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〈
論
文

要
旨
〉
　
現
在
も
生
き
生
き

と

し

た

神
仏
習
合
的
な

信
仰
と

実
践
が

続
け
ら
れ
て

い

る

こ

と

は

民
俗
学
と

民
族

学
を
研
究
す
る

者
に

多
く

の

問
い

　
を

投
げ
か

け
て

い

る
。

本
論
の

出
発
点
も
そ

う
し

た

問
い

の
一

つ

で

あ
る

。

現
代
の

宗

教
世
界
に

こ

う
し

た

信
仰
と

祭
祀
形
態
が

必
要
と
さ

れ

る

理

由

　
は

何
だ
ろ

う
か

。

明
治
の

専
横
的
な

「

神
仏
分
離
」

は、

「

日

本
固
有
」

と
さ

れ

た

も
の

か

ら

「

外
来
宗
教
」

と

み

ら

れ
た

要
素
を

排
除
す

る
だ

け
で

　
な
く、

日
本
社
会
に

根
づ
い

て

い

る
信

仰
生

活
と

祭

祀
を

切
り
離

す
こ

と

を

狙
う
も
の

だ
っ

た

が
、

こ

の

断
絶
を

横
断
し

て
、

神
仏

習
合
的
な

信
仰
を

　
継
承
さ
せ

た

力

学
と

は
一

体
ど
ん

な
も
の

だ
っ

た

の

だ
ろ

う
か

。

修
験

道
と

巫

覡、

巫

者、

行
者
た
ち

に

関
す
る

実
地

調
査
は、

継
承
の

い

く
つ

か

を

　
可
能
に

し
た

回
避、

隠
蔽、

交
渉
の

戦
略
を

明
ら

か

に

し
て

い

る
。

し
か

も
、

神
仏
の

信
仰
対
象
が

入
り

混
じ

り、

ま

と

め

て

「

カ

ミ
」

と

呼
ば

れ
て

　
い

る

複
合
的
な

信
仰
は
、

個

人
や

集
団
を

社
会
の

中
に

記
載
す
る

記
憶
装
置
と

し
て

機
能
し

て

い

る
と

考
え
ら
れ
る

。

日
本
社
会
に

限
定
さ

れ

た

こ

の

　
研

究
は

、

よ

り
一

般
的
に、

始
ま

っ

た

ば
か

り
の

二

十
一

世
紀
が

抱
え
る
一

触
即

発
の

状
況

、

即
ち、

」

方
に

は

専
横
的
な
宗
教
的
運

動
と

政
策
が

あ

　
り、

他
方
に

は

自
分
た

ち
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を
守
る

た

め

に

地
域

住
民
や

個
人
が

取
る

行
動
や

手
段
が

あ
る
と
い

う
緊
張
関
係、

を

考
察
す
る
】

　
助
と
な
る

こ

と
を

目
指
し
て

い

る
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
修
験
道、

巫

者、

稲

荷
信
仰

、

託
宣、

記
憶
装

置

「

こ

こ

に

お

祀
り
し
て

い

る

カ

ミ

さ

ん

は
、

一

番
左
側
が

観

音
さ

ま
と

弘

法
大
師
さ

ま

で
、

わ

た
し
が

金

比

羅
山
へ

お

参
り
し

た

時
お

札
を
い

た

だ
き
、

こ

こ

に

お

さ
め

ま

し

た
。

神
殿
中

央
に

お

ら

れ
る

の

が
、

熊
野

本
宮
大

社
の

祭
神
さ

ま
で

、

そ
の

左
が

瀧

谷
の

不

動
明
王

さ

ま

と

吉

野
蔵
王

権
現
さ

ま
、

そ

し

て

右
が

お

伊
勢
さ

ま

で

す
。

さ

ら
に

、

そ

の

右
に

は
、

高
塚
大

明
神

、

川

松

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
み

た

ま

ば
こ

大
明
神
と

八

助

大
明
神
さ

ま

で
、

各
々

の

御
霊

箱
は

伏
見
の

稲
荷
山
か

ら

も
ら
っ

て

き

ま

し

た
。

」
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こ

の

言
葉
は

、

江
戸
時
代

、

神
仏
分

離
が

行
わ

れ
る

前
に

記
録
し

た

も

の

で

は

な
い

。

こ

れ

は
、

一

九
九
五

年
五

月
に

大
阪
で

は

じ

め

て

出
会
っ

た

時、

五

十
七

歳
の

女

性
行
者
が

筆
者
に

話
し

て

く
れ

た

も
の

だ
。

そ

の

後
、

こ

の

女
性

行
者
と

毎
年
の

よ

う
に

会
い

、

｝

緒
に

あ
ち
こ

ち

の

寺

社
や

霊

山
に

参

拝
し

た

り
、

神
殿
前
で

行
わ

れ

る

様
々

な

祭
祀
や

信
者
た

ち

の

集
ま

り
に

参
加
し
た

り
、

カ

ミ

ガ

ミ
、

自
分
の

歩
み
、

行

者
の

役
目
な
ど
に

つ

い

て

色
々

と

語
っ

て

も

ら
っ

た
。

今
年
も

、

二

〇
〇
七

年
四

月
に

訪
問
し
た

際
、

今
ま

で

通
り

神
殿
が

し

か

る
べ

く

祀
ら

れ
て

い

る

こ

と

を

確
認
で

き

た
。

こ

の

女

性
行
者
は

、

二

十
五

年
来

、

山
で

修
行
を

続
け

、

吉
野

山

で

得
度
と

阿
閣

梨
号
を
と

り
、

小
規

模
の

信
者
グ

ル

ー

プ

を

導
い

て

い

る
。

カ

ミ

ガ

ミ

の

祀
ら
れ

て

い

る

神
殿
は

、

彼
女
の

住
ま
い

の

中
心
と

な
る

道
場
と

呼
ば
れ

る

大
き
な

部
屋
に

あ
り

、

奥
の

壁
の

全
体
を

占
め

て
い

る
。

神
殿
の

作
り

、

祭
具

、

祭
神
の
一

部
は

神
道

様
式
で

あ
る

。

だ

が
、

そ

の

他
の

信
仰
対
象
や

祭
具
な

ど

は
、

仏
教、

神
仏
習
合、

修
験
道

、

民
俗

信
仰
に

属
す
る

も

の

ば
か

り
で

あ

る
。

　
と

こ

ろ

で
、

神
と

仏
が

共
存
す

る
こ

う
し

た

祭

祀
の

場
が

存
在
す
る
こ

と

や
、

上

記
の

女
性
行
者
の

よ

う
に

そ

れ
を
カ

ミ

ガ

ミ

と

し

て

祀
り

、

そ

れ

に

ま
つ

わ

る

複
雑
な

由
来
を

語
っ

て

く
れ
る
こ

と

は
、

周
縁
的
な
位

置
に

あ
る

宗
教

職
能
者
だ

け

の

特
殊
な
ケ

ー
ス

で

は

な
い

。

そ

れ

ど

こ

ろ

か
、

今
日

、

日

本
の

宗
教
世

界
の

諸
々

の

次

元
に

お

い

て
、

こ

う
し

た

例
は

多
く

見
出
さ

れ

る
。

行
者

、

山

伏、

修
験

、

僧
侶
ら

宗
教
者
た

ち

か

ら
一

般
の

信
者
ま

で
、

様
々

な

人
々

の

手
に

よ
っ

て

継
承、

再
生

産、

（

再
）

創
造
さ

れ
な
が

ら
、

神
仏
習
合
の

流
れ
は

多
様
な

形
で

今
も

生
き
生
き

と

存
在
し
て
い

る
こ

と

を

認
め
ざ
る

を

得
な
い

の

で

あ
る

。

　
た

と

え

ば
、

仏
教
の

勤
行
が

神
々
へ

の

祭

祀
と

共
存
し

て

い

る

寺
院
（

愛
知
県
で

は

「

豊
川
稲
荷
」

の

名
で

よ

く

知
ら

れ
る

臨
済
宗

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
1）

の

妙
厳
寺

、

岡

山
県
で

は

「

最
上

稲
荷
」

の

通
り

名
を

持
つ

日

蓮

宗
の

「

妙
教

寺
」

）

、

あ
る

い

は

仏
像
が

「

ご

神

体
」

ま

た

は

今
も

「

権
現
」

と

し

て

保

存
さ

れ
、

祭
礼
の

際
、

神
輿
に

の

せ

ら
れ

る

神
社
と

旧
修
験
寺

院
、

さ

ら

に

は

宮
寺
と

し

て

神
社
の

境

内
に

位
置
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へ

い

　

つ

　

　

ぎ

と

う

し

て
、

そ

の

祭

神
の

霊

力
に

よ
っ

て

僧
侶
や

行
者

、

巫

者
が

「

（

幣
）

憑
け

祈
濤
」

と
い

う

除
霊

祈
薦
を

行
う

伝
統
を
も
つ

寺

院
や

神
社

　
　

　

　
　

　

〔
2）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
3∀

な

ど

が

あ
げ
ら

れ

る
。

そ

の

他
に

も
、

大
規

模
な

民

間

神
楽
の

祭
神
と

祭
礼
（

荒
神
神
楽

、

花
祭

り、

権
現
舞
な
ど

）

、

そ

し

て
、

も

っ

と

身
近
に

、

都
市
農
村
を

問
わ
ず
、

多
く
の

家
庭
に

お

い

て

神
棚
と

仏
壇
が

共
存
す
る

あ
り
ふ

れ

た

風
景
ま

で
、

神
仏

習
合
の

あ
り

か

た

を

証
盲
す
る

実
例
は

枚
挙
に

限
り
が

な
い

。

　
こ

う
し

た

現
実
を

見
る

と
、

幅

広
い

日

本
の

宗
教
生

活
に

お
い

て
、

神
仏
習

合
が

多
様
な
形
を

取
る

こ

と

が
わ

か

る
。

だ
が

、

そ

れ

は
、

単
に

二

つ

あ
る

い

は

複
数
の

宗
教
形
態
や

伝
統
が
一

つ

の

場
所
に

共
存
し
て

い

る
、

も
し

く
は
、

埋

め

込
ま

れ
て
一

つ

の

複
合

体

に

な
っ

て
い

る

と
い

う
こ

と

に

帰
す
る

の

で

は

な
い

。

諸
神
仏
霊

と

い

う

多
数
の

信
仰
対

象
、

信
仰
形
態

、

宗

教
組
織

、

宗

教
観
が

相

互
に

取
り

結
ぶ

関
係
は

、

共
存

、

習
合
の

み

な
ら

ず
、

積
み

重
ね

、

従
属、

融

合、

混
合

、

混

同
等

、

多
種

多
様
で

あ
る

。

ま

た
、

そ

の

生

成
に

働
く

力
学
も

、

連
続

、

断
絶、

再

構
成

、

創
造
と

種
々

な

型
で

あ

る
。

さ

ら

に
、

そ

の

生

成
が

行
わ

れ

る

領
域
も

、

物
質
的

構
築

物
、

芸

術
的
表
現

、

儀
礼

、

言
説、

信
仰

、

思
考

様
式
な

ど

種
々

様
々

な
の

で

あ
る

。

　
実

際
、

「

神
仏
習
合
」

と

総
合
的
に

呼
ば

れ

て

い

る

も
の

は
、

時
間
と

空

間
に

お

い

て
、

共

存
し
、

次
々

と

現
れ

て

は

消
え

、

あ
る

い

は

継
承
さ

れ

た

何
種
類
も

の

祭
祀
と

信
仰
形
態
の

総
称
で

あ

る
。

こ

の

用

語
を

訳

す

に

あ
た

っ

て
．．

ω

旨
q
鑑
ω

日
Φ．、

（

仏
）

や

．．
ω

博
o

掃
口
ω

ヨ、．
（

英
）

と

い

う
語
が
一

般
に

用
い

ら

れ
、

日

本

語
に

お

い

て

も

「

シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ
ム
」

が

使
用
さ

れ

て
い

る
。

だ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
4）

が
、

こ

れ
は

あ

ま
り
に

曖
昧
で

、

そ

の

使

用
に

関
し

て

意
見
の

定
ま
っ

て
い

な

い

語
で

も

あ
る

。

む
し

ろ
、

場
合
に

応
じ

て
、

習
合

（
帥
ω

ω一
ヨ
一一
四

菖
O
昌

O
口

　
ω

団
昌
け

げ
伽
ω

 
）

、

　
仕

和
△
口

　（
ロ
昌団
O
邸）

、

　

