
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

神
仏
隔
離
の

要
因
を

め

ぐ
る

考
察

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

佐

　
藤
　
眞

　
人

〈
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V
　
神
仏
隔
離
の

意

識
は

は

や
く

『

日

本
書
紀
』

の

中
に

も
認
め
ら
れ

て

お

り

律
令
神
祗
制
度
の

形
成
期
か

ら

神
道
の

独
自
性
を

支
え
る

要

　
素
で

あ
っ

た

と

推
測
さ

れ
る

。

神
仏
習
合
が

頂
点
に

達
し

た

称
徳
朝
に

道
鏡
に

よ

る

宇
佐
八

幡
宮
託
宣

事
件
が

王
権
の

危
機
を

招
い

た

こ

と

に

よ
り

神

　
仏
隔
離
は
一

層
進

展
し
た

。

天
皇
お

よ

び

貴
族
の

存
立
の

宗
教
的
根
拠
で

あ
る

天
皇
の

祭

祀
の

場
に

お

い

て

仏
教
に

関
す
る

事
物
を

接
触
さ

せ

る

こ

と

　
は

、

仏
教
的
な

国
王

観
の

受
容
を

許
す
こ

と
に

な

る
。

そ

こ

に

神
仏
隔
離
の

進

展
の

大
き
な

要
因
が

あ
っ

た
。

さ
ら
に

九

世
紀
に

は

『

貞
観
式
』

に

お

　
い

て
、

朝
廷

祭
祀

、

と

り
わ
け
天

皇
祭
祀
に

お

け

る

隔
離
の

制
度
化
が

達

成
さ

れ
た

。

こ

の

段
階
で

は

平
安
仏
教
の

発
達
に

よ

っ

て

仏
教
が

宮
中
深
く

　
浸
透
し

た

こ

と

や
、

対
外
危
機
に

起
因
す
る

神
国
思
想
が

作
用

し
た

と

考
え
ら

れ

る
。

平

安
時

代
中

期
以

降
は

、

神
仏
習

合
の

進

展
に

も
か

か

わ
ら

　
ず、

神
仏
隔
離
は
さ

ら
に

そ

の

領
域
を

広
げ
て

い

っ

た
。

後

世
の

展
開
を

見
る

と

神
仏
隔
離
は

天
皇
祭

祀
の

領
域
に

限
ら
れ

る

も
の

で

は
な

く、

貴
族

　
社
会
に

広
く

浸
透
し

さ
ら
に

は
一

般
社
会
に

も

規
範
と

し

て

定
着
し

て

い

き

今
日
の

神
道
を

形
作
る

大
き
な

要
因
と
な
っ

た
。

〈
キ
ー
ワ

ー
ド
〉

　
神
道、

神
仏
隔
離

、

神

仏
習
合、

神
祗
祭

祀
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は
じ
め

に

　

日

本
の

宗
教
史
が

神
仏

習
合
を

基
調
と

す
る

と
い

う
認

識
が

広
く
定

着
し

て

い

る
一

方
、

神
が

仏
を
忌
避

す
る

と

い

う
意

識
や

、

神
　
鋤

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

β

事
に

お
い

て

仏
法
を

忌
み

遠
避
け

る

と

い

う

事
例
が

多
く
の

記
録
文

献
に

み

え
る
こ

と

は
、

は

や

く

高
取
正

男
や

堀
一

郎
な
ど

が

指
摘
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−

し

て
い

る
。

と

り

わ

け

高
取
は

「

神
仏

隔
離
」

と

い

う

概
念
を

提
示
し

て

こ

れ

を

考
究
し
た

。

た

だ

し

そ

の

後
も
こ

の

問
題
に

関
す
る
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〔
2）

論
考
が

続
き

な

が

ら
、

神
仏
関
係
の

研
究
の

全
体
に

対
し

て

は

あ
ま

り
大
き

な

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と

が

な

か
っ

た

よ
う
に

思
わ
れ

る
。

　
今
日
も

、

神
仏
関
係
を

論
じ

る

に

あ

た
っ

て

は

神
仏
習
合
の

流
れ

が

主

軸
と

し

て

捉
え
ら

れ、

神
仏
分

離
は

そ

の

流
れ

の

中
で

の

限

定
さ

れ
た

領
域
の

反
動
的

現
象
と

し

て

捉
え

る
傾

向
に

あ
り

、

神
仏
習
合
の

特
異
な

発
現

形
式
で

あ
る

と

か
、

神
仏
習
合
の

進
展
と

と

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
3）

も
に

解
消
さ

れ

て

い

っ

た

と

の

見
通
し

が

述
べ

ら
れ

て

い

る
。

こ

う
し

た

現
状
は

「

神
仏
隔
離
」

を
日

本
宗
教
史
の

上

で

ど

の

よ

う
に

位
置
付
け
ら
れ

る

の

か
、

神
仏
習
合
と
い

う

相
反
す
る

現
象
と

ど

の

よ

う
に

関
連
付
け
ら
れ

る

の

か
、

十
分
に

究

明
さ

れ

て

こ

な
か

っ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
4）

た
こ

と

に
よ

る

も

の

で

あ
ろ

う
。

本

稿
で

は
、

こ

の

テ

ー
マ

に

取
り
組
む

前

提
作
業
と

し
て

神
仏
隔
離
と

い

う
現
象
が

生
じ

て

く
る

要

因
が
ど

こ

に

あ
っ

た

の
か

を

究
明
し

、

あ
わ
せ

て

そ

の

発
現
す
る

領
域
が

歴
史
的
に

ど

の

よ

う
に

展
開
し

て

い

っ

た

か

の

見
通
し
を

述

べ

て

み
た
い

。

黒
田
俊
雄
の

神
道
論
を
め

ぐ
っ

て

　

今
日

、

神
仏
関
係
を
論
じ

る

上

に

置
い

て
、

黒
田

俊
雄
の

業
績
を

看
過
す

る

こ

と

は
で

き

な
い

だ

ろ

う
。

黒
田
は

神
道
を

テ

ー
マ

と

し
た
一

連
の

論
文
に

お

い

て
、

「

神
道
」

の

語
に

は

本

来
「

日

本
の

民
族
的
宗
教
」

と
い

う

意
味
は

含
ま

れ
て

い

な

か

っ

た

と

す
る

津

　

　
　

　

　
　（
5）

田
左

右
吉
の

学
説
を

踏
ま

え
つ

つ
、

「

神
道
」

な

る

宗

教
は

近

代
以

前
に

は

存

在
せ

ず
、

仏
教
の
一

部
門

・

一

宗
派
と

し
て

捉
え
る

べ

き
だ
と

の

考
え

を

述
べ

て

お

り
、

今
日

に

お

い

て

は

中
世
宗
教

史
の

研
究

者
を

は

じ

め
と

し
て

広
く
こ

の

見
解
が

受
け

入
れ

ら
れ
て

い

（
6）る

。

た

だ

し

「

神
道
」

の

語
の

意

味
を

論

点
と

す

る

こ

と

に

は

問
題
が

あ
ろ

う
。

「

神
道
」

の

語
が

古
代

・

中
世
に

お

い

て

単
な

る

「

神
そ

の

も
の
」

「

神
と

し
て

の

地
位
」

等
を

意
味
す
る

語
に

す

ぎ
ず

、

今
日
の

よ
う
に

宗
教
の

総
体
を

示

す
語
で

な
か

っ

た
か

ら

と

い

っ

て
、

現
在
の

「

神
道
」

と
い

う
宗
教
を

古
代

・

中
世
に

遡
及
し

て
、

そ
こ

か

ら

捉
え
て
い

く

視
点
が

無
意
味
だ
と

い

う
こ

と

に

な

（360） 150
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（
7）

ら

な

い

だ

ろ

う
。

　
ま

た
黒

田
は

神
道
に

関
し

て

そ
れ

が

宗
教
で

あ
る

と

い

う
こ

と

を

必
ず
し
も

否
定
し

て

い

な
い

が
、

そ

れ

で

も
な
お
一

方
に

お

い

て

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
（
8）

「

土

俗
的
祭
祀
・

信
仰
」

あ
る
い

は

「

古
来
行
わ

れ

て

い

た

習
俗
で

あ
っ

た

祭

祀
や

信

仰
」

と
い

っ

た

表
現
を

用
い

て

宗
教
と

呼
ぶ

こ

と

を

巧

妙
に

回
避
し

て

い

る
。

あ
る
い

は
、

　

　

