

第
一

〇
巻

、

名
著
出
版、

一

九
八
四

年
、

九
五
−

九
頁

、

森
弘
子

「

信
仰
の

《

場
》

と

し

て

の

太

宰
府
天

満
宮
」

　
　
〔
『

太
宰
府

市
史
』

通

史
編
別
編、

二

〇
〇
四

年
）

、

六
一

五

ー
六

七
八

頁
。

（

31
）
　
森
弘
子

、

同
上

、

六

二

三

頁。

（
32
＞

　
森
弘
子

、

同
上

。

（
33
）

　

森
弘
子
「

原
八

坊
と

水
瓶

山
雨
乞

祈
濤
」

（

『

大

宰
府
顕
彰
会
二

十
周

年
記
念
論

集
』

一

九

九
七

年）
、

二

五
五

ー
二

八

三

頁
参
照

。

（

34
）

佐
々

木
哲
哉
「

太
宰
府

市
大
字
南
の

民
俗
」

（
『

部
落
解
放
史
・

ふ

く
お

か
』

第
六

三

号、

一

九

九
」

年）
、

一

〇

ー
一

〇
五

頁
参
照

。

（

35
）

　
伊
東
尾
四

郎
「

太
宰
府
天

満
宮
に

於

け
る

廃
佛
」

（
前
掲
『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』

）
、

九
九

頁
。

〔

36
）

　
伊
東
尾
四

郎、

同
上、

九
五

頁
。

（

37
）
　
森
弘
子、

前
掲
「

信
仰
の

《

場
》

と

し

て

の

太

宰
府
天
満
宮
」

、

六
二

〇
頁。

（

38
）
　
『

黒
田

俊
雄
著
作
集
』

第
二

巻
、

顕
密
体
制
論

、

及
び

第
三

巻
（
前
掲）

参
照

。

（

39）
　
黒
田

俊
雄、

前
掲
『

寺

社
勢
力

i
も
う
一

つ

の

中
世
社
会
』 、
一

＝

頁
。

（

40
）
　
「

豊

後
国
荘
園
公
領
史
料
集
成
二
」

（
『

別
府
大
学
史
料
叢
書
第
」

期
』

一

九

八
五

年）
、

一

四

−一

＝

頁
。

（

41
）
　
同
上

、

二

〇
頁

。

原
文
は

漢
文
で

あ

り
、

筆
者
が

書
き

下
し
た
。

（

42
）
　
中
野

幡
能

「

六

郷
満

山
の

歴
史
」

（
和
歌
森
太

郎
編

『

く
に

さ

き
』

吉

川
弘
文
館、

一

九
六
〇
年）
、

二

七
八

頁
。
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（
43）
　
調
査
は
平

成
一

六

年
か

ら

毎
年
行
っ

て

い

る
。

（
44）
　

飯
沼
賢
司

「

修
正

鬼
会
と

国
東
六

郷

満
山
」

（
網
野
善
彦
他
編
『

大
系
日

本
歴
史
と

芸
能』

平

凡
社、

一

九
九
一

年）
、

六
〇
ー

八

二

頁
。

（
45）
　
調
査

デ
ー
タ

の

補
足
は
、

半
田

康
夫
「

修
正

鬼
会
」

（

和
歌
森
太

郎
編

、

前
掲
書）
、

三

＝

1
三

三

〇

頁
を

参
照
し

た
。

（
46）
　
半
田

康
夫、

同
上、

三

二

五

頁
。

（
47）
　
こ

の

点
は、

民

俗
学
や

宗
教
民
俗
学
の

学
の

成
立
の

根
幹
に

関
わ

る
大
き

な

問
題
で

あ
り

十
分
に

論
じ
る

た

め

に

は

稿
を

改
め

る

必
要
が
あ
る
。

た

　
　
だ、

本
質
主

義
的
仮
説
構
成
物
に

拠
ら
ず、

歴
史
的
先
行

形
態
と

の

関
係
の

み

で

民
俗
事

象
は

理
解
で

き
る

と

い

う
の

が

本
稿
の

立

場
で

あ
る

。

実
際

　
　
に

そ

れ

を

試
み

た

事
例
研
究
と

し
て

は、

拙
稿
「

〈

落
差
〉

を
解
く

ー
豊
前
神
楽
を

め

ぐ
る

歴
史
人

類
学
的
一

解
釈
」

（

『

国
立

歴

史
民
俗
博
物
館
研

　
　

究
報
告』

第
一

三

二

集
、

二

〇
〇
六

年）
、

二

〇
九

−
二

四
二

頁
。

ま

た
、

民
俗
学
か

ら

の

基

層
信

仰
批
判
と

し
て、

岩
本

通
弥
「

戦
後
民

俗
学
の

認

　
　

識
論
的
変

質
と

基

層
文
化
論

　
　
柳
田

葬
制
論
の

解
釈
を

事
例
に

し

て
」

同
上

書
、

二

五

−
九
六
頁

。

さ

ら

に

文
化
人
類

学
に

お

け
る

同
様
の

論
点
に

　
　
つ

い

て

は
、

中
西

裕
二

7
ネ
イ
テ
ィ

ブ
の

人
類

学
”

の

も

う
一

つ

の

可
能
性

ー
黒
田

俊
雄
と

神
仏
習
合
の

人
類

学
的
理

解
か

ら
」

（
『

文
化
人

類
学
』

　
　
七
一

巻
二

号、

二

〇
〇
六

年）
、

二

二
一

i
二

四

二

頁
を

参
照
さ

れ
た

い
。
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