丘
ハ

紐
工

　
（
ω

《

ヨ
げ一
〇
〇り

Φ
）

、

融
合
（

｛

磊
δ
づ
）

も
し
く

は

溶
融
状
態
（

騨
鉾
団

・
ω

δ

89

と
い

っ

た
よ

り
明
示

的
な

表

現
を
、

以
上

に

見
た

複
雑
な

現
実
に

対
応
す
る

語
と

し

て

使
い

た
い

と

思
う

。

　
先
に

挙
げ
た

全
て

の

実
例
が

示

し

て

い

る

よ

う
に

、

神
仏
習
合
に

接
近
す
る

の

に

必

要
な

の

は

多

角
的
な

ア

プ
ロ

ー

チ

で

あ
る

。

こ
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う
し
た

現
実
を
前
に

す
る

と
、

明
治

期
の

「

神
仏

判
然

令
」

に

よ
っ

て

神
仏

習
合
が

「

終

了
」

し
、

「

完
全
に

分

離
」

し

た

と

す
る
一

般
に

流
布
し

て

い

る

日

本
の

宗
教
史
に

関
す
る

包
括
概
念
に

つ

い

て

は
、

ど

ん

な
場

合
で

あ
れ

、

慎
重

で

あ
ら
ね

ば
な

ら

な
い

と

思
わ

ざ
る

を

得
な
い

。

　

そ
の

線
的
な

歴
史

観
が

問
題

視
さ

れ

て

か

ら
二

十
年
ほ
ど

が

経
つ

が
、

辻
善
之

助
の

研

究
以

来
、

「

神
仏
習
合
」

や
「

神
仏
分
離
」

を

め

ぐ
る

多
く
の

研
究
が

な
さ

れ

て

き

た
。

そ

の

ほ

と

ん

ど

は
、

歴

史
学、

宗
教
学

、

文
学
の

問
題

意

識
に

導
か

れ
て

、

制

度
、

法

律
、

思
想
史

、

宗

派
と

教
派
史
の

各
領
域
で

行
わ

れ
た

も
の

で

あ
る

。

と
こ

ろ

で
、

現
代
社
会
を

対
象
と

す
る

民

俗
学
と

民

族
学
研

究

は
、

別
の

視
点
と

分

析
手
段
を
も

た

ら

し
、

他
の

方
法
で

は

殆
ど

（

も
し

く
は

全
く

）

見
え

て

こ

な

か

っ

た

現
実
と

そ

の

力

学
を

浮
か

び

上
が

ら

せ

る

こ

と

に

成
功
し

て
い

る
。

本
論
文
も
ま

た
、

こ

の

手
法
を

用
い

て
、

現
代
日

本
の

社
会
史
の

鍵
と

な

る

神
仏

習
合
に

つ

い

て
、

そ

の

側
面
に

迫
っ

て

み

た
い

と

思
う

。

　

出

発
点
に

あ
る

の

は
、

様
々

な

信
仰
と

思

想
を

融
合
さ
せ

た

主

体
の
一

つ

ー
ゆ

え
に

「

分
離
」

の

際
も
っ

と

も

厳
し

く

被
害
を

受

け
た

者
た

ち

ー
、

す

な

わ
ち

修
験
道
と

そ

の

教
え

を

よ

り

ど

こ

ろ

と

す

る

行
者

、

宗
教
者
た

ち

を

め

ぐ
る

問
い

で

あ
る

。

立

法
府
や

行
政
が

禁
止

、

追

撃
の

対
象
と

し

て

き

た

神
仏
習

合
が

、

今
日
の

修
験

、

行
者

、

巫

者
た

ち

の

祭

祀
に

存
続
・

復
活
し

て

い

る

事
実
は

一

体

何
を

意
味
す
る

の

だ

ろ

う
か

。

一

体
、

何
の

必
然

性
、

原
因

、

展

開
に

よ
っ

て
、

個
人
や

集
団
は

今
日
な
お

、

お

互
い

の

関
係

、

目
に

見
え

る

世
界
と

「

他
界
」

（

異
界
）

と

呼
ば
れ

る

世

界
と

の

関
係

、

既
知
と

未
知
と

の

関
係

、

不

確
か

な

も
の

と

望
ま

し
い

も
の

と

の

関
係
な

ど

を
表

現
す

る

際
、

七

十
年
以
上
も

の

問
、

公

的
に

異
分
子

と

さ

れ
、

専
横
的
に

「

分
離
」

さ

れ
て

し

ま
っ

た

宗
教
的
要

素
の

総
合
（

そ

れ
が

伝
承

さ

れ
た

も
の

で

あ
れ

、

［

再
］

構
成
さ

れ

た

も
の

で

あ
れ
）

に

頼
ら

ざ

る

を
え

な
い

の

だ
ろ

う
か

。

何
故

、

こ

う
し

た

関
係
を

作
る

際
に
、

カ

ミ
、

仏
、

諸
々

の

神
霊
の

組
み

合
わ
せ

が
、

今
も
な
お

、

必

要
と

さ

れ

る

の

だ
ろ

う
か

。
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以
上
の

問
い

に

答
え
る

た

め

に

は
、

お

そ

ら

く
、

神
仏

習
合
の

「

分

離
」

、

廃
仏
毀

釈
が

、

共
同

体
や
そ

の

内
部
の
一

人
一

人
の

生

活、

習

慣
、

そ

し
て

精
神
構
造
に

お

い

て

ど

う
行
わ

れ

た

か

を

見
る
こ

と

が

必
要
と

な
ろ

う
。

神
仏
分
離
は
宗

教
的
次
元

に

お

け

る

国

家
と

私

的
な

領
域
の

二

つ

の

論
理
の

対
決
・

絡
み

合
い

と

し

て

考
察
さ

れ
る

が
、

こ

の

論

文
の

限
ら
れ

た

枚
数
で

そ

の

実
例
の

詳

細
を

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
5）

見
て

行

く
こ

と

は

で

き

な
い

。

但
し

、

特
記
し

て

お

か

ね
ば
な

ら

な
い

の

は
、

一

八

六
八

年
と
一

八

七

二

年
の

間
に

（

さ

ら

に

は
一

八

八

九

年
に

も
）

発
布
さ

れ

た

政

令
の

結
果、

明
治
の

宗
教
改
革
の

初
期
は

性
急
さ

と

暴
力
に

よ
っ

て

特
徴
づ

け

ら
れ

て

い

た

点
で

あ

る
。

し
か

し

こ

れ
は

、

当
時

、

日

本
社
会
が

直
面
し

て

い

た

内
外
の

複

雑
な

情
勢
の

中
で

、

近

代
の

宗
教
制
度
と

仏
教
思

想
に

対
し

て

ず
っ

と

以
前
か

ら
主

張
さ

れ

て

い

た

神
仏
分
離
が

、

国
学
者

、

儒
学
者

、

古

神
道
を

支
持
す

る

人
々

に

よ
っ

て

思

想
的

、

政
治
的
に

激

化
さ

せ

ら

れ

た
一

つ

の

結
果
で

あ
る

。

だ
が
、

こ

の

敵
対
関

係
の

論
理
は

、

千
年
以
上
も

の

問
、

神
仏
習
合
と
い

う
複
合
的
共
生
が

う

み

だ

し

た

複
雑
な
文

脈
の

中
で

発
展
し

て

き

た

の

で

あ
る

。

神
仏
習
合
は

、

時
間
と

空

間
の

中
で

決
し
て

画
一

化
す
る
こ

と

な

く
、

長

い

そ
の

歴
史
を
通
じ
て
、

対
照
的

、

場
合
に

よ
っ

て

は

対
立

的
で

す
ら
あ
る

、

豊
か

で

多
様
な

表
現
に

よ
っ

て

特
徴
づ

け

ら

れ
る

。

し

か

も
そ

れ

は

思
想

家
や

理
論

家
た

ち

の

書
い

た

も

の

や

宗
教

制
度
の

中
に

あ
る

だ

け
で

な

く、

精
神
性

、

信
仰

、

実
践
と
い

う
生

活
の

現
実
に

関
わ

る

も
の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

こ

う
し

た

錯
綜
し

た

力
学
の

絡
み

合
い

を
北

且
尽

と

す
る
こ

と

に

よ
っ

て

初
め

て
、

明
治

期
の

宗
教

政
策
と

そ

の

結
果
の

意

味
が

見
え
て

く

る

の

で

あ
る

。

　
と

く

に

宗
教

世
界
の

民

俗
的
次

元
に

着

目
し

つ

つ
、

明
治
の

法

令
の

施

行
と

そ

の

影
響
の

中
か

ら
、

一

見
、

抜
本
的
に

見
え
な

が

ら
、

半
ば

失
敗
に

終
わ
っ

た

神
仏
分
離
の

原
因
と

な
っ

た

い

く
つ

か

の

プ
ロ

セ

ス

を
ま

ず
簡
単
に

取
り
上
げ
た
い

と

思
う

。
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問
わ
れ

る

混
淆

　
1
　
境
界
に
つ

い

て

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　

（
6）

　
各
地
で

行
わ

れ

た

神
仏

分
離
の

展

開
は
一

様
で

は

な
い

も

の

の
、

地

域
社
会
に

お
い

て
、

明

治
の

宗
教

改
革
は

三
つ

の

水

準
で

体
験

さ

れ

た
。

一

つ

に

は
、

そ
れ

ま

で

密

接
な

関
係
を

も
っ

て

い

た

（

多
く

は

檀

那
寺
で

も

あ
っ

た
）

宮
寺、

別
当
寺
と

神
社
（

鎮
守

、

氏

神
）

の

分
離
と

神
社
を

中
心
と

し

た

地
域

宗
教
生

活
の

再
編

成
。

二

つ

に

は
、

（

多
く
は

分
離
の

結
果
と

し

て
）

無
住
に

な
っ

た

寺
や

氏
子

の

少
な
い

お

宮、

無

格
社

、

小
堂
と

小
祠
（
「

人
民

社
」

、

「

自
然

社
」

）

の

廃
合

。

三

つ

に

は
、

様
々

な
カ

ミ

ガ

ミ

や

民
俗
神
を

祀

る

小

祠、

石

碑
な

ど

の

取
り
壊
し

で

あ
る

。

こ

の

最
後
の

点
に

関
し

て
、

考
察
を

試
み
て

み

た
い

。

　
地

域
社
会
で

行
わ

れ
た

宗
教
対
策
の

三

番
目
の

も
の

は

「

淫
祀

邪
教
」

と

い

う

範
疇
に

関
わ

る

も

の

で

あ
る

。

分
離
政

策
が

根
絶
し

よ

う
と

し

て

い

た

の

は
、

あ
ら

ゆ

る

「

小
さ

な
」

神
々

、

境
界

神
と

境
界
に

い

る

カ

ミ

ガ

ミ
、

中
間
神
霊

、

村
や

町
で

神
と

し

て

祀
ら

れ
た

仏

菩
薩

、

死
霊

、

精
霊
た

ち

で

あ
る

。

そ

れ
ら

は

明
治
ま

で

は

生
活

空
間
に

多
く

点
在
し

、

宗
教
的
に

も
っ

と

も

融
合
し

た

部

分
、

一

見
し

て

成
立

神
道
や

仏
教
す
な
わ

ち

宗
教
制

度
側
か

ら

最
も

離
れ

た

信
仰
対
象
で

あ
る

。

　

国
家
の

認

可
を

受
け
て
い

な
い

行
者

、

修
験

、

巫

覡
、

巫

者
た

ち

が

創
始
し

、

営
ん

で

い

る

信
仰
は
（

思

想
上

、

市
民
生

活
上
の
）

危

険
分
子
の

代
表
と

し
て

片
付
け
ら
れ

た
。

立

法

者
は

こ

れ

ら
を

、

非
合
理

、

無
知
蒙
昧
な

迷

信、

無
秩
序
の

元

凶
と

し

て
、

］

方

的

に

弾
圧
し

た
。

理

論
家

、

儒
教
学
者

、

国
学
者、

西

洋
学
者

、

経
世
論
者

、

権
力
者
は

こ

の

よ

う
な

民
俗

信
仰
を

「

愚
民
の

俗
習
」

と

呼
び

、

そ

れ

ら

を

時
間
と

金
の

無
駄
遣
い
、

精
神
の

蒙
昧
と

し
か

見
な

か

っ

た
。

合
理
性
を

求
め

る

あ
ま
り

、

彼
ら

は

こ

れ

ら
マ

ー

ジ

ナ

ル

な

存
在
を

「

非
合
理
」

と

決
め

つ

け

る

ば
か

り

で
、

心
理

学
的
で

文
化

的
な
、

集
団
や

個
人
に

関
わ
る

ア

イ

デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

の

複
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合
体

、

す
な

わ

ち
、

社
会
の

健
全
な

機
能
の

た

め

に

必
要
不
可
欠
な
も

の

と

は

思
い

及
ば
な

か

っ

た
。

　