神
道
な

る

言
葉
で

い

わ
れ

る

独
立

の

宗
教
は

現

実
に

は

存
在
し

な

か

っ

た

の

で

あ
っ

て
、

あ
っ

た

の

は

儀
礼
の

系

列
だ

け
で

あ

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
9）

　

　
る

。

い

わ

ば

禁
忌
の

儀
礼
の

神
秘
的
演

出
の

体
系
こ

そ

が

「

神
道
」

の

名
で

呼
ば
れ

る

も

の

で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

と
い

う
よ

う
に
、

神
道
に

対
し
て

内
容
空
疎
な

儀
礼
の

体
系
と

い

う

評
価
を
下
し
て

い

る
。

こ

こ

に

は

高
度
な

教
義
体
系
を

具
え

て

こ

そ

真
の

宗
教
た
り

え

る

と
い

う

十
九
世
紀
的
宗
教

観
が

透
け

て

見
え

る
。

こ

の

点
は

あ
え

て

問
わ

な
い

と

し

て

も
、

古

代
か

ら

中
世
に

至
る

ま
で

の

神
道
の

あ
り

よ

う
に

つ

い

て
、

黒
田

は

次
の

よ

う
に

も

論
じ

て

い

る
。

　

　

奈
良
時

代
の

後
半
期
か

ら

平
安
時
代
の

後
期
に
い

た

る

か

な

り

長
い

期

間
は
、

「

神
道
」

つ

ま

り
土

俗
的

祭
祀

・

信
仰
に

お

け
る

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
10＞

　

　

“

神
的
な
る

も
の
・

聖
な
る

状
態
”

が
、

仏
教
に

包

摂
さ

れ

そ

の

体
系
に

組
み

込

ま

れ

て

し

ま

う
過
程
で

あ
っ

た
。

す
な

わ
ち

神
道
は

仏
教
に

包
摂
さ

れ

そ

の

体
系
に

組
み

込
ま

れ
て

し

ま
っ

た

と

述
べ

る
。

す

な

わ

ち

「

高
度
な

教
義
」

を
も
つ

宗
教
で

あ
る

仏
教
と

、

「

土

俗
的
」

「

原

始
的
」

な

神
道
と

い

う

対
比
の

も
と

に
、

神
道
は

世
俗
の

権
威
を

支
え

る

た

め

の

内
実
の

空
虚
な

儀

礼

の

体
系
に

す
ぎ
ず

、

必
然
的
に

仏
教
の

教
義
に

包

摂
さ

れ

た

の

だ
と
い

う

構
図
で

あ
る

。

　

神
道
が

明

確
な

教
義
体
系
を

持
た

な
い

儀
礼
中
心
の

宗
教
で

あ
る

こ

と

は

論
を
ま

た

な

い

が
、

黒
田

が
い

う
よ

う
に

、

神
道
が

プ

リ

ミ

テ

ィ

ブ

な

宗
教
で

あ

り
、

そ

れ
ゆ

え

に

仏
教
に

容

易
に

組
み

込

ま

れ

る
べ

き

宗
教
で

あ
っ

た

と

の

理

解
は

正

当
な

も
の

で

あ
ろ

う

か
。
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神
道
は

も
と

よ
り

「

固
有
の

民

族
宗
教
」

と

し

て

日

本
列
島
に

本
来
的
に

存

在
し

た

わ
け

で

は

な

く
、

古
代
中
国
の

皇

帝
祭
祀
や

儒

教
・

道
教
・

仏
教
を
は

じ

め
、

様
々

な

大

陸
宗
教
の

影
響
を

不

断
に

受
け
つ

つ

形

成
さ

れ
た

こ

と

は

周
知
の

事
実
で

あ
る

。

　

例
え

ば
、

大

祓
の

東
西
文
忌

寸

部
の

「

献
横
刀

時

呪
」

や
、

神
に

対

す
る

「

尊
」

「

命
」

と

い

っ

た

称

号
や

、

形

代
と

し

て

の

人

形

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
11）

が

道

教
に

由
来
し
て

い

る

こ

と

が

指
摘
さ

れ
、

天

武
朝
に

行
わ
れ
た

鎮
魂
祭
に

も

道
教
と

習
合
し

た

新
羅
仏
教
の

影
響
が

認
め

ら
れ

て

　（
12）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
13）

い

る
。

ま

た

大

祓
詞
に

は

薬
師
経
の

影

響
が

認
め

ら

れ

る

と

さ

れ
る

。

大
嘗
宮
の

神
座
の

御
衾
も

、

中
国
の

郊
祀
・

廟
祭
の

褥
に

由

来

　
　

　

　
　

　

（
14）

す
る

と

の

説
も
あ
る

。

ま

た

多
数
の

渡

来
人

系
の

神
社
な

ど

の

例
を
み

れ

ば
、

古
代
の

神
信
仰
に

は

中
国
大
陸
や

朝
鮮

半
島
と

宗
教

的

風
土
・

基
盤
を

同
じ

く
す
る

部
分
が

あ
っ

た

こ

と

も

認
め

ら

れ
る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
15）

　
し

か

し

な

が
ら

神
道
が

大

陸
の

諸
宗

教
の

融
合

体
に

過
ぎ
な
か

っ

た

か

と

い

う

と

そ

う
で

は

な
い

。

神
道
と
い

う
宗

教
の

方

向
付
け

が

な

さ

れ
た

と
い

う
意
味
で

大
き

な
画

期
と

な
っ

た

の

は

神
祗

令
が

定
め

ら
れ

た

律
令
国
家
の

成
立

期
で

あ
ろ

う
。

神
祗
令
が

皇
帝
祭

祀
制
度
を

定
め

た

唐
令
の

篇
目
の

中
の

祠
令
を
下

敷
き

と

し
て

作
成
さ

れ

た

こ

と

は

周
知
の

事
実
で

あ
る

。

神

祗
令
で

は

日
本
の

祭
祀

文

化
の

実
態
と

の

差
異
に

も
と

づ

き
、

祠
令
の

条
文
に

大
幅
な

削
除
や

増

補
の

手
が

入
れ

ら

れ
て

い

る

が
、

日

本
の

律
令
神
祗

制
度
が

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
16）

唐
の

皇
帝
祭

祀
制
度
を

規
範
と

し

て

形

作
ら

れ

た
こ

と

は
、

否
定
で

き

な

い

と
こ

ろ

だ

ろ

う
。

神

祗
令
が

「

皇

帝
祭
祀
」

を
定
め

た

祠

令
を

規
範
と

し
た

と
い

う
こ

と

は
、

律
令
神
祗
祭
祀
が

あ
く

ま

で

「

天
皇

祭
祀
」

（

国

家
祭

祀）

の

制
度
で

あ
る
こ

と

を

意
味
す
る

こ

と

に

留
意
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

　
た

だ

し
、

祭

祀
の

郊

祀
・

宗
廟

・

釈
奠
な

ど

個
別
の

祭

祀
を

受
容
せ

ず
、

さ

ら

に

は

儀
礼
面
に

お
い

て

も
重

要
不
可

欠
な
供

物
で

あ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
17）

る

牲
牢
や
玉

を

受
容
せ

ず
、

米
・

海
産

物
と

布
帛
に

重
き

を

置
く
な

ど
、

彼
我
の

文
化

的
差
異
を

踏
ま

え

て

主

体
的
・

意
志
的
に

フ

ィ

ル

タ

ー
を

通
し

た

上
で

、

独
自
の

制

度
を

作
り

上

げ
た

こ

と

は

注
目
す
べ

き

で

あ
ろ

う
。

こ

の

こ

と

は

祠
令
の

法
的
枠
組
み

を

導
入
し
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神仏隔離の 要因 をめ ぐる考察

な
が

ら

朝

鮮
半
島
在
来
の

山
岳
信
仰
を・
王

体
と

し

た

新
羅
の

祭
祀
制
度
と

共
通
し

て

い

る
。

一

方、

高
麗

・

朝
鮮
両
王

朝
の

祭

祀
制
度

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
18）

が

中
国
的
皇

帝
祭
祀
制
度
を
ほ

ぼ

全
面

的
に

受
容
し

て

い

る
こ

と

と

対
比
し

て

み

れ
ば

、

そ

の

差
異
は

明
瞭
に

看
取
で

き

る
。

　