海
辺
、

山

裾
、

路
傍

、

田

畑
、

庭
先
な
ど

、

生

者
の

世
界
の

要
の

場
所

、

ま

た
、

神
々

や

死
者
た

ち

の

世
界
と

の

境
界
で

祀
ら

れ
て

い

る

数
知
れ

ぬ

神
霊
や
カ

ミ

ガ

ミ

は
、

異
界
と

の

関
係
を

示

す
た

め

の

日

常
的
な

目

印
だ
っ

た
。

そ

れ
ら
の

目
印
は

、

そ

の

土

地
で

起

き

た

様
々

な

事
件

、

出
来
事
の

記
憶
が

物
質
化
し

た

も

の

で

あ
り

、

石
碑

、

磐
座、

神
木

、

石
像、

小

祠
が

持
つ

見
か

け
の

無
秩

序
さ

も
、

実
は

年
中
行
事
や

祭
礼
の

た

び
ご

と

に

共
同
体
の

人

々

が

訪
れ

る

雄
弁
な

地
図
と

し

て

整
え

ら

れ
て

お

り
、

生

活
空

間
の

重

要
な

結

節
点
を

な

し

て

い

た
。

だ
が

、

地
域

共
同
体
の

規

模
を

問
わ
ず
に

行
わ
れ
た
こ

れ

ら

の

信
仰
対
象
に

対
す
る

迫
害
は

、

そ

の

祭
祀
の

暦
と

組

織
を
一

変
さ

せ

て

し

ま

う
。

た

だ

し
、

民

俗
調
査
が

掘
り

起
こ

し

た

資
料
に

よ

る

と
、

他
の

二

つ

と

同
様
に

こ

の

レ

ベ

ル

で

（
7）も

、

明

治
に

よ

る

断
絶
は

想
定
よ

り
も

お

そ
ら
く
、

ず
っ

と

部
分

的
、

も

し

く
は

形
式
的
で

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

る
。

　

今
日

の

フ

ィ

ー
ル

ド
ワ

ー
ク
に

よ

る

と
、

地

域
の

カ

ミ

ガ

ミ

の
一

部
は

消
え
た

も

の

の
、

他
の

部
分
は

こ

っ

そ

り
残
さ

れ

た

り
、

あ

る
い

は

再
構
成
さ

れ

た

り
し
て

、

年
月
の

う
ち

に

新
た

な

価
値
や

意
味
を
付

与
さ

れ

て

い

る
。

い

か

に

そ

れ
ら
は

民

俗
宗
教
と

地
域
の

歴
史
に

お

い

て

重

要
な

機
能
を

果
た

し

続
け

て

き

た

か

を
よ

く
表
し
て

い

る
。

物
質
的
な

目

印
（

石
碑

、

像
、

石
な
ど

）

を

取
り
去
っ

て

も
、

そ

の

場
所
や

そ
こ

に

ま
つ

わ
る

記
憶

、

物
語

、

行

動
（

行
事
）

を

消
し

去
る
こ

と

は

で

き

な

か
っ

た

所
は

多
い

。

ま

た
、

国
の

主
要
な

大
社
で

は
、

神
仏
分

離
と

「

迷
信
」

の

根
絶
が

も
っ

と

も

徹
底
的
に

行
わ

れ

た

と

言
う
こ

と

が

で

き
る

が
、

宗
教
制

度
の

面
か

ら

で

は

な

く
、

そ

れ
ぞ
れ

の

神
社
が

位
置
す
る

地

域
社
会
と

の

関
係
で

考
え

て

み

る

と
、

や
は

り

そ
こ

に

曖

昧
な

領
域
が

残
さ

れ

て

い

る

の

が

わ
か

る
。

　

例
え

ば
、

旧
官
幣
大
社

、

全

国
三

万
二

千
以

上

数
え
る

稲
荷
社
の

総
本
社

、

京
都
の

伏
見

稲
荷
大
社
の

場
合

−
決
し

て

特
殊
な
ケ

ー
ス

で

は

な

い

ー
を

例
に

と
っ

て

み
た

い
。
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も

と

も

と

は

東
寺
の

守
護

神
と

さ

れ

て

い

た

稲
荷
大
明

神
を

祀
る
こ

の

神

社
は
、

元

禄
時
代
か

ら

社
家
の

秦
氏

、

荷
田

氏
、

そ

し
て

神
社
境

内
に

あ
っ

た

神
宮
寺
で

あ
る

愛
染
寺
の

真

言
別
当
に

よ
っ

て

共
同
管
理

さ

れ

て

き

た
。

明
治

期
に

は
、

伏
見
稲
荷
社
は

政
府
直

轄
の

神
社
の
｝

つ

に

な

る
。

仏
教
建

築
は

取
り

壊
さ

れ
、

僧
侶
は

追
放
さ

れ
、

秦
氏
と

荷
田

氏
の

両

社
家
は

神
官
職
制
に

よ
っ

て

定
め

ら
れ

た

神
職
に

取
っ

て

代
わ

ら

れ、

そ

の

祭
式
も

組
み

直
さ

れ

た
。

　
と

こ

ろ

で
、

こ

の

神
社
は

杉
に

覆
わ
れ

た

稲
荷
山
三

ヶ

峯
の

麓
に

た

ち
、

そ

の

山
中
に

は

古
く

か

ら
、

民
間

宗
教
者
（

現
地
で

は

「

お

だ

い
」

と

呼
ば
れ
る

稲
荷
神
を

守
護
神
と

す

る

巫

者
）

と

そ

の

信
者
た

ち

が
、

狐
や

蛇
な

ど

多
数
の

神
霊

、

龍

神
等
の

守

護
神
や

そ

の

眷
属
を

祀
っ

て

き

た
。

石
と

盛
土
で

作
ら
れ

た

小
さ

な

塚
に

突
き
立
て

ら

れ
た

枝
は

か
つ

て

こ

の

信

仰
の

目
に

見
え
る

印
だ

っ

た
。

　

明
治

期
の

宗
教
政
策
に

よ
っ

て
、

「

迷

信
」

の

範
疇
に

入

る

こ

れ

ら

の

実
践
は

追
放
の

対
象
に

な
っ

て

廃
絶
さ

れ

る
は

ず
で

あ
っ

た
。

だ
が

、

こ

の

塚
は
消
え
る

ど
こ

ろ

か
、

む

し

ろ

反
対
に

発
展
を

見
せ

る
。

神
社
側
が
一

八

七
六

年
頃
に

稲
荷
山
の

三

峰
の

そ

れ

ぞ

れ

に

石
碑
を

建
て

た

こ

と

が
、

古
い

塚
が

次
第
に

小
さ

な

石

碑
に

置
き

換
え
ら
れ

て
い

く
き
っ

か

け
と

な
っ

た
。

一

九
〇
二

年、

政
府
か

ら

石
碑
を

破
壊
し

、

そ
の

建
立
を

禁
止

す
る

よ

う
に

神
社
に

通
達
が

出
さ

れ

た

も

の

の
、

無
効
果
だ
っ

た
。

神
官
た

ち

に

よ

れ

ば
、

一

九

一

〇

年
代
が

「

お

塚
」

と

呼
ば

れ

る
こ

の

石

碑
の

建
立
ブ
ー
ム

の

頂
点
で

あ

る
。

大

社
の

調
査
に

よ

る

と
、

参
詣
者
が

押
し

寄
せ

る

お

塚
は
何

万
を

数
え
る

。

石
碑
に

は

神
々
、

寄
贈
者

、

そ

の

先
祖
た

ち
の

名
前、

建
立
の

日

付
が

刻
ま

れ
、

お

だ

い

の

指
示
に

従
っ

て

建

て

ら

れ

る
。

約
十
万
人
の

お

だ

い

が

神
社
の

信
者
か

つ

稲
荷
山
信
仰
の

中
心

人
物
と

し

て

登
録
さ

れ

て

お

り
、

彼
ら

に

率
い

ら
れ

て

無

数
の

信

者
た

ち

が

お

塚
だ

け

で

な

く、

神
社
に

も

供
え

物
を

携
え

て

や
っ

て

来
る

。

お

だ
い

の

執
り

行
う
祭

祀
は

独
特
の

巫

儀
で

あ

る
。

そ

の
一

部
分
は

元

稲
荷
大
社
別
当
の

仏
教

的
勤
行
か

ら

の

継
承
で

あ
り

、

稲
荷
信
仰
の

神

仏
習

合
的
な

側
面
が

維
持
さ

れ

て

い
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神仏習合の 系譜

る
。

ま
た

、

神
官
た

ち

自
身
が

述
べ

て

い

る
こ

と

だ
が

、

大
社
へ

の

信
者
た

ち

の

祈
願
願
い

の

大
部
分
は

、

神
道
的
と

い

う

よ

り
は

仏

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　（
8）

教

的
な

内
容
で

あ

る

と

言
う

。

　

ま

さ

し
く

明
治
政
府
が

禁
じ

た

の

は

こ

う
し

た

信
仰
で

あ
り

、

制
度
化
さ

れ

た

神
道
が

認
め

る
こ

と

は

で

き

な

い

の

は

明
ら
か

で

あ

る
。

と

こ

ろ

が
、

国
家
が

作
っ

た

社
格
序
列
の

最
上

部
に

あ
る

官
幣
大

社
の

ま

さ

に

と

ば

口

で
、

境
界

的
領
域
に

押
し

や

ら

れ

た

信
仰

の

「

蒙
昧
」

な

側
面
が

、

制
度
側
の

名
声
と

繁
栄
の
か

な

り
の

部
分
を

支
え

続
け

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

し

て

表
向
き

は

コ

掃
」

さ

れ
た

神
社
の

境
内
か

ら

排
除
さ

れ
た

も
の

全
て

が

累
積
し

て
い

く

稲
荷
山
は

、

続
く

世
代
に

よ
っ

て

保
た

れ
、

新
し

く

価
値
づ

け

さ

れ
、

「

異
界
」

（

「

異
次
元
」

）

の

霊

力
と

の

接
触
の

積
極
的
な

表
現
と

し

て

更
新
さ

れ
、

神
仏
習
合
的
な

実
践
の

場
と

な
り

、

言
わ

ば

信

仰
の

安
全

地
帯
と

も

な
る

の

で

あ
る

。

こ

れ

が

明
治
の

禁
令
へ

の

対
応

策
と

し

て
、

方
々

に

み

ら

れ
た

回
避

行
動
の
一

つ

の
パ

タ

ー
ン

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ヘ

　
　　
へ

で

あ
る

。

こ

の

事
例
か

ら

わ

か

る
こ

と

は
、

全
て

の

関
係
者
た

ち

が
、

実
現
可

能
な

解
決
策
を

模
索
す
る

う
ち

に
、

抜
本
的
と

さ

れ

た

宗
教
改

革
の

基
盤
を

最

初
か

ら

切
り

崩
し
て

し
ま
っ

た
こ

と

で

あ
る

。

し

か

し
、

現
実
の

状
況
が

表
に

出
な

か
っ

た

た

め
、

明
治
の

宗

教

政
策
が

い

か

に

も

効

果
的
で

あ
っ

た

か

の

よ

う
に

見
え
た

の

も

確
か

で

あ

る
。

当

時
の

神
社
側
は
、

宗
教

改
革
諸
法

令
と

定
着
し

て

い

た

実
践
の

間
に

挟
ま
れ

た

結
果

、

こ

う
し

た

折
衷
的
な

態
度
を

選
ぶ

し

か

な

か

っ

た
。

そ

れ

は
、

宗
教
的
な

体
験
の

重
み

と
、

結
局

の

と
こ

ろ
、

自
ら

の

延

命
を

考
慮
に

入
れ
た
一

つ

の

実

用
主

義
的
な
選

択
で

あ
っ

た

と

言
え
る

。

　

稲
荷
大
社
の

例
が

教
え

て

く
れ
る

の

は
、

明
治
の

宗

教
改
革
は

重

層
的
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

神
仏
判
然

令
」

と

し

て

神
社
か

ら

仏
教
的
要

素
の

除
去

、

そ

し

て

国
民
の

「

旧

来
の

弊
習
」

を

改
め

る

よ

う
迷

信

根
絶
が

行
わ

れ
た

だ

け
で

な

く
、

「

祭
政
一

致
」

を

全
う
す

る

た

め

に

神
道
機
関
を

非
宗

教
施
設
に

し

て
、

神
社
か

ら

は

信
仰
の

撤
去
も

は

か

ら

れ

た
。

そ

の

結
果、

稲

荷
山
の

場
合
が

し

め

す
よ

う
に

、

そ

れ

ら
の

宗
教
的
根
本
諸
要
素
は

「

陰
」

の

方
へ

う
つ

り
、

そ
こ

で

様
々

に

複
合
さ

れ

な

が
ら
、

民
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間
宗
教
者
の

手
に

よ
っ

て

引
き

継
が

れ

て

き

た

の

だ
。

　
と
こ

ろ

で
、

「

陰
」

の

宗
教

活
動
を

行
っ

た

行
者、

巫

者
た
ち

の

場
合
は

ど

う

だ
っ

た

だ

ろ

う
か

。

　
2
　
修
験
道

、

修
験

、

巫

者

　

彼
ら

に

関
し

て
、

禁
止

さ

れ

た

信

仰
は

本
質
的

問
題
で

あ

る
。

何

故
な

ら
、

修
験
道
の

信
者
た

ち
、

山

伏
、

修
験

、

行
者
や

託
宣

、

口

寄
せ

な

ど

の

巫

儀
を

行
う
巫

女、

巫

覡
、

巫

者
は

ま

さ

し
こ

の

禁
止
さ

れ
た

信
仰
を
生

業
と

し

て

い

た

か

ら

で

あ
る

。

実
際、

明
治

政
府
が

何
と

し

て

も

根
絶
し
た
い

と

思
っ

て

い

た

の

は
、

神
社
に

所
属
す
る

社
僧
に

次
い

で
、

こ

う

し

た

神
仏
「

混
淆

専
門
」

の

民

間

宗

教
者
た

ち

だ
っ

た
。

　
一

八
七
二

（
明
治
五
）

年
九

月
十
五

日
、

太
政
官
に

よ
っ

て

修
験

道
は

公

的
に

禁
止
さ

れ
る

（
修
験
道

禁
止

令
、

太
政
官
達

、

第
二

七
三

号
）

。

　

　
修
験
宗
ノ

儀
自
今
被

廃
止

本
山

当
山
羽
黒
派

共
従
来
ノ

本
寺

所
轄
ノ

儘
天

台
真
言
ノ

両
本
宗
へ

帰
入

被
　
仰
付
候

条
各
地
方

官
於

　

　
テ

此
旨

相
心

得
管
内

寺
院
へ

可

相
達
候
事
［
後
略
］

　

権
現
を

祀
っ

て

い

た

か

な

り
の

数
の

修

験
直

轄
の

神
社
が

、

仏
教

的
要

素
を

取
り

除
い

た

後、

神
道
の

中
に

既
に

統

合
さ

れ

て

い

た
。

そ

の

中
で

も

地

方
に

あ
る

大
き

な

修
験
の

山
々

は

全
て

こ

う
し

た

運

命
を

辿
っ

て

お

り
、

例
え

ば
、

吉

野
（

但
し

、

蔵
王

権

現
の

威

風
堂
々

た

る

巨

大
像
は

残
し

た

ま

ま

で

あ
る

）

、

熊
野

、

羽
黒

、

日

光
、

富
士

、

白
山

、

立

山
、

木
曽
御

嶽
、

伯

耆
大
山

、

石
鎚

、

英

彦
山
が

そ

う
で

あ

る
。

修
験
寺
院
は

、

こ

の

禁
止

令
に

よ

り
、

そ

の

特
有
の

地
位
を
失
い

、

天
台
宗
や

真
言
宗
の

本
山
の

い

ず
れ
か

の

下
に

入
る

こ

と

を

余
儀
な

く

さ

れ

る
。

地
方
の

主

要
な

修
験
諸

山
の

う
ち

、

三

十
六
が

消
滅
し

、

五

十
が

神
社
に

な
り

、

三

十
五

が

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
9）

寺
に

な

り
、

十
五

が

同
じ

場
所
で

寺
と

神
社
の

そ
れ

ぞ

れ

に

分

割
さ

れ

た

と

言
わ

れ
る

。

し

か

し
、

こ

れ

は

全
国
の

村
落
に

あ
っ

た

大

多
数
の

修
験

施
設
と

そ

れ

に

所
属
し

て

房
や

寺
院

号
を

も
っ

て

い

た

無
数
の

修
験

、

行
者

、

巫

女
た

ち

を
入

れ

な
い

数

字
で

あ
る

。
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修
験
道
の

ケ

ー
ス

が

複
雑
な

の

は
、

複
数
の

宗

教
領
域
と

社
会
的
身

分
が

そ

れ
に

組
み

込
ま
れ
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

江

戸
末
期

、

明
治

維
新
直
前
に

は
、

歴

史
に

根
ざ
し

た

複
雑
な

主

従
関
係
が

成
立
し

て
い

た

修
験
道
の

組
織
は

、

地

域
的
に

み

て
、

主
に

三

段
構
造

か

ら

な
っ

て
い

た

（

各
修

験
霊

山
や

寺
院
組
織
の

詳
細
ま

で

言
及
せ

ず
し
て
）

。

す
な

わ
ち

、

第
一

段
が

、

中
央
の

寺
院

、

院

家
な

ど

を

頂
点
に

し

た

修
験

道
の

両
本
山
（

本
山
派
の

聖

護
院
と

当

山
派
の

三

宝

院）

と

そ

の

権
力
を

認
め

な

が

ら

も

独
自
の
一

山

組
織
（

配

下
の

寺
院
と

坊）

を
も
っ

て
い

た

中
央
霊
山

（

吉
野

、

熊
野
）

、

第
二

段
が

、

地

方
霊

山
一

山
組
織
や

中
本
山
と

そ

れ

に

属
し

て

い

た

寺
院
と

坊
、

第
三

段
が

、

前
二

段
の

組
織
に

属
し

て

い

て

村
々

に

定
着
し

た

里

山
伏

、

修
験
と

、

そ

の

下
に

い

た

女
性
た

ち

（

巫

女

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
（
10）

等）

と

男
性
（

行

者
、

講

員
等
）

で

あ
る

。

　
大
多
数
の

修
験
と

そ

の

下
の

者
た

ち

は
、

決
ま
っ

た

「

霞
場
」

内
の

神
社、

寺
院

、

祈
疇
所

、

一

般
の

民
家
を

宗
教
活
動
の

場
と

し

て

お

り
、

年
中
行
事
や

臨
時
の

依
頼
に

応
じ

て

そ
こ

に

赴
き

、

祈
濤
と

祭

祀
を

行
う

。

と
こ

ろ

で
、

一

八

七
三

（

明

治
六
）

年
一

月

十

五

日
に

は
、

託
宣
や

諸
祈
濤
（

口

寄
せ

、

占
、

平

癒
祈
濤
等
）

を

行
う

祈
濤
者
の

全
て

が

実
践
を

禁
止

さ

れ

た
。

禁
令
（
教
部
省

達
、

第

　
　

　
　
　

　
　
あ
ず
さ

み
こ

　
　
い

ち

こ

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

よ

り

ぎ

と

う

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

き
つ

ね

さ

げ

二

号）

の

文

面
で

は

梓

巫
、

市
子

（

巫

女
と

同
義
）

、

憑

祈

疇
（

巫

儀
名
か

ら

の

呼
称
）

、

狐

下
（

巫

儀
名
か

ら
の

呼
称
）

が

名
指
し

さ

れ
て

い

る

（

「

従
来
梓
巫
市
子
並

憑
祈
擣
狐
下
ケ

抔
ト

相
唱
玉

占
口

寄
等
之

所

業
ヲ

以

テ

人

民
ヲ

眩

惑
セ

シ

メ

候
儀
自
今
一

切
禁
止

候
［
後
略
］

」
）

。

　
さ

ら

に
、

一

八

七

四

年
六

月
七
日

に

は
、

行
者

、

修
験

、

巫

女
な

ど

の

諸
民
間
宗

教
者
の

基

本
的
な

活
動
の
一

つ

で

あ
る

「

禁
厭
祈

濤
」

が

禁
止

の

対

象
と

な

る
。

一

九

〇
八

年
に

は
、

守

札
、

符
呪、

禁

厭
を

配

布
す

る

者
が

訴
追
の

対
象
と

な
っ

た
。

つ

ま

り
、

こ

の

一

連
の

禁
令
に

よ
っ

て
、

諸
民

間
宗
教
者
の

み

な

ら

ず
、

彼
ら
に

頼
っ

て
い

た

信
者

、

依
頼
者
た

ち

な

ど
、

よ

り

大
勢
の

人
々

が

打
撃

を

受
け
た

。
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一

八

七
二

年、

吉

野
と

羽
黒
配
下
の

修
験
寺
院
は

天

台
宗
（

山

門
派
）

に

加
わ
る
こ

と

に

な

る
。

聖

護
院
（

門

跡
で

あ
っ

た

門
主
は

一

八
六

八

年
に

還

俗
す

る
）

が

所

蔵
す
る

文
書
に

よ

れ

ば
、

そ

れ

ま

で

最
大
の

修
験

組
織
と

し

て
、

約
二

万
五

千
の

管
轄
下
寺

院
を

数

え
て

い

た

と

言
う

。

修
験
道
禁
止

令
を

う
け
て

、

そ

の

中
の

五

百
の

寺
院
の

み

が

聖

護
院
と

と

も

に

天

台
宗
寺
門

派
に

入
り

、

他
の

寺

院
は

宗
派
を

替
え
る

か
、

消
滅
し

て

し
ま

う
。

聖

護
院
は

こ

の

五

百
の

寺

院
と

の

関
係
を

維
持
す
る

が
、

そ

の

数
は

減
っ

て

行
く
ば
か

り
で

、

今
日
、

百
八

十
三

寺
院
の

本
山
修
験

宗
一

派
と

な
っ

て
い

る
。

当

山
派
の

修
験

寺
院
や

山
伏
は

、

十
七
世

紀
初
頭
に

公

式
に

当

山
派
の

頂
点
と

さ

れ

た
三

宝

院
の

管
理

下
に

あ
る

が
、

真
言
宗

醍
醐
派
に

支
配
さ

れ
る

よ

う
に

な

る
。

一

九
一

〇

年
に

は
、

そ

の

寺

院

数
は

八

百
四

十
を
数
え

る
。

短
期
的
に

も
、

長
期
的
に

も、

明
治
と

い

う

時
代
が

修
験

道
の

最
大
組

織
に

対
し

て

与
え

た

結
果
は

非
常

に

重
い

。

　
し

か

も
、

里

山
伏
た

ち

の

多
く
は

神
職
と

な

り
、

ま

た

他
の

者
は

還

俗
す
る

。

そ

の

う
ち

隠
れ

て

以

前
の

宗
教

活
動
を

続
け
た

者
が

多
か
っ

た
。

だ

が
、

そ

れ

は

修
験
道
の

組
織
と

の

関
係
の

外
に

お
い

て

で

あ
り

、

そ
の

結
果

、

大
き

な

修
験

組
織
は

活
動
基
盤

、

支
持

媒
体
を

失
う
こ

と

に

な
っ

た
。

　
し

か

し

な

が

ら
、

こ

の

修
験
道
の

禁
止
と

平

行
し

て
、

一

八

七
二

年
に

明
治
政
府
は

宗
教
的
講
社
の

有
用
性
を

認
識
し
、

維
新
と

政

治
思
想
を

広
め

る

上
で

便
利
な

組
織
と

考
え
て

い

た
。

講
の

大
部
分
は

山
岳
信
仰

、

と

く
に

富
士

山
と

木
曽
御
嶽

信
仰
を
拠

点
と

す

る

グ
ル

ー

プ
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

て
い

た

が
、

彼
ら

は

そ

の

名
称、

外
見

、

言
説
を
変
え
る
こ

と

を

条
件
に

そ

の

活
動
の

継
続
を

許
可
さ

れ

た
。

修
験

道
は

こ

の

情
勢
を

巧
み

に

利
用
し

て
、

山
伏
や

信
者
た

ち

を

糾
合
す
る

。

一

九

四

五

年
ま

で

の

二

十
世
紀
前
半
の

間
、

こ

う
し

た

宗
教
的
講

社
の

多
く
は

、

ー
仏
教
と

キ

リ

ス

ト
教
以

外
に

許

可
さ

れ

て

い

た

唯
一

の

帰

属
先
と

し

て

ー
、

聖
護

院
、

三

宝

院
、

羽
黒

、

金
峯
山

（

吉
野）

や
教

派
神
道
の

十
三

派
の

ど

れ

か

に

所

属
す
る
こ

と

で

法
的
認
可
を
取
り

付
け
た

。
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神仏習合の 系譜

　