さ

ら

に

は

儒

教
理

念
に

基
づ

く

中
国
皇
帝
祭
祀
や

、

道
教
を

国
家

公
認
の

宗
教
と

し

て

制
度
的
・

体

系
的
に

受
容
し
な
か

っ

た
こ

と

も
、

律
令
国
家

形
成
段
階
に

お

け
る

国

家
理

念
を

も
と

に

宗
教
に

対
し

て

明
確
な

選
択
的
意
思
を

働
か

せ

た

こ

と

を
示
す
も

の

で

あ
ろ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
19）

う
。

も

ち

ろ

ん

桓
武
天
皇

・

文
徳
天
皇
が

中
国
的
皇

帝
祭
祀
で

あ
る

郊
祀
を
行
っ

た
こ

と

は

知
ら

れ
て

い

る
。

こ

れ
に

は

唐
風
文
化
の

隆
盛
と
い

う
時

代
背
景
を

考
慮
し
な

け
れ
ば
な

ら

な
い

が
、

そ

れ
に

加
え

て

桓

武
天
皇
の

両
度
の

郊
祀
は

、

奈
良
朝
の

正

統
で

あ
っ

た

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
20）

天

武
天
皇
の

皇

統
と

の

結
び
つ

き
が

断
絶
し

た

う
え

、

渡
来
人
系
の

卑
母
か

ら
生
ま

れ

た

と

い

う
系
譜
上
の

弱
点
を
抱
え
て

い

た
こ

と

に

起

因
し

て

い

る
。

桓
武
天

皇
の

郊
祀
は

昊
天
上

帝
に

高
紹
天

皇
（

光
仁
）

を

配
祀
し

て

い

る

よ

う
に

革
命
思
想
に

よ
っ

て

天

智
系
皇

統
の

創
始
を
す
る
こ

と

を

目
的
と

し
た

儀
礼
で

あ

り、

文

徳
天

皇
も

恒
貞
親
王

廃
太
子
を

う
け

て

の

即
位
と

い

う
事
情
が

あ
り

、

皇
位

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　（
21）

継
承

の

正

当

性
を

補
強
す
る

必
要
上
か

ら

営
ま

れ

た

と

い

え

る
。

し

か

し

な
が

ら

郊
祀
は

神
祗
祭
祀
の

体
系
に

含
ま
れ

な
い

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
、

皇

統
の

危
機
的

状
況
に

お
い

て

行
わ

れ

た

極
め

て

異
例
破
格
な

儀
式
で

あ
り

、

律
令
格
式
や

儀
式

書
に

お

い

て

取
り

上

げ

ら

れ

制
度

化
さ

れ

る

儀
礼
と

は

な

ら
な

か

っ

た
。

ま

た
い

ず
れ

の

郊
祀
も

皇
帝
親

祭
で

は

な
く

、

有

司
摂
事
の

形
式

を

採
用
し

た

こ

と

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
22）

は
、

中
国
的
な

礼
的
秩
序
に

天
皇
を

位
置
付
け

る

こ

と

を

回
避
し

た

か

ら

と

の

指
摘
も

あ
る

。

そ

の

意

味
で

唐
の

祠

令
に

規
定
す

る

恒

例
祭

祀
と

し

て

の

郊
祀
と

は

性
格
の

異
な
る

も

の

で

あ
っ

た
。

ま

た

釈
奠
に

つ

い

て

も
、

日

本
で

も
唐

祠
令
と

同

様
に

中
祀
と

し

て

の

斎
戒
を
行
う
も

の

の
、

神
祗
令
の

枠
外
に

置
か

れ

大

学
寮
の

祭
祀
と

し

て

位
置
付
け
ら

れ

て

お

り
、

王

権
の

中
枢
的
宗

教
儀
礼
か

ら

は

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
23）

除

外
さ

れ

た

扱
い

を

う
け

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

以

上

の

よ

う
に

し

て

形
成
さ

れ
た

律
令
制
祭
祀
は

、

天

皇

祭
祀
と

し
て

の

性
格
を
持
っ

て
い

た

が
、

そ

の

制
度
は

決
し
て

朝
廷
や

中
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央
の

領
域
内
に

止

ま
る

も
の

で

は

な
か
っ

た
。

中
国
の

皇
帝
祭
祀
が

皇

帝
の

専
権
事

項
で

あ
り

、

地

方
の

州

県
の

祭
祀
も

中

央
か

ら

派

遣
さ

れ

た

地

方

官
に

委
ね

ら
れ

る

な

ど
、

土

着
の

地
域

的
な

宗
教
基
盤
と

隔

絶
し

た

も
の

で

あ
っ

た
の

に

対
し

、

律
令
制
神
祗
制
度

は
、

全

国
の

主

要
な

神
社
を

支
配
・

統
御
す
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

広

範
な

地

域
的
宗

教
基

盤
を
抱
え
込
ん

で

い

た
。

そ

の

こ

と

に

よ
っ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
24）

て

天

武

十
年
以
降
は

じ
ま

る

と

さ

れ

る

全
国
的
な

社
殿
の

造
営
修
理

、

諸
社
に

対
し

て

画
一

的
な

幣
帛
を

授

与
す
る

班
幣
制

度
や

諸

社

奉
幣、

中
央
か

ら
派

遣
さ

れ
た

官
人
に

よ

る

国
衙
祭
祀
や

国
司
神
拝

、

大
陸
系
の

家

畜
供
犠
祭
祀
の

禁
制
な
ど

を

通
じ

て
、

全

国
の

神

祗
祭
祀
の

制
度

・

祭

式
・

作
法
や

神
観
念
な

ど

の

心

意
面
の

均
質
化
が

推
し

進
め

ら
れ

、

神
道
は
一

つ

の

宗
教
シ

ス

テ

ム

と

し

て

次

第

に

統
合
さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

　

平
安

時
代
摂
関
期
の

『

北

山
抄
』

に

よ

れ

ば
、

　

　

本
朝
之

風
、

四

度
拝
レ

神、

謂
二

之

両
段

再
拝
一

本
是
再
拝
也

。

而
為
レ

異
二

三

宝

及
庶
人
ハ

四

度
拝
之

。

仍
称
二

両
段一

也
。

天
地
四

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
25）

　

　
方

、

可
下

依
二

唐
土

風
、

只

用
中

再
拝
妙

陰
陽

家
諸
祭
如
レ

之
。

と

見
え
る

よ

う
に

、

神
祗
祭

祀
に

お

け
る

両
段
再
拝
の

作
法
は

］
二

宝
」

及
び

庶
人

の

礼
と

区
別
す
る

た

め

に

生
ま

れ

た

と

考
え
ら

れ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
26）

て

お

り
、

「

唐
土
の

風
」

に

よ

る

元
旦

四

方
拝
や

「

陰
陽
家

諸
祭
」

と

は

異
な

る

独

自
の

拝
礼
形
式
で

あ
る

こ

と

が

意
識
さ

れ
て
い

た
。

　