周
知
の

よ

う
に
、

明
治

期
に

、

物
質
的

、

非
物
質
的
次
元
で

修

復
不

可
能
な

損
失
を

受
け
た

修
験
道
は

、

名
目
上
は

公
式
に

消
滅
し

た
。

し

か

し
な

が

ら
、

小

規
模
か
つ

新
し
い

名
称
で

、

修
験
道
は

日

本
の

宗
教

世
界
を

構
成
す
る

流
れ

の
一

つ

と

し

て

存
続
す
る

。

実

際
、

そ

の

活

動
は

継

続
さ

れ

続
け

た
。

例
え
ば

、

聖

護
院
は
、

一

八

六

八

年
か

ら

第
二

次

世
界
大
戦
ま

で

の

聞
に

、

全

国
の

山
伏
た

ち

が

集
ま

る

重

要
な

機
会
の
一

つ

で

あ
る

入

峰
（

大

峰
奥
駆
）

を
中
断
し

た

の

は
、

一

九
四
五

年
の
一

度
だ
け

し

か

な
い

。

た

し

か

に
、

こ

の

期
間
中
の

入
峰
は

少
数
の

山

伏
、

主
に

聖

護
院
に

所
属
す
る

僧
山
伏
た

ち

を

中
心
に

し
て

行
わ

れ
た

。

し

か

し
、

役
行
者
千
二

百

回
の

御
遠
忌
を
お

ご

そ
か

に

祝
う
一

八

九
九

年
の

入

峰
の

際、

五

千
人
以

上

の

山

伏
が

参
列
し

た

行
列
は

御
所
ま

で

練
り

歩
い

た

後
、

京
都
を

横
断
し

て
、

そ

の
］

部
は

大
峰
奥
駆
を

行
っ

た
。

な

お

禁
止

令
以
降、

奥
義
が

失
わ
れ

る

こ

と

を
お

そ

れ

て
、

修
験
の

あ
ら

ゆ

る

祈
濤
法

、

行
法
が

各
修
験
集
団
の

も

と

で

理

論
、

実
践
の

両
面
か

ら

体
系
的
に

伝
授
さ
れ
た

。

さ

ら

に
一

八

八

七
年

、

政
府
は

自
ら

神
仏
分
離
政

策
を

骨

抜
き

に

す
る

と
い

う

驚
く
べ

き

撤
退
を

見
せ

る
。

こ

れ

は
、

私
的
使
用
に

限
っ

た

例

外
と
い

う
条
件
で

、

権
現
号

の

復
帰
が

内

務
省
第
七
六

九
号

布
告
に

よ
っ

て

認

可
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

権
現
の

カ

テ
ゴ

リ
ー

に

は
、

一

八

六

八

年
三

月
二

八

日
に

出

さ

れ
た

神
仏
分

離
第
二

の

法
令
（
太
政
官
達

、

第
］

九
六

号）

で

真
っ

先
に

禁
止

さ

れ
た

修
験

、

行
者
や

巫

者
の

信
仰

対
象
の

多
く
が

含

ま

れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

権
現
号
の

復
帰
が

そ

の

信
仰
の

正

当
性
の

復
興
で

も

あ
っ

た

の
で

あ
る

。

　
そ

の

上
、

皮
肉
な
こ

と

に

禁
止

令
は

修
験
道
に

正

の

結
果
を

多
く

も

た

ら

し

た
。

消
滅
を

避
け

る

た

め
、

修
験
の

諸

伝
統
を

受
け

継

い

だ

人
々

が

数
多
い

口

伝
、

作
法

、

教

義
類

、

記
録
と

縁
起

類
な
ど

の

編
纂
に

着
手
す
る

の

で

あ

る
。

そ

こ

か

ら

生
ま

れ

た

出
版
物

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　〔
11）

が
、

そ

の

後
発
展
し

て
い

く

修
験
道
研
究
の

出
発

点
と

な

る
。

な
お

、

余
儀
な
く
さ

れ
た

仏
教
宗
派
所

属
か

ら

の

独
立

運
動
も

徐
々

に

盛
り
上

が

り
、

一

九
四

五

年
以

降
、

古
い

修
験
集
団
が

独
立

し

た

修
験

道
諸
宗
派
や

教
団
と

し

て

の

地
位
を

得
る

こ

と

に

成
功
す
る

。

本
山

修
験
宗
（

聖

護
院
）

、

金

峯
山
修
験

本
宗
（

吉
野
）

、

醍

醐
派
（

三

宝
院
）

、

羽
黒

修
験

本
宗

、

等
々

が

そ
れ

で

あ
る

。

そ
の

他
、
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こ

の

禁
止

令
下
の

期
間
中
に

修
験
道
が

も
っ

た

中

央
や

地

方
権
力
と

の

結
び
つ

き
、

あ
る

い

は

公
的
に

行
っ

た

活
躍
に
つ

い

て

も

挙
げ

れ

ば
切

り
が

な
い

状
況
で

あ
っ

た
。

　

以
上
の

こ

と

は

修
験
道
の

存
続
に

決

定
的
な

影

響
を

与
え

た
。

修
験
道
が

禁
止
さ

れ
て

七

十
三

年
、

さ

ら

に

信

仰
の

自
由
が

確
立
し

て

三

十
九
年

経
っ

た
、

高
度
経
済
成
長

後
の
一

九
八

四

年、

公
認
を

受
け
た

修
験
道
の

諸
団

体
は

五

十
六

万
人
余
の

信
者
数
を

発
表
し

　

　（
12）

て

い

る
。

　
し

か

し

な

が

ら
、

こ

れ
ら

は

全
て

制
度
上
の

修
験

道
に

関
わ

る

も

の

で

あ
る

。

と

こ

ろ

で
、

明
治
の

法
令
に

よ
っ

て

禁
止
さ

れ

た

修

験

道
の

様
々

な

修
行
形
態

、

祭
祀、

信
仰
な

ど

を

維
持
し

て

き

た

の

は
、

村
や

町
に

住
む

行

者、

巫
女

、

巫

覡
た

ち
で

あ
る

。

こ

の

期

間
は

、

あ
る

者
た

ち

に

と

っ

て
、

危
機
に

瀕
し

て

い

る

修
験
道
の

価
値
を

再
発
見
し

、

擁
護
す

る

機
会
と

な
っ

た
。

つ

ま

り、

そ

の

価

値
と

は
、

山
岳
で

の

修
行

、

あ
ら

ゆ
る

社
会
階
層
に

修
験
と

し

て

出
入
り
で

き

る
こ

と
、

俗
世
に

身
を

置
き

な

が

ら
宗
教
世
界
の

様
々

な

要
素
を
融

合
で

き

る

こ

と

で

あ
る

。

彼
ら

は

自
分
た

ち

の

選
ん

だ

道
を
大
っ

ぴ

ら
に

肯
定
す

る

こ

と

を

躊
躇
わ
ず

、

投
獄
さ

れ
、

ま

た
、

官
憲
に

山

奥
ま

で

追

跡
さ

れ

た
。

そ

れ
で

も

彼
ら

の

決
意
は

変
わ
ら
な
い

。

一

八

六
八

年
か

ら
、

那
智
の

滝
の

百
三

十
三

メ

ー

ト

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
は

や

し
じ
つ

か

が

ル

の

高
み

か

ら

身
投
げ
す
る

捨
身
を
達

成
す
る
一

八

八

四

年
ま

で

の

間
、

山

伏
の

林

実
利
（
一

八

四
三

−
一

八

八
四）

は
、

追

わ
れ

る

身

で

あ
り

な

が

ら
、

平
癒

祈
濤

、

除
霊

、

占
い

な

ど

を

行
い
、

複
数
の

講
を

結
び

、

人
夫
と

し

て

地
元
の

人
々

を

動

員
し
て

大
峰
山

中
の

奥
駈
道
の

復
興
を

行
っ

た
。

捨
身

後
、

実

利
は

霊

神
と

し

て

祀
ら

れ
、

那
智
山
の

彼
の

墓
に

は

信

者
た

ち
が

詰
め

か

け
る

こ

と

と

な

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
13）

り
、

一

時
は

大

社
へ

の

参

拝
よ

り
多
か

っ

た

と
い

う
。

　

国
家
的
規

模
で

は
一

八

八
二

年
に

、

ま

た
、

地

方
的
規
模
で

は

明
治
を

通
じ

て

何
度
も

繰
り

返
し

禁
止

令
が

出
さ
れ

た

と
い

う
事

実

（
14）は

、

逆
に

言
え
ば

、

修
験
た

ち

や

所

業
が

禁
止
さ

れ

た

巫

者
た

ち

が

そ

の

営
み

を

止
め

な

か

っ

た

と

い

う
こ

と

を

意
味
し

て
い

る
。

彼
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ら

は
江

戸
時
代
に

は

相
当
な

数
が

い

た
。

明
治
の

禁
止

令
は

そ

れ

を
減

少
さ

せ

た

け

れ

ど
、

消
滅
さ
せ

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た
。

　
一

八

四
七

年
の

時

点
で

、

三

峰

神
社
（

埼
玉

県）

に

所
属
し

、

修
験

者
と

共
同
し

て

活
動
し

て

い

る

関

東
地

方
の

巫

女
は

千
人
ほ

ど

　

　
　

　

　
　

　

（
15）

い

た
と

見
ら

れ

て

い

る
。

全
国
に

散
在
す
る

何

千
も

の

山

伏
は

聖

護
院
に

登

録
し
て
い

る
。

し
か

し
、

こ

れ
は

地
方
だ

け
の

現

象
で

は

な
い

。

大
阪

、

京
都、

江

戸
（
東
京
）

と

い

っ

た

大
都
市
に

は

巫

女
町
が

あ

り
、

死

者
の

口

寄
せ

を

行
う

女
た

ち

が

住
ん

で

い

た
。

明

治
に

入
っ

て

も

彼
女
た
ち
は

巫

儀
を

続
け
て

い

る
。

一

八

九

〇
年
代

、

大
阪
で

は

四

天

王

寺
の

隣
、

六

万

体
と

呼
ぼ
れ

る

巫

女
町
で

は

四

軒
が

繁
盛
し

て
い

る
。

一

九
一

〇

〜
一

九
二

〇

年
代
の

問
も

、

こ

の

四

軒
は

営
業
を

続
け
て

い

る
。

同
じ

頃
、

先
に

見
た

京
都
の

稲

荷
山
は

お

だ

い

や
そ

の

信
者
た

ち

の

磁
場
の

中
心
で

あ
り

続
け

て

い

る
。

　

村
落
や

都
市
の

民

間
宗

教
者
た

ち

が

禁
止

さ

れ

て

も

活

動
を
止
め

な

か

っ

た

の

は
、

民

衆
の

要
望
が

途
切
れ

な
か

っ

た

か

ら
で

あ

る
。

決
し

て

尽
き

る
こ

と

の

な
い

需

要
が
一

方
に

あ

り
、

他
方
に

は

修

験
、

行
者

、

巫
女

、

そ

の

他
の

宗
教
者
自
身
の

自
分
の

活
動
へ

の

強
い

執
着
が

あ

り、

こ

れ

ら

の

結
び
つ

き

こ

そ

が
、

政

府
に

よ
っ

て

「

迷
信
」

と

定
義
さ

れ

た

神
仏
習
合
の

諸
々

の

信
仰
形
態
と

活

動
を

存
続
さ

せ

た

の

で

あ
る

。

戦
後
の

歴
史
は

、

時
代
を
越
え
て

、

明
治
の

民

衆
が

持
っ

て

い

た

こ

の

要
望
の

現
代
性
を

裏
付
け

て
い

る
。

都
市
の

人
口

急
増

、

地

域
的

、

家
族
的
共
同

体
の

崩
壊

、

個
人
主

義
の

進
展
に

よ
っ

て
、

こ

の

要
望
は

弱
ま

る

ど
こ

ろ

か
、

ま

す

ま

す

強
固
に

な
っ

て

い

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
か

み
が

み

　

　
　

　

記
憶
装
置
と

し

て

の

神
仏

　

修
験、

行
者

、

巫

者
た
ち

が

今
日

ま

で

紡
ぎ

続
け

て

き
た

言
説
の

特
徴
は

、

吉
凶
い

ず
れ
の

場

合
も

、

こ

の

世
に

霊

力
と

し

て

顕
現

す
る

霊

験
を

持
つ

あ
ら
ゆ

る

霊
的

存
在
を

カ

ミ

ガ

ミ

と
い

う

範
疇
に

入
れ
る

と
い

う
点
に

あ
る

。

こ

れ
ら

の

カ
ミ

ガ

ミ

に

は
、

明
治
以
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前
や

以
降
の

仏
教

、

神
道

、

修
験
道
の

あ
ら

ゆ

る

神

仏
に

加
え
て

、

神
と
い

う
文

字
の

有
無
に

関
係
な
く

、

祖
先
霊

、

自
然
神

、

中
間

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

ぶ
つ

神
霊
な

ど

が

含
ま

れ
る

。

仏
教
の

霊

的
存
在
に

関
し

て

は
、

他
と

ど

う
し

て

も

区

別
し

た
い

時
、

「

仏
が

み

さ

ん
」

す

な
わ

ち
「

仏
教

の

神
」

（

生

駒
の

行

者
）

と

呼
ぶ

者
も
い

る
。

し

か

し
、

日

常
的
に

は
、

神

仏
習

合
的
な

信
仰

対
象
〔

蔵
王

権
現
や

秋

葉
権

現
の

よ

う

な

権
現
）

で

あ
ろ

う
と

、

二

重
の

守

護
神
（

例
え

ば
、

大
日

如
来
と

龍
神
の

総
体
と

し
て
）

で

あ
ろ

う
と

、

あ
る

い

は

単
に

仏

教
の

仏

菩

薩
明
王
（

不
動
明
王
な
ど
）

や

神
道
神
（

稲

荷
神
な

ど
）

で

あ
ろ

う
と

、

す
べ

て

は
一

様
に

「

カ

ミ

さ

ん
」

と

呼
ば
れ

て

い

る
。

　

彼
ら

の

神
殿
に

は
、

あ
ら
ゆ

る

神
々

が

肩
を

並

べ
、

時
に

は

何
十
も

の

神
々

が
、

多

様
か
つ

個
性
的
な

組
み

合
わ
せ

で

祀
ら
れ

て

い

る
。

そ

こ

で

は

あ
ら

ゆ

る

組
み

合
わ
せ

が

可
能
で

あ
る

。

神
式
の

神
殿
で

神
道、

仏
教

、

複
合
的
な

様
々

な

神
々

や

死
者
の

霊
に

囲
ま

れ

て
、

主
祭

神
と

し

て

神
鏡
の

後
ろ

に

祀
ら

れ
て

い

る

不
動

明
王

。

仏
式
も
し

く

は

神
式
の

祭
壇
上
で

阿
弥
陀
如

来
や

不
動
明
王

を

脇

侍
に

し

た
狐

神
や

竜
神

。

寺
院
の

本
尊
と

し

て

厨
子

の

中
に

隠
さ

れ

た

大
日

如
来
像
を

神
体
と

す
る

竜

神
。

組
み

合
わ
せ

と

し
て

は
、

神
式
の

神
殿
、

仏
式
祭
壇

、

死

者
の

霊
を

ま

つ

る

神
棚
が
一

つ

の

道
場
の

中
に

隣
り

合
わ

せ

で

置
か

れ
て

い

る
こ

と

も

あ
る

し
、

同
じ

敷
地

内
か

寺

院
境
内
で

、

三

つ

の

祭
壇
が

そ

れ

ぞ

れ

三

つ

の

建
物
の

中
に

据
え

ら

れ
て
い

る
こ

と

も
あ
る

。

祭
祀
の

形
態
も
仏

教、

神

道
、

民

俗
信
仰

、

修
験

道
な

ど

雑
多
な

要
素
の

組
み

合
わ
せ

で

あ
る

が
、

そ

の

多
く
は

完
全
に

行
者
の

独
創
で

あ
り

、

そ

こ

に

は
一

人

の

行
者
だ
け

が

持
つ

独

特
の

雰

囲
気
が

醸
し

出
さ

れ

て

い

る
。

　
こ

う
し
た

信
仰
対
象
や

祭
祀
の

混

合
と

乱
立

は
、

】

見
し

た

だ

け
で

は

単
な

る

無
秩

序
に

し

か

見
え
な
い

。

と

こ

ろ

が
、

行

者、

巫

者
一

人
ひ

と

り
の

信
仰
と

祭
祀

形
態
の

成
立
過

程
を

解
読
し

て

見
る
と

、

そ

れ

ぞ

れ
が

持
つ

機

能
の

中
に

、

神
仏
習
合
と

そ

の

継
承
の

力
学
を

読
み

取
る

こ

と

が
で

き
る

の

で

あ

る
。

　

実
際

、

フ

ィ

ー

ル

ド
ワ

ー
ク
に

よ

っ

て
、

守

護
神
と

な
る

主

神
・

本

尊
や
そ

の

他
の

神
々

の

選
択
は

決
し

て

恣

意
的
と

か

出
鱈

目
で
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は

な
い

こ

と

が

明
ら

か

に

な
っ

て

い

る
。

巫

者
の

宗
教
的
機
能
を
正

当

化
す
る

入
巫

儀
礼
の

際
に

「

降
り
た
」

神
は

守

護
神
と
な

る

が
、

こ

の

神
は

巫

者
の

個
人

的
来
歴
に

関
わ

る

と

考
え
ら

れ

て

い

る
。

こ

の

関

係
は

師
子

相
承
に

よ

る

系
譜

型
に

な

る

こ

と

も

あ

れ

ば
、

婚
姻
タ

イ
プ

の

縁
組
型
に

な

る

こ

と

も

あ
る

が
、

こ

れ

に

よ
っ

て

個
人

的
に

結
ば
れ

る

巫

者
と

守
護

神
は

コ

緒
に
」

歩
ん

で

い

く

と

考
え
ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

に

加
え

て
、

多
く
の

場
合
に

お

い

て
、

守
護

神
は

親
か

、

父
方
か

母
方
の

親
戚
あ
る
い

は

祖
先
の

誰
か

が

以
前
に

祀
っ

て

い

た

神
の

再
臨
と

み

ら

れ

て

い

る
。

　
こ

う
し
た

系
譜
の

構
築
は

神
々

に

独

自
の

時
空

間
を

付
与
す
る

。

実
際

、

家
系
と

霊
的
に

結
ぼ
れ
る
こ

と

（

そ

れ

は

成
巫

の

き
っ

か

け

と

な
っ

た

人
生

上
の

困
難
を

解
決
す

る
一

つ

の

手
段
で

あ
る
）

で
、

神
々

は

あ
る

場

所
と

状
況
に

結
び
つ

け

ら
れ

る

（

実
家、

ま
た

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　（
16）

は

同
神
を

以
前
祀
っ

て
い

た

親
類
が

信
者、

檀
家

、

あ
る
い

は

宗
教
職
能
者
と

し
て

参

詣
し
て
い

た

神

社
や

寺
院、

修
行

場
な
ど
）

。

そ

し

て
、

こ

の

宗
教
的
な

場
所
を

中
心
と

し

て
、

巫

者
の

時
空

間
と

の

関
係
が

作
り
出
さ

れ

て

い

く
の

で

あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

神
式

、

仏
式

、

あ
る
い

は

「

習
合
的
」

な

信

仰
対
象
で

あ
れ

、

そ

れ
ぞ

れ

の

カ

ミ

に

唯
一

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

と

性
格
を

与
え

る

の

は
、

こ

の

土
地

性
と

も
い

う
べ

き

地

縁
性
な

の

で

あ
る

。

守

護
神
は

こ

の

よ

う
な

「

系
譜
性
」

（

ぴq
曾
o

巴
。
αq

邑

と

「

地
縁
性
」

（
け

Φ

巳

§
邑
ま）

に

よ
っ

て

独
自
性
を

獲

得
す
る

の

で

あ
る

。

　

仏
教
の

仏
菩
薩
明
王
な

ど

が

「

カ

ミ
」

の

身
分
に

達
す
る

の

は
こ

う

し

た

過

程
に

よ

る
。

大
阪
府

富
田
林
市
の

瀧
谷

不
動
明
王
（

瀧

谷
不
動

明
王

寺
本
尊
）

は
、

京
都
の

雲
ヶ

畑
に

あ
る

岩
屋
寺
の

不
動
明
王

や

関
東
の

成
田

山
の

本
尊
と

同
じ

で

は

な
い

。

何

故
な
ら

、

い

ず
れ
の

不
動
明
王

も
そ

の

土

地
の

歴

史、

そ

こ

の

山
や

滝
の

神
々

と

関
係
づ

け

ら

れ
こ

と

に

よ
っ

て
、

ま

た
、

そ

の

信
仰
を

管
理
す

る

宗
教
組
織
と

施
設
（

寺
社
堂
宇
な

ど
）

の

歴
史
と

結
び
つ

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

単
独
の

存
在
に

さ

れ
て

い

る

か

ら
で

あ

る
。

従
っ

て
、

そ
れ
ぞ

れ

の

不
動

明
王
の

独
自
性
と

霊

験
、

験
力
は
二

重
の

言
説
に

よ
っ

て

支
え
ら
れ
て

い

る
。

一

つ

は

土
地
の

伝
説
や

縁
起
で
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あ

り
、

二

つ

は

巫

者
が

自
分
自
身
の

生
い

立
ち

、

霊
的
体
験
か

ら

作
り
上
げ
た

物
語
で

あ
る

。

　
こ

の

点
で

、

こ

れ

ら

不
動
明
王
た

ち

も

他
の

神
々

も

同
様
で

あ
る

。

神
は
、

一

つ

の

カ

テ
ゴ

リ
ー

（

地
神

、

水

神、

山

神
、

火
神
な

ど
）

に

属
し

な

が

ら
、

地
理

的
に

特
殊
化
さ

れ

た

名
前
（

00

山
の

山
の

神）

と

そ

の

来
歴
（

誰
が

そ

こ

で

初
め

て

OO

明

神
を

水
神

と

し
て

祀
っ

た

な

ど
）

に

よ
っ

て
、

こ

の

カ

テ
ゴ

リ
ー

の

内
部
で

差

異
化
さ

れ
、

そ

れ

ぞ

れ

唯
一

の

神
々

と

し

て

位
置
づ

け

ら
れ

る

の

で

あ
る

。

　

あ
る

土

地
と

結
び

つ

く

（

地

縁
性
を

も
つ
）

こ

と

に

よ
っ

て
、

神
仏
・

カ

ミ

ガ

ミ

た

ち

は

「

こ

の

世
の

た

め
」

の
、

さ

ら
に

は
、

特

定
の

「

社
会
集
団
」

や

特
定
の

「

信
者
集

団
」

の

た

め

の

霊

的
存

在
と

な

る
。

カ

ミ

ガ

ミ

は
「

死
後
」

を

思
う

時
に

だ

け

考
え

る

縁
遠

い
、

抽
象
的
な

存
在
な

ど

で

は

な
く
、

生

者
を

救
い

、

罰
す

る

存
在

、

つ

ま

り、

信
心
が

か

れ

ら
に

付

与
す

る

「

独
自
の

霊

的
機
能
」

に

従
っ

て
、

今
こ

こ

で
、

生

者
の

行
い

に

「

反
応
」

す
る

存
在
と

考
え
ら

れ

て

い

る
。

　

神
仏
と
い

う
カ

ミ

ガ

ミ

に

「

地

縁
性
」

を

作
り
出
す
過

程
は

、

宗
教

者
と

地
域

共
同
体
に

共
通
し

て

い

る
。

両
者
と

も
、

何
世
紀
も

か

け

て
、

自
分
た

ち

の

地

域
で

祀
ら

れ
て

い

る

信
仰
対

象
の

全
て

に

特
有
の

個

性
を

構
築
し

続
け

て

来
た

の

で

あ
る

。

そ
こ

か

ら

生
ま

れ

る

世
界
観
と

宗
教
観
は

複
合

的
で
、

民

俗
信
仰

、

修
験
道

、

仏
教
と

神
道
の

要

素
の

混
淆
し
た

重
層
的
な

構
成
で

あ
り

、

こ

れ
こ

そ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
17）

が

明
治
の

禁

令
の

対
象
と

な
っ

た

も

の

で

あ

る
。

　

信
仰
対
象
の

伝
説
的
な

縁
起
が

語
ら
れ

、

祭

祀
を

執
り

行
う
た

び
ご

と

に
、

そ

の

社
会

集
団
は

カ

ミ

ガ

ミ

を

自
分
た

ち

の

も
の

に

し
、

そ

れ
を

再
確
認
し

て

い

く
。

と

こ

ろ

で
、

カ

ミ

ガ
ミ

の

も
う
一

つ

の

特
徴
は

、

同
時
に

ま

と

め
て

祭
祀
さ

れ

る
こ

と
、

し

か

も

神

式
、

仏
式、

修
験
式
の

ど

れ
か

、

も

し

く
は

区
別
な
く

（

つ

ま

り

習
合
的
に
）

祀
ら

れ
る

と
い

う
点
に

あ
る

。

例
と

し

て
、

こ

の

論
考

の

最
初
に

紹
介
し

た

女

性
行
者
の

信
仰
形
態
を

取
り
上
げ
て

み

よ

う
。
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こ

の

女

性
行
者
が
巫

者
に

な

る

成
巫
過

程
で

、

彼
女
の

第
一

の

守
護
神
と

し

て

「

降
り

て

き

た
」

の

は

瀧

谷
の

不

動
明
王

だ
っ

た
。

一

ヶ

月

後
、

師
匠
に

指
導
さ

れ

て

神
降
ろ

し

を

行
っ

た

時
、

彼
女
は

第
二

の

守

護
神
と

し

て

不

動
明
王

の

眷
属
で

あ
る

狐
、

高
塚
大
明

神
を

名
指
し

た
。

多
く
の

巫

者
と

同
じ
く
、

こ

の

女
性
行

者
も
二

つ

の

守
護
神
を

持
ち

、

そ

の

両
方
を

等
し
く

「

カ

ミ

さ
ん
」

と

名
付

け
て
い

る
。

主
守
護
神
は
「

仏
教
神
」

で

あ

る

が
、

副
守

護
神
は

「

中
間
神
霊
」

で

あ
る

。

女

性
行
者
に

よ

れ
ば

、

二

つ

の

カ

ミ

と

も

祖

母
か

ら

引
き

継
い

だ

も
の

で

あ
る

。

彼
女
の

祖

母
は

不
動

明
王

と

高
塚
大
明

神
が

も

と

も

と

祀
ら

れ

て

い

た

場
所

−
瀧
谷

不
動
明

王

寺
と

深

江
稲
荷
神
社

1
の

近
く
に

住
ん

で

い

て
、

そ

の

信
者
だ
っ

た

と
い

う
の

で

あ

る

（

ち

な

み

に
、

女

性
行
者
の

祖
母

が

活
動

し
て

い

た

時
代
は
一

九
三

〇
〜
一

九
四

〇
年
代
で
、

宗
教

的
事
象
の

国
家
に

よ

る

排
斥
と

支
配
が

最
も

過
激
だ
っ

た

時

代
で

あ

る

の

が

見
逃
せ

ぬ

こ

と

で

あ
ろ

う
）

。

　