中

国
文
明
の

受
容
の

も
と

に
、

し

か

も
文

化
的
基
盤
の

差
異
を

踏
ま

え

て

独
自
性
を

意
識
し
つ

つ

体
系
を

整
え
て

い

っ

た

神
道
は

、

黒
田
の

言
う
よ

う
な

「

土

俗
的
」

「

原
始
的
」

な

未
開
宗
教
と
い

う
も

の

で

は

な

く
、

文
明

社
会
に

お

い

て

自

覚
的
に

形

成
さ

れ

た

独

自
の

宗
教
と

し

て

理

解
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

そ

れ

ゆ

え

に

「

高
度
な

教
義
」

を

も

つ

仏

教
に

対
し

て

も
、

融
合
一

体
化
を

撥
ね
つ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
（
27）

け
る

力
学
が

作
用

す

る

の

で

あ
る

。
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神仏隔離の 要因を め ぐる考察

二

　
神
仏
隔
離
の

意
識

・

制
度
の

形
成
と

そ

の

要
因

　
1
　
神
仏
隔
離
制
度
の

形
成

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
（
28）

　
神
仏
隔
離
の

意

識
や

制
度
の

歴
史
的

展
開
に

つ

い

て

は
、

既
に

幾
度
か

拙
稿
で

論
じ

て

き

た

と
こ

ろ

で

あ
る

が
、

仏
法
を
忌

避
す
る

意
識
発
生
の

根
本
的
要
因
に
つ

い

て

は

な

お

充
分
に

論
じ

尽
く
し

て

い

な
い

と

こ

ろ

が

あ
り

、

こ

こ

で

改
め
て

論
じ

て

み

た

い
。

ま

ず

神
仏
隔
離
制
度
の

内
容
を

整
理

し

て

お

き

た
い

。

　
延

暦
二

十
三

年
（
八

〇
四）

の

奥

書
の

あ
る

『

皇

太

神
宮
儀
式

帳
』

に

よ

れ

ば
、

伊
勢

神
宮
に

お

い

て
、

天

照
大

神
の

神
勅
と

い

う

形
で

仏
・

経
・

僧
・

尼
な
ど

の

仏
教
的

語
彙
に

忌

詞
が

定
め

ら

れ
て

い

た
こ

と

が

見
え

る
。

伊

勢
神
宮
は

称

徳
朝
に

お

い

て

大

神
宮
寺

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
29）

が

定
め

ら
れ

大

仏
が

造

営
さ

れ

て

お

り
、

神
仏
習

合
が

受
容
さ

れ
て

い

た

こ

と

が

窺
わ

れ

る

が
、

『

儀
式

帳
』

成
立

段
階
で

は

明
ら
か

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　〔
30）

に

排
仏
意
識
が

形
成
さ
れ

て

お

り
、

こ

の

間
に

大
き

な
変
革
が

認
め

ら
れ

る

の

で

あ
る

。

　
次
い

で
、

『

貞
観
式
』

『

儀
式
』

の

段
階
で

、

大

祀
で

あ
る

大
嘗
祭
に

お

い

て

は

斎

月
で

あ
る

十
一

月
に

朝
廷

諸
司
と

五

畿
内

諸
国
司

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　（
31）

に

お

い

て

仏
事
が

禁
止
さ

れ

て

お

り
、

中
祀

・

小

祀
に

お

い

て

も
、

内
裹
の

斎
（

斎

戒
）

が

行
わ

れ

る

祭
祀
に

お

い

て

は
、

重

軽
服
人

と

と

も

に

僧
尼
の

内
裹
へ

の

参
入
が

規
定
さ

れ

て
い

る
。

　
大

嘗
祭
の

場

合
国
家
的
祭
儀
と

し

て
、

広
く

畿
内
の

諸
官
司
に

禁
忌
が

課
せ

ら
れ

て

い

る

が
、

中
祀

・

小

祀
に

関
す
る

規
定
に

よ

れ

ば、

内
裏
と

い

う
天
皇
の

居
住
領
域
に

禁
忌
が
課
せ

ら
れ

て

お

り
、

仏
法
か

ら

隔

離
す
べ

き

対
象
と

し

て

天

皇
を
主

眼
と

し
て

い

る

こ

と

が

あ
き

ら
か

に

見
て

取
れ
る

。

こ

の

中
祀
・

小

祀
に

関
す
る

規
定
は

『

貞
観
式
』

撰
定
の

た

め

神
祗
官
か

ら

提
出
さ

れ

た

「

貞
観
八

　
　

　

　
　
　（
32）

年

神
祗
官
勘
申
状
」

に

由
来
す
る

も

の

で

あ
る

が
、

そ

の

内
容
は

式
の

条
文
と

は

大
き

な

相
違
が

あ
り

、

月

次
祭
と

新
嘗
祭
に

お
い

て
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祭

月
の

朔
日

か

ら

祭
の

当
日

ま

で

の

期

間
（

後
斎
に

関
し

て

は

特
に

言
及
が

な

い

の

で

明
朝
の

解
斎
ま
で

の

期

間
と

理

解
さ

れ

る
）

に

お
い

て
、

僧
尼
の

参
入
を

禁
ず
る

と

い

う

も

の

で

あ

り、

伊

勢
神
宮
の

禰
宜
・

内
入
の

例
に

な

ら
っ

た
も
の

と

記
さ

れ

て

い

る
。

　
こ

の

「

貞
観
八

年
神
祗
官
勘
申
状
」

は
、

月
次

祭
・

新
嘗
祭
の

月
初
め

よ

り

祭
日
ま

で

の

期
間
僧
尼
・

重
軽
服
人
の

参
内
を

禁
止
す

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　（
33）

る
こ

と

に

主

眼
が

置
か

れ

て

い

る

と

理

解
さ

れ

る
。

年
中
恒
例
の

祭
祀
の

う
ち

月
次
祭
（

神
今
食）

と

新
嘗
祭
に

お

い

て

は

天
皇
自

身

が

斎
戒
に

服
し

、

み

ず
か

ら

神
に

対
し

て

神
事
（

薦
享
儀
礼
）

を

執
り

行
う
祭
で

あ
る

点
で

、

他
の

諸

祭
と

は

性
格
が

異
な

る
。

勘

申

状
に

見
え
る

規
定
は

、

こ

の

天

皇
自
身
の

斎
戒
中
に

お
い

て

天
皇
の

住
ま

う
空

間
領
域
で

あ
る

内
裏
か

ら
、

仏
法
を
排

除
す

る

こ

と

に

あ
っ

た
。

斎
戒
に

お

け
る

禁
忌
に

つ

い

て

は
、

唐
の

祠
令
に

由

来
す

る

神
祗

令
に

散
斎

条
に

百
官
を
対

象
と

す
る

規
定
が

あ
る

が
、

そ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
34）

れ

と

は

別
に

天

皇
自
身
の

斎
戒
に

つ

い

て

仏
法
忌
避
が

問
題
に

さ

れ

た

と
い

う
こ

と

に

な
る

。

　
こ

の

勘
申
状
の

内
容
が

そ

の

ま

ま

式
文
に

反
映
さ

れ

な

か
っ

た

の

は
、

大
祀

・

中
祀

・

小

祀
の

三

等

級
に

応
じ

て

斎

戒
期
間
を
定
め

た

神
祗

令
大

中
小
祀
条
の

原

則
に

反
し

て
、

月
次
祭
・

新
嘗
祭
の

み

を

別
格
扱
い

す
る

こ

と

の

法
的
な
整

合
性
が

問
わ

れ

た

か

ら

で

あ

ろ

う
。

そ
れ

故
に

、

中

祀
お

よ

び

小
祀
の

内
裏
の

斎
を

行
う
祭
に

限
り
、

神
祗

令
の

定
め

る

斎
戒
期

間
内
に

お
い

て

の

み
、

僧
尼
の

参

入
を

禁
ず
る

と
い

う
規
定
に

改
め

ら

れ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
し

か

し

な

が
ら

、

そ

の

後
の

神
仏
隔

離
の

制
度
的

展
開
を

見
て

み

る

と
、

中

祀
以
下
の

諸
祭
に

関
し
て

定
め

た

『

貞

観
式
』

の

式
文

は

『

延
喜
式
』

の

臨
時
祭
式
致

散
斎
条
に

継
受
さ
れ

る

も

の

の
、

そ

の

実
際
の

運

用
を

検
証
し
て

み

る
と

、

式
の

規
定
か

ら

逸
脱
し

変

化
す

る

事
例
が

認
め

ら

れ

る
。

　
一

つ

に

は

遠

方
の

社
の

祭
に

関
す
る

点
で

あ
る

。

春
日
祭
や

大
神
祭
な

ど

祭

使
の

到

着
ま

で
二

日
以
上
を

要
す
る

遠
方
の

神
社
の

祭

の

場

合
、

祭
当
日
で

は

な

く
使
立
日

に

斎

戒
が

設
定
さ

れ
、

僧
尼
の

忌
避
も

使
立
日

に

な

さ

れ
て

い

る
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は
、

社
頭
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神仏隔離の 要因をめ ぐる考察

で

の

祭
儀
よ
り

も
、

宮
中
に

お

け
る
祭

祀
発
遣
の

儀
を

斎
戒
の

適

用
さ

れ

る

場
と

し
て

重
視
し

た

措

置
で

あ
ろ

う
。

こ

う
し
た

変
化
は

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
35）

ま

さ

し

く

「

延
喜
式
』

が

撰
進
さ

れ
た

醍
醐
朝
の

延

喜
年
間
に

生
じ

て

い

る
。

　
】

つ

に

は

中
祀
ク

ラ

ス

の

祭
の

斎
戒
期
間
の

変
化
で

あ
る

。

神
祗
令
で

は

中
祀
の

場
合、

祭
日

が
致

斎
で

あ
り

そ

の

前
後
の

日
が

散

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
36∀

斎
と

さ

れ

る

が
、

月
の

朔
日
か

ら

祭
当
日

ま
で

の

長
期
間、

僧

尼
の

参

内
が

禁
じ

ら

れ

る

よ

う
に

な

る
。

そ

の

た

め

内

裏
に

お

い

て

は
、

年
間
五

十
日
を

超
え

る

期
間

、

僧
尼
の

参
内
や

仏
事
が

停
止
さ

れ
る
こ

と

と

な
っ

た
。

　
こ

う
し

た

変
化
は

醍
醐
朝
よ

り
認
め

ら
れ

、

お

そ

ら

く
後

朱
雀

朝
に

制

度
的
に

確
立
し

た

も

の

と

考
え

ら

れ
る

。

す

な

わ
ち

醍
醐
朝

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
37）

に

関
し

て

は

延
長
二

年
（
九
二

四
）

の

月
次

祭
の

事
例

、

続
く

朱
雀
・

村
上

朝
で

は
、

承

平
元

年
〔
九
三
一
）

六

月
の

月
次

祭
、

康
保
元

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
38）

年
（

九
六

四）

の

祈
年
祭

、

康
保
二

年
（

九

六
五
V

の

賀
茂
祭
の

事

例
に

お

い

て
、

月

初
め

か

ら

の

仏
法

忌
避

が

推
測
で

き

る
。

ま

た

　