こ

の

神
降
ろ

し

の

最
中

、

師
匠
（

女

性）

が

二

つ

の

守
護

神
へ

の

祭

祀
の

方
法
を

尋
ね

た
。

　

　
「

シ

ン

（

神
）

で

祀
る

か
、

ブ

ツ

（

仏
）

で

祀
る

か
」

　

そ

の

答
え

は
、

　

　
「

シ

ン

で

祀
っ

て

く

れ
」

　

最
も

大
事
な
こ

の

成
巫
の

場
に

お

い

て
、

女

性
行
者
が

使
っ

た

言
葉
は

、

「

シ

ン
」

と

「

ブ
ツ
」

で

あ
る

の

は

注

目
し

て

お

き

た
い

。

彼
女
に

よ

れ
ば
、

こ

れ

は

「

カ

ミ
」

や

「

ホ

ト

ケ
」

を
意

味
す
る

も

の

で

は

な
く

、

む

し

ろ

祭

祀
の

形
態

、

つ

ま

り

宗
教
的
準
拠
を

指

し

て

い

る
。

な
る

ほ

ど
、

こ

こ

で

問
題
な

の

は
こ

の

カ

ミ

ガ

ミ

の

本
質
で

は

な

く
、

そ

の

祭
祀
の

あ
り
方
な
の

で

あ
る

。

　

こ

の

女
性
に

尋
ね

て

み

る

と
、

「

シ

ン
」

式
の

祭

祀
法
が

選

択
さ

れ

た

（

「

し

め

さ

れ

た
」

）

理

由
は

、

お

そ

ら

く
、

師

匠
が

稲
荷
神

を

祀
っ

て

い

る
こ

と
、

ま

た
、

祭

祀
が

（

ブ

ツ

式
ほ

ど
）

複
雑
で

は

な
い

か

ら
だ
ろ

う
と

説

明
し

て

く
れ

た
。

現

実
に

、

彼
女
は

神
殿
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を

建
て

、

そ

こ

に

仏

具
を
置
き

、

自
ら

ア
レ

ン

ジ
し

た

神
道
風
の

祝
詞

、

仏
教
式
の

祈
り

と

誦

経
、

修
験
の

護
摩

、

祈
濤
法
と

呪
文

、

創
作
の

交
錯
す
る

修
験
道
型
の

信
仰
形
態
を

営
ん

で

い

る
。

何
故

、

修
験
道
を

手

本
に

す
る

の
か

と

尋
ね

る
と

、

そ

れ

は

「

も
っ

と

も

自
由
が
き

く
か

ら
で

あ
る
」

と

強
調
す
る

。

　
こ

こ

か

ら

わ

か

る

の

は
、

仏
教
（

修
験
）

的

守
護
神
の

方
が

優
勢
（

す
な

わ
ち

、

二

つ

の

う
ち

先
に

現

れ
た

の

は

不
動
明
王

で

あ

り
、

し

か

も

他
方
よ

り
位
が

高
い
）

だ

と

し

て

も
、

排

他
的
に

仏
教
的
祭
祀
形
態
に

な

る

必
然

性
は

な

く
、

不
動
明
王

が

神
式
の

神
殿

の

本

尊
に

な

り
、

そ

の

他
に

も
、

異
な

る

宗

教
背
景
と

由

来
を

も
つ

様
々

な

カ

ミ

ガ

ミ

と

と

も
に

同
じ

時
と

場
で

祭
祀
し

て

も

よ
い

と

考
え

る

信
仰
環

境
で

あ
る

。

優
先
さ

れ

て
い

る

の

は
、

信
仰
的
来
歴
と

個
人
の

人
生
の

個
別

的
な

状
況
で

あ
り

、

そ

れ

ら
は

多
様
な

形

態
を

取
っ

て
、

独
特
な

唯
一

の

宗
教
形

態
と

し

て

凝

固
す
る

。

こ

の

形

態
と

は

記

憶
、

つ

ま

り
（

現
実
と

し
て

認
識
さ

れ
て

い

る
）

「

あ
る
」

過
去
の

記
憶
で

あ
り

、

そ

こ

か

ら

（

自
分
の
）

現
在
が

、

そ

し

て

現

在
か

ら

未
来
が

作
り
出
さ

れ
て

行
く

（

こ

の

例
で

言
え

ば
、

母
方
の

信
仰
系
譜
か

ら
カ

ミ

を

引
き

だ

す
こ

と

で
、

こ

の

女

性
行
者
は

自
分
の

人
生
に

立
ち

塞
が
っ

て
い

た

夫
と

の

対
立

を
乗
り

越
え

、

宗
教
者
と
い

う
新
た
な

身
分
と

役
割
の

中
に

自
分
を

見
出
し
、

さ

ら

に

周
囲
か

ら
も

認
め

ら

れ
た

の

で

あ
る

）

。

独
自
の

信

仰

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヘ
　

　
　
へ

の

形

態
と

は

巫

者
の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

が

固
め

ら

れ

る

中
心
で

あ
る

。

そ

こ

は

実
践、

祭

祀
、

信
仰
を
巫

者
が

構
築
し

て
い

く
出

発

点
で

あ
り

、

継
承

で

あ
る

と

同
時
に

創
造
の

場
で

あ
る

。

　

行

者
や

巫

者
は

、

自
分
に

し

た

の

と

同
様
に
、

信

者
や

依
頼
者
の

た

め

に
、

彼
ら

の

家
族
の

歴
史
に

関
係
し
た

守

護
神
を

呼
び

出
し

て
、

多
く
の

場

合
、

彼
ら
の

先
祖
が

祀
っ

て

い

な

が

ら

忘
れ
ら
れ

て
い

た

神
霊
が

、

自
分
の

媒
介
に

よ

っ

て

再
臨
し

た

の

だ
と

言
う

。

こ

れ

ら

の

宗
教

者
た

ち
こ

そ
が

世

代
を

越
え

た

習

合
的
信
仰
を

普
及
さ

せ

続
け

て

来
た

中
心

人
物
で

あ
り

、

そ

れ
は

明
治

期
の

禁

令
に

よ
っ

て

も

変
わ

る
こ

と

は
な
か

っ

た
。
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以
上
の

よ

う
な

宗
教

者
に

よ

る

「

習
合
的
」

な
カ

ミ

ガ

ミ

の

構
築
は

、

個
人
と

生

活
空

間
と

の

間
に

意
義
の

あ
る

関
係
を

作
る

も

の

と

し

て

必

要
と

さ

れ

続
け
て

き

た

と

言
え

る

が
、

こ

う

し

た

構
築
は

地
域

共
同
体
で

も

年
中
行
事
や

祭
礼
を
通
じ
て

同
様
に

行
わ
れ

て

い

る
。

い

ず
れ

の

場

合
に

働
い

て

い

る

の

も
、

系
譜
性
（
ゆq
曾
伽

巴
。
αq

邑

と

地

縁
性
（

叶

Φ

艮
8
「

芭
ま）

の

論
理
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

祭

礼

の

際、

時

間
軸
の

垂
直

的
な

「

代
々
」

と
い

う
つ

な

が

り

の

意

識
と

水
平

的
に

広
が

る

共
同
体
の

連
帯
感
と

が

交

差
し

、

強
化
さ

れ
、

個
人
や

集
団
の

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

が

構
築
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

こ

の

意
味
で

、

習
合
的
な

カ

ミ

ガ

ミ

の

祭
祀
は

共
同
体
の

「

共
同

記

憶
装
置
」

で

あ
る

と

言
え
る

。

し

か

も
、

祭
礼
に

お

け

る

雑
多
な

宗
教
的

要
素
の

相
互
浸

透
こ

そ

が
、

も

の

の

考
え

方
を

柔
軟
に

し
、

排
他
的
傾

向
を

抑
制
す
る
一

つ

の

手
本
と

ま

で

見
え

て

く
る

。

三

河
の

花

祭
り

、

西
日

本
の

荒

神
神
楽

、

東
北
の

山
伏
神
楽
と

い

っ

た

ー
と

く

に

託
宣
を
と

も
な

う

−
共
同
体
全

体
に

よ
っ

て

執

行
さ

れ
る

大
規
模
な

祭

礼
が

示
す

よ

う

に
、

祭
礼
の

ア
イ

デ

ン

テ
ィ

テ

ィ

を

な
す

力
学
は

変
化
を

取
り
込
ん

で

い

く

開
か

れ

た
シ

ス

テ
ム

で

も

あ
る

。

こ

れ

に

比
べ

れ
ば

、

思

想
的
に

偏
っ

て

い

た

明
治
の

国

家
神
道
は

、

流
派
の

多
様
性
と

差
異
を

否
定
す
る

、

地

域
的
信

仰
の

系
譜
と
一

切
断
絶
し

た

排
他

的
な

運
動
に

し
か

見
え

な

か

っ

た

だ

ろ

う
。

　
も

ち

ろ

ん
、

以
上
に

見
た

過

程
が

、

神
仏
習

合
が

存
続
し

た

複
合
的
な
理

由
の

全
て

で

は

な
い

。

し

か

し
、

こ

こ

か

ら

は

諸
々

の

社

会
集

団
が

神
仏
に

対
し
て

抱
い

て

い

た

愛
着
の

深
さ

が

理
解
さ

れ

る
。

ま
た

同
時
に

、

地

縁、

血

縁
、

精
神

性
の

要
を
狙
い

撃
ち
に

し

た

明

治
政
府
の

攻

撃
目
標
の

あ
る

意
味
で

の

正

確
さ

も

肯
け
る

の

で

あ
る

。

神
仏
非
分

離
と
い

う

曖
昧
な

、

統
→

さ

れ

ざ

る

状
態
が

続

い

た

理

由
は

、

内
部
的
に

は
、

習

合
的
な

状
態
に

深
く

根
ざ

し
、

そ

れ
を

維
持
す
る

こ

と

を

止
め

な
い

こ

う
し
た

過

程
が

あ
っ

た
か

ら

で

あ
る

が
、

外
部
的
に

は
、

明
治
の

宗
教
改

革
に

そ

も

そ

も
欠

陥
が

あ
っ

た

た

め

で

あ
る

。

　

紛

糾
す

る

こ

の

時
代
に

対
し

て
、

地
域
社
会
の

現
実
と

個
人
の

問
題
と

い

う

観
点
か

ら

ア
プ
ロ

ー

チ

し

て

み

る

と
、

そ

こ

で

問
題
に
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な
っ

て

い

る

も

の

は
、

中
央
政

府
か

ら

の

規
範
に

対
す
る

地

方
的
慣
習
と
い

う
二

項
対
立
よ

り
も
は

る

か

に

複
雑
で

あ
る

こ

と

が
わ

か

る
。

　
こ

こ

に

生
じ

た

曖

昧
な

状
況
は

、

あ
る

力
学
の

結
果
な

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

複
数
の

力
が

相
互

作
用
し

た

結
果

、

す

な

わ
ち

、

複

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

（
18）

数
の

権
力

、

複
数
の

規
範
の

間
で

行
わ

れ

た

可

視
、

不
可
視
の

複
雑
な
「

交
渉
」

の

結
果
な

の

で

あ
る

。

し

か

も
、

こ

の

「

交
渉
」

は

一

つ

の

集
団
の

内

部
で

も

行
わ
れ
た

も

の

で

あ
り

、

そ

れ

は

中
央
政

府
も

例
外
で

は

な
い

。

こ

う
し
た

観
点
に

立
て

ば
、

近
代
の

最
も

重
要
な

こ

の

時
期
に

、

人
々

が
い

か

な

る

戦
術
を

用
い

て

切
り

抜
け
た
の

か
、

そ

の

多

様
性
を

ま

た
別

様
に

検
討
す
る
こ

と

が

で

き

る

は

ず
で

あ
る

。

　

今
日

で

も
、

宗
教
に

対
す
る

あ
ら

ゆ

る

立

場
と

考
え

方
を
正

当
化
す
る

際
、

明
治、

大
正

、

昭
和
初

期
に

行
わ
れ
た

抑
圧
的
な
宗

教

政

策
が

社
会
や

制
度
に

も
た

ら

し

た

肯
定
的
・

否

定
的
な

結
果
を

参
照
す
る
こ

と

が

行
わ
れ

て
い

る
。

明
治
の

断
絶
と

そ

の

後
の

思

想

的
、

社
会

的
影
響
を

解
明
す
べ

く

多
く

の

研
究
が

行
わ

れ
て

き

た
。

し
か

し
、

歴
史
の

断

層
を

通
じ
て

、

秩
序
と

暴
力
を

処
理
す
る

た

め

に
、

い

ろ
い

ろ

な

土
地

、

私
的

、

共
同
的
空
間
に

お

い

て

続
け
ら

れ
て

き

た
、

こ

の

継

続
中
の

交
渉
の

多
様
な

側
面
を

明
ら

か

に

す

る

に

は
、

す
べ

き

こ

と

が
ま

だ

ま

だ

多
く

残
さ

れ

て
い

る
。

　

明

治
の

近

代
化
と

い

う

巨
大
な

流
れ

と

の

関
係
で

言
え

ぱ
、

一

方
に

は

「

野
方
図
に

近

代
的
で

進
化
主

義
」

の

も
と

で

行
わ

れ
、

他

　

　

　
　

　

　
　

（
19）

方
に

は

「

独

善
と

混
乱
」

を
生
ん

だ

神
仏

分
離
は

、

た

し

か

に

未
完
成

、

半
ば
失

敗
で

あ
っ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず
（

も
し

く

は
、

そ

の

せ

い

で
）

、

日

本
人
の

心

性
を
深
く
ま

で

変
え
た

推
進
力
の
一

つ

で

あ
っ

た

と

言
え
る

。

し

か

し

な

が

ら、

古
来
の

考
え

方
や

表
象
の

折
衷

的
使
用
の

全
て

を
、

ま

た

神
仏
習
合
に

基
づ

く
思

想
と

実

践
の

存
続
を

、

懐
古
主
義
や

蒙
昧
さ

の

現
れ

と

し
て
一

概
に

片
付
け

る

こ

と

は

で

き

な
い

と

思
わ
れ

る
。

何
よ

り
そ

れ

を

教
え

て

く
れ

る

の

は
、

現
代
日

本
の

大

都
市
で

活
動
を

続
け
て

い

る
、

修
験
道
を
よ
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り

ど

こ

ろ

に

す
る

行
者
や

巫

者
た

ち

　
　
と

り
わ

け

セ

ク

ト

的
組
織
を

作
っ

て

自
閉
し

て

し

ま

う
こ

と

を
拒

否
し

て

い

る

彼
ら

　

　
の

実
り

豊
か

な

活
動
で

あ
る

。

直

接
的
な

体
験
の

中
で

意
味
を

紡
ぎ
続
け

る
こ

れ

ら

の

人
々

は
、

状
況
次
第
で

は
、

型

破
り
で

極
端
な

立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　

　ヘ
　
　
　

へ

場
に

も
至
り
か

ね
な
い

。

け

れ

ど

も
、

彼
ら

の

活

動
の

舞
台
は

個
人

・

共
同
体
・

社
会

全
体
そ
れ

ぞ
れ

の

空
間
の

つ

な

ぎ
目

、

ま

た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　　
ヘ
　　
　へ

「

伝
統
」

・
「

近
代
」

・

「

最
先
端
」

の

現
在
の

つ

な
ぎ

目
で

あ
る

。

複
数
の

信
仰
の

共

存
と

融

合
を

生
き

る

彼
ら
は
、

多
様
な

意

味
や

視

点
の

可
能
性
を
示

し

て

お

り
、

そ

れ
ら

が

収
束
さ

れ
る

際
の

豊
饒
性
を

自
ら

が

考
え

、

そ
し

て

ま

た

考
え
さ

せ

て

く
れ

る

人
々

で

あ

る
。
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神仏習合の 系譜

注
（
1）
　
五

来
重
「

稲
荷
信

仰
と

仏
教

−
荼
吉
尼
天
を

中
心
と

し
て
」

（
五

来
重

編
『

稲
荷
信
仰
の

研

究
』

山
陽
新
聞
社、

】

九
八

五

年）
、

七
ニ

ー
一

七

〇

　
　
頁

参
照

。

（
2

）

　
ア

ン

ヌ

　
ブ
ッ

シ

イ

「

稲
荷
信
仰
と

巫

覡
」

（

五

来
重

編
『

稲
荷
信
仰
の

研
究
」

山
陽
新
聞

社、

一

九
八
五

年）
、

一

七
三

−
三

〇
五

頁
。

（
3）
　
鈴
木
正

崇
『

神
と

仏
の

民
俗
』

吉

川
弘
文
館、

二

〇
〇
一

年
。

早
川

孝
太
郎
『

早
川
孝
太

郎
全
集
』

第
一

巻
、

第
二

巻
、

未
來
社、

一

九
七
一

年
、

　
　
一

九

七
二

年
。

本
田

安
次
『

霜
月

神
楽
の

研
究
』

明
善
堂
書
店

、

一

九
五
四

年
等
参
照

。

（
4）
　

池
上
良
正

『

民

間
巫

者
信
仰
の

研
究
』

未
來
社、

一

九
九
九

年
、

一

四

−
四

四

頁
参
照

。

（
5）
　
こ

の

問
題
の

詳
細
に

つ

い

て

は
、

明

治
維
新
の

諸
宗
教
策
と

地
方
で

の

そ

の

受
容
を

論
じ
た

以

下
の

論
文
を

参
照
さ

れ

た
い

。

》

巨
Φ

bUo
¢
o
げ

ざ

　
　
《

国

二
 

〇

三
け

Φ

ω
Φ

鑓−
け・
＝

ω

げ

冒
δ

雲
σ

8
像

き一
ρ

器
M

》一

〇

電
黛

毒堕
9
ミ
恥

誘

靴、
鳳

欝

§
硫

ミ
も

嵩

ミ
鴇
辞

づ。

目

』
OO

♪

℃

℃。

麟
山
8幽

（
6）
　
村
田
安
穂
『

神
仏

分
離
の

地
方

的
展
開』

吉
川
弘

文
館

、

一

九
九
九
年、

参
照

。

（
7）

R
諺

目
Φ

ゆ
。

琴
冨’
《

国

二
 

8一
譜
ω

奠
騨−
け−
自

ω

三
茸
02

げ
。

＆
自

ぼ

昼
鳴
》

も
℃’
 

〒

蓐

（

8
）

　
ア

ン

ヌ

　
ブ
ッ

シ

イ
「

稲

荷
信
仰
と

巫

覡
」

。

ま
た、

ぎ
Φ

切
o

琴
プ

〜

ト

跨
o

ミ
昏

器
し・

§

紹
帖

ミ
ミ

ぎ゚

ミ
鴨

駄、
§
恥

誉
§
§
鴨

愚
嘶

職

ミ
蹄

紺

譜

隷

　
　
特

8
の

禽
亀
q
詰

§
浅

ド

ミ
も

謡

§

薫
鴇
嘶

黛
魯

→
o

巳
o

昜
P
勺

d］
≦−
NOO9

（

9
）

　
長
野

覚
「

明
治

維
新
と

英
彦

山
山
伏
」

（
田

川
郷
土

研
究
会
編
『

増
補
英
彦
山
」

葦
書
房、

一

九
七

八
年）
、

九
一

〇

1
九

＝

頁
。

（

10
）

　
宮
家
準
『

修
験

道
組
織
の

研
究
』

春
秋
社

、

［

九

九
九
年

。

〉

目
 

切
09

身
蓋

∪

巳
 
ぴq宀
ぼ

日
Φ

Φ
叶

匹
Φ
一 ．
筥
働
σq一
冖

巨
Φ

庫

穹
ω
一
Φ

ω

巨
σq
Φ

コ
α
◎

o

『
QD

穹
αq
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α
 

σ
二

α
創

70
ド

、
ω
粉

O
ひq

血
Φ
ω

 

時
Φ

ω

ロ
Φ
ω

旨
O
欝
け

四
ゆQ
昌
Φ
ω、
り

》魑
卜

醤
ミ
ミ
舞
跨℃
丶

融
帆

職

ミ
ミ
母
壽
仍

−
卜
霞

＆
§

絵

ミ
ら

黜
も

謡

軋
鳴

 

ぎ
袋

討
ミ
聾

鴨

賢

ミ

蠧
O

§

諺゚

じuO

二
〇

7
ざ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

　

　
O°
Om

ほ
伽

Φ
叶

雪

い
QO

『

P
ロ

負

 

α
ω

；

O

巳
H°
《

卑
巳
 

ω

9
α

∋
餌
口
ρ

器
ω

》

一

9
国
勾

国

O啣
卜ρ

OO

伊

燈

O°
一

一

HI

一

刈
¶°

（
11
）

　

》
昌
昼
Φ

じUO
二
〇

『

ざ
《

い
聾

O
聾
ω

O
鋤
偶
Φ

卑
一．
伽

O
注
け

O
マ
Φ

lU
賓

昌
餌

日
δ
信
Φ

α
Φ

「

窪
ω
什

O
貯
Φ

自

蝿

｛

巴
冖

吋

Φ

嵩
伊q
δ
β

開

Φ
け

Q
Φ

噌

9
げ
昌

90

咀
Φ

匹
二

｝

四
℃

O
コ

」
Φ

O
勉
oD

　

　
鳥
犀

の

『

露
ゆq
 
昌
島
O

》い

しu
国
国
国
OQo

刈

ー

ド

NOOPO

歹
9Q

雌
山
 

ρ

　
ま
た、

《

U噛
Φ

冓
泳
Φ

α
ロ

昌
ω

寅

日
O

暮
餌

題
Φ

O
信

尉
9
喝

寉
09

Φ

「

Φ
⇒
O
郵
く

皿
0
Φ

α
ロ

頃

巴
け

　

　

話

封
δ
信

×

餌
ロ

冒
Oo

コ

y
国
悶
国
○

の

≦
o
げ

サ
イ

ト

鐸
8…
＼

＼

萋
≦°
 

け
o°
ヰ
＼

窟
σ

膏
碧
δ
昌
ω

＼
一

貫
コ
 

b
巨
ヨ
一

に

て

公
開、

二

〇
〇
三

年
。

（
12
）

　
一

九

八
六

年
に

出
版
さ

れ
た
一

九
八
四

年
の

調
査
（
昭

和
六

〇
年
版
『

宗

教
年
鑑
」

文

化
庁）

に

よ
る

。

（
13
）

　
ア

ン

ヌ

　
ブ
ッ

シ

イ

『

捨
身

行
者
実
利
の

修
験
道
』

角
川

書
店

、

一

九
七
七

年
。

（
14
）

　
政
府
と

各
府
県
の

法
令
と

禁

令
に

関
す
る

基

礎
資
料
と
し
て

は
、

辻
善
之

助
他
編
『

明
治
維
新
神

仏
分
離
史
料
』

（
東
方

書
院、

一

九
二

六

ー
二

九

　

　

年）

名
著
出
版、

一

九
八
三

ー
八

四
年。

「

府
県
資
料
〈

民
俗
・

禁

令
〉

」

（

『

日

本
庶
民
生

活
資
料
集
成
』

第
二

】

巻、

三
一

書
房

、

一

九
七

九
年

。

安

　

　

丸
良
夫
・

宮
地
正
人

編
『

日

本
近

代
思
想

体
系
5
　
宗
教
と

国
家』

岩
波
書

店、

一

九
八

八

年、

な

ど
が

あ
る
。

（

15
）

　

以
上
の

数
字
は、

神
田
よ
り

子
「

巫

女
の

生

活
誌
（
H
）
」

〔
『

民
俗
宗
教
』

第
三

集、

一

九

九
〇
年）

、

＝
三

−
一

六

六

頁
に

よ

る
。

（

16
）

　
こ

の

問
題
に

関
し

て

は、

諺

目
Φ

じウ
o
匚
o
げ

ざ
《

い
Φ
ω

日
o

葺
9
αq
昌
 

゜。

ω

曾
o

暮−

巴
 

ω

Ω

謝
Φ
同
け

伽

霧
O

贄
一

Φ
ω

匹一
Φ

皿

箆
い”
巴
氛

葺
 

〇

二
Φ

ω

實
08

ω
。。

¢
ω

ユ
Φ

　

　
∩

o
冨
ω

畔
二
〇

匡
o
口

q
賦
 
昌
匡

菰
o
げ
Φ
N

す
自り

の

b
 

鼠

巴
貯
叶

Φ

60

匹
目

oo

ロ
け

m

臼

9
「

 

臼
口

く
Φ
O

δ
ω

臼
Φ

⊆

区

 
叶

δ
ω

霧
b
二
け

ω

餌

＝

一

四

〇
〇

コ

》ー

ミ
鳴

ミ

職

載
勲

§
自

礒
跨憎

　

　

§
幾
爵
職
O
謡

鯵

匍

鵞
蔑

勢

ミ
O
蹄

騨
リ

ミ
丶

ミ
゜ っ

09

嘶

臓

ミ
O
毳

ミ゚
・

緊

ト
ら

罸
駄

黥
肺

こ
冴

ミ

ミ
禽

さ
蕊

譜
の

丶

ざ
謡

零−
、

憩
O

器

ミ
聴
肋

N

 
鴨

NlN

§皆
旨
剛゚

しd
Φ

昌
げ

OP

　

　

諺゚

頃
09

げ

ざ

℃°

叩

ω
o
ロ

博
評

Φ
匹
ω

魑゚
oo

＝°
《

ゆ

ε
住
Φ

ω

昏
仙

巨
餌

ぼ
ρ

¢

霧
》

δ℃

国

閃

国

ρ

卜。

OO

尸

勹
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