　
　（
39）

『

西
宮

記
』

巻
三

に

「

四

月
八

日

以

後
仏

事
例
」

と
い

う

項
目
が

立
て

ら
れ

て

お

り
、

こ

れ

に

よ

れ

ば

内
裏
の

灌

仏
の

行
わ

れ

る

年

は
、

八
日
以

後
は

仏

事
を

行
わ

な
い

こ

と

が

慣
例
に

な
っ

て

い

た
こ

と

が

窺
わ

れ
る

。

　

後
朱
雀

朝
に

関
し

て

は

『

年
中
行
事

秘
抄
』

に

中
祀
の

諸
祭
に

お

い

て

祭

月
の

祭
日

以
前
に

僧
尼
重

軽
服
人
の

参
内
禁
止
の

風
が
あ

る
こ

と

を

記
す

が
、

そ

の

中
の

月
次
祭
・

神
嘗
祭
の

条
に

引
く

『

江
記
』

逸
文
に

よ

れ
ば
、

「

此
事
起
レ

自
二

後
朱
雀
院
御
時
一

云
々
」

と

見
え

て

い

る
。

こ

の

点
に

つ

い

て

有
力
な

傍

証
は

得
ら

れ

な

い

が
、

藤
原
忠

実
の

談

話
を

記
し

た

『

中
外
抄
』

に

よ

れ

ば
、

「

凡
そ

は
、

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
40）

神
事
は

、

後
朱
雀
院
の

久
し

き

東
宮
に

て

御
願
な

ど

の

あ
り

け
る

に

や
、

そ

の

時
よ

り

く
す

し

く

な

り

た

る

な

り
」

「

触
穢
は

、

昔
は

強
ち

に

は

憚
ら

れ
ざ
り

し

な
り

。

而
る

に
、

後
朱
雀
院
の

御
時
よ

り
、

強
ち
に

は

禁

中
に

は

憚
ら

る

る

な

り
。

東
宮
に

て

久
し

く

御
坐

　

　
　

　

　

　
　

　

　（
41）

ま

す

間、

御

願
あ
り

し
か
」

と

見
え

る

よ

う
に
、

後

朱
雀
朝
に

お

い

て

神
事
や

触

穢
に

関
し

て

の

慣
習
が

厳
格
に

な
っ

た

様
子

が

窺

え
、

そ
れ

は

後
朱
雀
天
皇
の

東
宮
時
代
の

御

願
に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た

と

い

う
。
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こ

の

よ

う
に

展
開
し

て

い

っ

た

神
仏
隔

離
の

制
度
は

具

体
的
に

何
を
主

眼
と

し

て
い

た

の

か
。

神
祗
官
勘

申
状
の

内
容
等
に

照
ら

せ

ば
、

伊
勢
神
宮
の

祭

祀
と

天
皇

自
身
の

薦
享

儀
礼
が

行
わ

れ
る

月
次

・

新
嘗
の

両
祭
に

あ
っ

た

こ

と

は

明
ら
か

で

あ

る
。

式
の

規
定
に

お
い

て

は
、

春
日

祭
・

平
野

祭
・

大
神
祭
な
ど

の

諸
社
の

公

祭
も

内
裏
の

斎
を

行
う
祭
と

し

て

神
仏
隔
離
が

な

さ

れ

る

が
、

こ

れ

も

祭

使
（

勅
使）

の

派
遣

、

内
蔵
寮
か

ら

の

幣
物
供
与
な

ど
、

（

神
嘗
祭

例
幣
な

ど

と

同

様
に
）

天

皇
自

身
が

関
与
す

る

祭
祀
で

あ
る
こ

と

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
42）

に

由
来
す

る

と

考
え
ら

れ
る

。

　
2
　
神
仏
隔
離
の

要
因

　
そ

れ
で

は
、

天
皇

祭
祀
に

お

い

て
、

神
仏
隔

離
が

な
さ

れ
た

要
因
と

は
い

か

な

る

も

の

で

あ
っ

た
の

か
。

神
祗
か

ら

仏
法
を

排
除
す

べ

き

で

あ
る

と

い

う

意
識
は

、

は

や

く
『

日

本
書
紀
』

の

中
に

も

読
み

取
れ

る
。

欽

明
朝
の

仏
法
公
伝
に

お

い

て
、

崇
仏
派
と

蘇
我
氏

と

排
仏

派
の

物
部
氏
・

中
臣
氏
の

対
立

が

あ
っ

た

と

す
る

記

事
の

中
で

後
者
が

語
っ

た

と

さ

れ

る

「

我
国

家
之

王
二

天

下一

者
、

恒

以
二

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
43）

天
地

社
稷
百
八

十
神
ハ

春
夏

秋
冬
祭

拝
為
レ

事
。

方

今
改
拝
二

蕃
神晶

恐
致
二

国
神
之

怒一
」

と

の

発
言
や

、

敏
達

朝
に

お

け
る

同
様
の

対

立
を

語
る

記
事

、

用

明
朝
に

天

皇
が

新
嘗
の

日

に

病
を
得
て

、

三

宝
に

帰
依
す
る
こ

と

を
議
っ

た

と

こ

ろ
、

こ

れ
に

対
し

て

物

部
守
屋

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
（
44）

と

中
臣

勝
海
が

「

何
背
二

国

神
ハ

敬
二

他
神一

也
。

由
来
不
レ

識
二

若
レ

斯
事一
」

と

反
対
を

表

明
し
、

に

も

か

か

わ
ら

ず
豊
国
法

師
を

内
裏

に

入
れ
た
こ

と

に

守

屋
が

「

邪
睨
大
怒
」

し

た

と
い

う
記

事
で

あ
る

。

も

と

よ

り、

そ

れ
ぞ

れ

の

時
代
の

歴
史

的
事
実
と

み

な

す

裏
付

け

は

得
ら
れ

な
い

。

　
た

だ

し
、

こ

れ

ら
の

記
事
が

『

日

本
書

紀
』

編
纂
段

階
に

お

け
る

創
作
で

あ
る

と

し

て

も
、

大
陸
文
献
に

見
え
る

排
仏
記

事
の

焼
き

直
し

と

い

う

津
田

左

右
吉
以

来
の

学
説
に

よ

っ

て

の

み

解
釈
し

き

れ
る
で

あ
ろ

う
か

。

ま

た
、

物
部
氏
の
一

連
の

排
仏
姿
勢
も

、

聖

徳

太
子
と

蘇
我
氏
に

よ
る

物
部

守
屋
誅

殺
の

伏

線
と

し

て

理

解
す

る
こ

と

も

可
能
で

あ
ろ

う
が

、

中

臣
氏
も

排
仏
に

関
与
し

て

い

る

と

こ
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う

か

ら

見
れ
ば

、

こ

れ
も
一

面
的
な

解
釈
に

過
ぎ
な
い

。

む

し

ろ

神
祗
と

仏
法
を

峻
別
す
る

意

識
が

、

す
く
な

く

と

も
『

日

本
書
紀
』

編
纂
段

階
に

お

い

て

自
覚
化
さ

れ
て

い

た

こ

と

は

認
め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

だ
ろ

う
。

も
と

よ

り

『

日

本
書

紀
』

の
一

連
の

記
事
で

は
、

仏
を

「

蕃
神
」

「

他
神
」

と

称
す
る

よ

う

に
、

外
来
の

神
、

異
国
の

神
と

い

う
レ

ベ

ル

で

の

仏
教
理

解
が

表
明
さ

れ
て
い

る
に

過

ぎ
な
い

が
、

仏
教
へ

の

理

解
が

深
ま
っ

て

く
れ
ば

、

信

仰
形
態
や

思
想

的
レ

ベ

ル

で

の

差
異
が

自
覚
さ

れ

て

く

る

こ

と

と

な
る

。

　
『

日

本
書

紀
』

以

後
の

記
録
と

し

て

注

目
さ

れ

る

の

は
、

（

周

知
の

文

献
で

あ

る

が
）

神

護
景

雲
元

年
（

七
六
五
）

十
一

月
の

称
徳

天

皇
大
嘗
祭
の

宣

命
で

あ
る

。

こ

の

中
で

、

仏
を

神
の

上

位
に

位
置
付
け

、

神
を

仏
の

守
護
神
（

護
法
善
神
）

で

あ

る

と

い

う

習
合
説
が

述
べ

ら

れ
て

い

る
こ

と

も
重

要
で

あ
る

が
、

と

り

わ
け

次
の

よ

う
な

事

柄
が

語
ら
れ

て

い

る

点
が

注
目
さ

れ

る
。

　
　

神

等
乎
波

三

宝

余
利

離
天

不

触

物
曽
止
奈

毛

人

能

念
天

在
。

然

経
乎

見
末
都

礼
万

仏
能

御

法
乎

護
末
都
利

尊
末
都
流

方

諸
乃

神
多
知
仁

伊

　
　

末
志

家
利

。

故
是
以

出
家
人
毛

白
衣
毛

相
雑
天

供

奉
仁

豈

障
事
波

不

在
止

念
天

奈
毛

本
忌
之

可

如
久
波

不
忌
之

天

此
乃

大

嘗
方

聞
行
止

宣

御

　
　
ム

叩

乎

諸
聞
食
止

由

旦
。

　
こ

こ

に

は

当
時
の

人
々

が
、

神
た

ち

を
三

宝

（

仏
法
）

か

ら

隔
離
し
て

接
触
さ

せ

て

は
い

け
な
い

も

の

と

考
え

て

い

た

こ

と

が
示

さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

は

豊

明
節
会
の

場
に

僧
侶

1
お

そ

ら
く

太
政
大
臣

禅
師
の

道
鏡
を
は

じ

め
、

十
月
に

任
官
し

た

法
臣
の

円
興

、

法

参
議
の

基

真
ら

　
　
が

参

加
し

て

い

た

こ

と
、

さ

ら

に

は

称
徳
天
皇
自

身
が

剃
髪
し

尼
と

な
っ

て

い

る

こ

と

へ

の

反
発
に

配
慮
し

た

発

言
で

あ
ろ

う
。

し

か

も
そ

の

反

発
感
情
が

単

純
に

政
僧
の

跋
扈
へ

の

反

感
と
い

っ

た

政
治
的
な
レ

ベ

ル

の

も
の

で

は

な

く
「

忌
」

と
い

う

宗
教
的

忌
避
意
識
に

根
ざ
し

て
い

た

こ

と

が

窺
え
る

。

　

因
み

に

天

平
宝

字
八

年
（
七
六

四）

十
月
甲

戌

条
に

よ

れ

ば

天

下
の

鷹
・

狗
・

鵜
を

用
い

る

狩

猟
を

禁
止
し

、

雑
宍
や

魚

等
を

御

贄

に

進
め
る
こ

と

を

禁
止
し

、

中

男
作
物
の

魚
・

宍
・

蒜

等
を

停
止

し

て

い

る

が
、

「

但
神
戸
不
レ

在
二

此

限
ご

と

み

え
る

よ

う
に

神
社
の
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神
戸
は

適
用
が

除
外
さ

れ

た
。

こ

の

よ

う
に

神
戸
に

対
し

て

は

殺
生
禁
断
や
五

辛
の

禁
忌
と
い

っ

た

仏
教
の

教
理
が

持
ち
込
ま
れ

る

こ

と

が

な

か

っ

た

こ

と

も
、

天

皇
祭
祀
の

領
域
に

限
ら

ず、

神
と

仏
を

峻

別
す
る

意
識
が

あ
っ

た

こ

と

を

推
測
さ

せ

る
。

　
こ

の

大
嘗

祭
に

先
立
ち

同
じ

く
天

平
宝

字
八

年
九

月
に

道

鏡
を

大
臣

禅
師
に

任
じ
た

時
の

宣

命
に

は
、

次
の

よ

う
に

あ
る

。

　

　
然
朕
方

髪
乎
曽
利
天

仏
乃

御
袈
裟
乎

服
天

在
止

毛

国
家
乃

政
乎

不
行
阿
流
己

止

不

得
。

仏
毛

経
仁

勅
久

国
王
伊

王

位
仁
坐

時
方

菩
薩
乃

浄

戒
乎

　

　
受
与
止

勅
天

在
。

此
仁

依
天

念
倍
方

出
家
天

毛

政
乎

行
仁
豈

障
倍
岐

物
仁
方

不
在

。

こ

こ

に

お

い

て

は
、

天
皇
が

剃
髪
出
家
し

袈
裟
を

身
に

つ

け
な

が

ら
も

国
家
の

政
を

行
う
こ

と

を
、

「

経
」

に

よ

っ

て

正

当
化
す
る

こ

と

を

表
明
し

て

い

る
。

こ

の

「

仏
も

経
に

勅
り

た

ま

わ
く

、

国
王
伊

王

位
に

坐
す

時
は

菩
薩
の

浄
戒
を

受
け

よ

と

勅
り

て

在
り
」

と

は
、

既
に

指
摘
さ

れ

る

よ

う
に

『

梵
網
経
』

下
巻
に

あ
る

、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
45）

　

　
若

仏
子

。

欲
受

国
王

位
時

。

受
転
輪
王

位
時

。

百

官
受

位
時

。

応

先
受
菩
薩
戒

。

一

切

鬼
神
救
護
王

身
百

官
之

身
。

諸
仏
歓
喜

。

と

の

経
文
を

踏
ま
え

た

も

の

で

あ
ろ

う
。

こ

こ

で

は

国
王
な
い

し

転

輪
王

が

菩
薩
戒
を

受
け

仏
教
の

守
護
者
と

な

る
べ

き
こ

と

を
説
い

て

い

る
。

　

仏
教
に

お

け
る

代
表
的
な

帝
王

観
と

し

て

金

輪
聖
王

（

転
輪
聖

王
）

の

教
説
が

あ

り
、

仏

教
の

よ

り
良
き

庇
護
者
た

る
べ

き

者
こ

そ

世
界
を

統
治
す
る

帝
王

に

相
応
し
い

と

す

る
。

こ

の

帝
王

観
は

神
護
景

雲
元

年
（
七
六

五）

九

月

書
写
の

行
信
発
願
の

大

般
若

経
奥
書

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
46）

（

法
隆

寺
蔵）

に

も

「

仰
願

、

挂
畏
聖

朝
、

金

輪
之

化、

与

乾
坤

无
動
」

と

見
え

て

お

り
、

既
に

称
徳
朝
に

は

流

布
が

認
め

ら

れ

る
。

こ

う
し

た

仏
教
の

理

念
は

天
照

大
神
以

来
の

血

統
で

な

け

れ

ば

皇
位
に

つ

け
な
い

と

す
る
皇

位
継
承
の

原
則
と

矛
盾
す
る

も

の

で

あ
っ

た
。

　
そ

の

後
さ

ら
に

事

態
が

進

展
し

て
、

神

護
景

雲
三

年
（

七

六

九）

に

は

道

鏡
が

「

皇

位
覬
覦
」

を

狙
っ

た

と

さ

れ

る

宇
佐
八

幡
宮
託
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神仏隔離 の 要因 を め ぐる考察

宣
事
件
が

起
こ

る
。

今
日
こ

の

事

件
に

は

様
々

な

評
価
が

あ
り

、

道
鏡
の

皇
位

継
承
計
画
の

主

導
者
が

称

徳
天
皇
な

の

か
、

道
鏡
な

の

か
、

あ
る
い

は

両
者
で

あ
る

の

か

と
い

う

点
に

関
し

て

も

研
究
者
の

見
解
は

分
か

れ

て

お

り
、

ま

た

習
宜

阿
曽
麻
呂
や

和

気
清
麻
呂
の

受
け

た

託
宣
の

内
容
に

も

議
論
が

あ

る
。

近

年
は

中
西

康
裕
が

、

大
宰
府
主

神
・

習
宜
阿

曽
麻
呂
の

も
た
ら
し

た

宇
佐
八

幡
の

最
初
の

託
宣
は

由

義
宮
の

建
設
に

関
す
る

内
容
で

あ
り

、

そ

れ

を
う

け
て

和
気
清
麻
呂
が

持
ち

帰
っ

た

託
宣
は

宇
佐
へ

の

派
遣
の

趣

旨
に

反
す

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
47）
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
（
48）
　
　
　
　
　
　

〔
49）

る

皇
位

継
承
に

関
す
る

内
容
で

あ
っ

た

た

め

に

処
罰
さ

れ
た

と

論
じ

て

い

る
。

し
か

し

な

が

ら

長
谷
部
将

司
や

仁
藤
敦
史
の

批
判
が

あ

る

よ

う
に

、

こ

の

事
件
か

ら

さ

ほ

ど

時
を

経
な
い

『

続
日

本
紀
』

編
纂
の

段
階
で
こ

の

よ

う
な

大
胆
な

創

作
が

な

さ

れ

た

と

す

る

に

は

無
理
が
あ
ろ

う
。

加
え
て

天

長
十
年
（
八
三

三
）

清

麻
呂
の

子
の

真
綱
以

来
制
度
化
さ

れ

た

和
気

使
な

ど
も

事

件
が

虚

構
で

あ
っ

た

な

ら

ば
、

到
底
成
り
立
ち

え
な

か

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

道
鏡
の

処
罰
が

穏
便
な

も

の

で

あ
っ

た
こ

と

や
、

光
仁
朝
時

代
に

清
麻
呂

が

殊
遇
に

預
か

ら

な

か
っ

た
こ

と

も

中
西
は

持

説
の

根
拠
と

し

て

示
し

て
い

る

が
、

む

し

ろ

光
仁
天

皇
が

聖

武
の

娘
・

井
上

内
親
王

を

后
と

し
聖

武
系
の

皇
統
を

継
受
す
る

形
を

と

っ

て

即
位
し
た
こ

と

に

よ

り
、

称
徳
天

皇
の

生

前
の

意
思
（

道

鏡
の

優
遇
や
清

麻
呂
の

処

罰
）

を
正

面
か

ら

否
定
す
る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た

た

め
で

あ
ろ

う
。

　
清
麻
呂
が

受
け

た

託
宣
は

『

続
日

本
紀
』

神
護
景

雲
三

年
（
七
六

九）

九

月
己
丑

条
（

a
）

の

他
に

、

『

類
聚

国

史
』

天

長
元

年
（
八

二

四）

九

月
壬

申
条
に

引
か

れ
る

和

気
真

綱
の

高

雄
山

寺
を

定
額
寺
と

す

る

こ

と

を

願
い

出
た

上

表

文
（
b

）

、

『

日

本
後
紀
』

延
暦
十
八

年
（

七

九
九）

二

月
乙

未
条
の

和
気
清
麻
呂
の

薨
伝
（

c
）

に

引
か

れ

て

い

る
。

そ

れ

ぞ

れ

に

文
飾
を

疑
う

余
地
が

残
さ

れ
て

い

る

も

の

の
、

（

a
）

に

は

「

我
国
家

開
闢
以

来
、

君

臣
定
矣

。

以
レ

臣
為
レ

君
未
二

之

有一

也
。

天
之

日
嗣

必
立一一

皇
緒
の

无
道
之

人
宜
二

早
掃
除一
」

と

あ
り

、

（
c
）

に

も

同
様
に

「

我

国
家
君
臣

分
定

。

」

「

天
之

日
嗣
必

続
二

皇

緒一
」

と

見
え

、

国
家
開
闢
以

来
定
ま
っ

て

い

る

君
・

臣
の

身

分
秩
序
に

も
と

づ

き

「

天
之
日

嗣
」

は

必
ず
皇

緒
に

継
承
さ

れ

る
べ

き

こ

と

が

主
張
さ

れ

て
い

る
。

ま

た
（

b
）

に

は
「

夫
神
有
二

大
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小
晶

好
悪

不
レ

同
。

善
神
悪
二

淫
祀
ハ

貧
神
受
二

邪
幣
週

我
為
下

紹一
隆
皇

緒［

扶
中

済
国
家
上
」

と

あ
っ

て

皇

統
を

擁
護
し

国
家
を

扶
済
す
る

の

が

八

幡
を
は

じ

め

と

す

る

神
祗
で

あ

る

こ

と

を

表
明
し

て

お

り
、

こ

こ

に

お

い

て

道
教
の

即
位
を

可
能
と

さ

せ

る

仏
教
的
な

帝
王

観

は

否
定
さ
れ

、

血

統
に

よ

る

皇
位

継
承
の

原

則
の

再
確
認
が

な
さ

れ

て

い

る
。

　

仁
藤
は

、

道
鏡
が

称
徳
天
皇
の

あ

と

を
受

け
て

皇
位
を

継
承
す
る

可

能
性
を

獲

得
し

え

た

の

は
、

皇
位
継
承
の

原
則
が

未
確
立
で

あ

る

と
い

う
時
代
状
況
の

も

と
、

法
王

と

い

う

地
位
を
授
け
ら
れ

て

称
徳
天

皇
と

擬
制
的
夫
婦
関

係
を

結
ん

だ

こ

と

が

要
因
で

あ
る

と

指

摘
し

て
い

る
。

興

味
深
い

指
摘
で

あ
る

が
、

そ

う
し

た

側
面
の

み

な

ら

ず
、

国
家
仏

教
の

進
展
と

と

も

に

血

統

相
続
を

前
提
と

し

な

い

仏
教
的

帝
王

観
が

受
容
さ

れ

た

こ

と

が

大
き

く

作
用
し

て

い

た

と

見
な

け

れ

ば

な
ら
な
い

。

　

称
徳
朝
に

お
い

て
、

神
仏
習

合
や

仏
教
優
先
の

原
則
を

国
家
の

宗
教

的
理

念
と

し

て

導
入
し
た
こ

と

に

よ
っ

て
、

神
統
譜

・

皇
統
譜

や

伝
統
的
な

神
祗
祭
祀
に

よ
っ

て

支
え

ら

れ

て

き

た

国
王

観
が

動
揺
を

き

た

し
、

皇

統
の

危
機
で

あ
る

道
鏡
事

件
が

引
き

起
こ

さ

れ
る

に

至
っ

た
。

そ

れ
は

ま

た

天
皇
の

み

な

ら
ず

、

律
令
国
家
の

官
僚
と

し

て

の

地
位
を

獲
得

・

継
承
し

て

き

た

貴
族
層
の

存
立
の

根
拠
を

も

突
き

崩
す
も
の

で

あ
っ

た
。

そ

れ

ゆ

え

光
仁
朝
以

後
の

時
代
に

お

い

て

は
、

神

仏
習
合
と

は
一

線
を

画
し

た

伝
統
的

神
祗
の

領
域
を

保
持
し

、

公
事
に

お

い

て

は

あ
く
ま

で

神
祗
を

仏
教
に

優
先
さ

せ
、

仏

教
の

論
理
の

浸
透
を

防
ぐ
た

め

に

神
事
か

ら

仏
法
を

隔
離
す
る

こ

と

が

原
則
化
さ

れ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
3
　
『

貞
観
式
』

段
階
で
の

制
度
強
化
の

要
因

　

次
に

『

貞
観

式
』

の

段
階
で

、

伊
勢

神
宮
の

神
仏
隔

離
の

慣
習
を
導

入
す
る

形
で

宮
廷
の

祭
祀
に

神
仏
隔

離
が

制
度
化
さ

れ

た

要
因

を

究
明
し

た
い

。

『

貞

観
式
』

段
階
で

制
度
が

整

備
さ

れ

た
北

且
黒

と

し

て

は
、

貞
観
十
一

年
（
八
六

九）

五

月
に

新
羅
の

海
賊
が

博
多
津

に

来
襲
し
て

豊
前
国
年
貢
を
掠

奪
し

た

と

い

う
事
件
を
き
っ

か

け
に

同
年
十
一

月
の

伊
勢
神
宮
奉
幣
を

は

じ

め

石

清
水

・

宇
佐
の

八

幡

（372） 162

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

神仏隔離の 要因 をめ ぐる考察

宮
、

香
椎
廟

、

宗
像
社
な

ど

に

奉
幣
が

な
さ

れ
、

そ

の

告
文
の

中
で

「

我
日

本

朝
波

所
謂
神
明
之

国
奈

利
」

と

い

う

神
国
思
想
が

表
明

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　（
50）

さ

れ

た

こ

と

が

指

摘
さ

れ

て

い

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

こ

の

『

貞
観
式
』

の

規

定
は

先
述
の

よ

う
に

貞
観
八

年
に

神
祗
官
か

ら

撰
式
所

に

提
出
さ

れ

た

と

思
わ

れ

る

勘
申

状
に

由

来
す
る
の

で

あ
り

、

神
仏
隔
離
の

制
度
的
強
化
の

動
向
は

新
羅
来
寇

事
件
以

前
に

兆
し

て

い

た

と

見
る
べ

き

で

あ
ろ

う
。

　
新
羅
海

賊
来

寇
以

前
の

対
外
関
係
の

緊

張
を
示

す

事
件
と

し
て

は
、

先
ず
仁
明

朝
の

承

和
三

年
（
八
三

六）

に

遣
唐
使
船
漂

着
の

事

態
に

そ

な
え

、

遣

新
羅
使
が

そ

の

保
護
を
要

請
す
る

太
政
官
符
を

持
っ

て

派
遣
さ

れ

た

際
に

言
語
不
通
に

よ

る

失
態
を

犯
し
、

新
羅

執

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
51）

事
省
牒
を

受
け
て

帰
国
し

た

が
、

そ

の

文
面

中
に

「

恕
二

小
人

荒
迫
之

罪
ハ

申
二

大
国

寛
弘
之
理
一
」

と

あ
っ

た
。

日

本
に

対
し

て

新
羅

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
52）

が

「

大
国
」

と

称
し

た
こ

と

は
、

朝
廷
に

大
き

な

衝
撃
を

与
え
た

と

さ

れ

る
。

　
さ

ら
に
一

時
新
羅
の

実
権
を

握
っ

た

張
宝

高
が

承

和
七

年
に

方
物
を

献
上
し

た
こ

と

を
き
っ

か

け
に

、

新
羅
と

の

外
交
関
係
が

複

雑

化
し

、

そ

れ
に

関
連
し

て

前
筑

前
国
守
の

文

室
宮
田

麻
呂
の

私
貿
易
が

露
顕
し

た

事
件
な
ど

を

経
て

、

承
和
九

年
に

は

大
宰
大
弐
藤
原

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
53）

衛
に

よ

る

新
羅
人
の

入
境
禁
断
の

申
請
を
う

け
て

、

新
羅
人
の

帰
化
を

認
め
な
い

と
い

う

外
交
政

策
転
換
が

な
さ

れ

た
。

そ

れ

以
後

次

第
に

新
羅
に

対
す
る

軍

事
的
緊

張
感
が

昂
ま

り、

そ

れ

が

貞
観
十
一

年
の

告
文
に

見
ら

れ

る

神
国
思

想
の

高
揚
に

つ

な

が
っ

て

い

っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

神
国
思
想
の

形

成
に

至

る

ま

で

の
こ

う
し

た
過

程
に

お

い

て

神
祗
祭
祀
を
重

視
す
る

姿
勢
が

生
み

だ

さ

れ
、

そ

れ

が

神

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
54）

仏
隔
離
の

制
度
強
化
に

つ

な

が
っ

た

こ

と

は

十
分

推
測
で

き
よ

う
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
55）

　
そ

れ

と

と

も
に

既
に

拙
稿
で

も

若
干

取
り
上
げ
て

い

る

が
、

平
安
仏
教
の

隆
盛
に

伴
う

宮
中
仏

事
の

増
加
が

、

隔
離
意
識
を

刺
激
し

た

と

い

う
面
も

指
摘
し
な

け

れ

ば
な

ら
な
い

。

と

り

わ
け

空

海
の

弟
で

あ
る

真
雅
の

存
在
が

注

目
さ

れ

る
。

真
雅
は

そ

の

卒
伝
の

中
で

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
56）

「

清

和
太
上
天

皇
降
誕
之

初
、

入
侍
擁
コ

護
聖

躬一
」

「

和
尚
自

二

清
和
太
上
天

皇
初
誕
之

時訥

未
三

嘗
離
二

左
右
ハ

日
夜
侍
奉
」

と

語
ら

れ
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る

よ

う
に
、

清

和
天
皇

誕
生
の

時
か

ら

日
夜

離
れ

ず
奉
侍
し

て
い

た
こ

と

が

窺
え

る
。

し
か

も

寛
平
五

年
（
八

九
三
）

の

成
立
と

さ

れ

る

『

故

僧
正

法
印
大

和
尚

位
真
雅
伝

記
』

に

よ

れ

ば

「

和
尚

、

自
二

清
和
太
上

降

誕
之

初
ハ

直
d

宿
於

内
裏
ハ

迄
二

于

貞
観

十
六

年ハ

総

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
57＞

廿
四

箇

年、

擁
判

護
国
家一

夙

夜
匪
レ

懈
、

其
精
誠
所
レ

感
也
」

と

あ
る

の

は

注
目
さ

れ
、

真
雅
の

内

裏
直
宿
が

貞

観
十
六

年
ま
で

及
ん

だ

こ

と

で

あ
る

。

真
雅
は
こ

の

年
の

七

月
よ

り
三

度
、

僧
正

の

辞
退
を

上

表
し

て

い

る
。

老
齢
と

い

う
理

由
も
あ
っ

た

で

あ
ろ

う
が
、

貞

観
十
三

年
の

『

貞
観
式
』

頒
行
以

後
、

神
仏
隔

離
が

制
度
化
さ

れ

し

ば
し

ば

内
裏
退
出
を

余
儀
な
く
さ

れ

る
こ

と

へ

の

対
処
で

あ
っ

た

と

も

推
測
す

る

余
地
が

あ
る

。

真
雅
は

後
世
制

度
化
さ

れ

る

天

皇
の

護
持
僧
の

先
蹤
で

あ
り

、

そ

れ
ゆ

え
に

宮

中
の

神
祗
祭

祀
と

斎
戒

の

場
に

お

い

て

僧
侶
が

天
皇
に

近
侍
し

法
音
を
響
か

せ

る

こ

と

が

忌
避
意

識
を

刺
激
し

た

に

違
い

な
い

。

三

　
神
仏
隔
離
の

領
域
拡
大
と

近
世
の

展
開

　
以
上
の

考
察
の

よ

う
に

式
に

定
め

ら

れ

た

制

度
に

お

い

て

は
、

神
仏
隔

離
は

天
皇
祭

祀
を

中
心
と

す
る

領
域
に

適
用

さ

れ
る

も

の

で

あ
り、

（

斎
戒
を

含
む
）

祭

祀
以
外
の

時
間

、

伊
勢
神
宮

・

斎
宮
や

内

裏
以

外
の

場
は
、

原

則
的
に

神
仏
の

接
触

・

融
合
は

許
容
さ

れ

る

も

の

で

あ
っ

た
。

　
た

だ

し

隔
離
の

領
域
は

、

時
代
と

と

も

に

拡
大
の

傾
向
を
た

ど
っ

て

い

っ

た
。

大
嘗

祭
に

お

い

て

は
、

朝
廷
の

諸
官
司
全

体
と

、

五

畿
内

諸
国

司
に

仏

事
禁
止

が

布
告
さ

れ

る

の

が

式
の

規
定
で

あ
っ

た
が

、

仁

安
三

年
（

＝

六

八）

の

高
倉
天

皇
の

大
嘗
祭
に

関
す
る

「

兵
範
記
』

の

記
事
に

よ

れ

ば
、

祭
に

先
立

ち

発
遣
さ

れ

る

五

畿
七

道
諸
社
大

奉
幣

使
に

付
さ

れ
て

、

「

仏
法
を

行
う

事
」

を

含
む

六

ヶ

条
の

禁
忌
を

命
じ

る

官
符
が

五

畿
七

道
諸
国
に

下
さ

れ

て

お

り
、

国
家

行
政
機
構
に

限
ら

れ
る

も
の

の
、

全

国
規
模
で

神
仏

隔
離
が

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
〔
58）

な

さ

れ

た

こ

と

は

留
意
す
べ

き

だ

ろ

う
。

（374） 164

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

神仏隔離の 要因をめ ぐる考察

　

十
世
紀
以
降
に

は
、

神
仏
隔

離
が

適
用
さ

れ

る

祭
祀
の

行
事
（

上

卿
・

弁
・

史）

や
祭

使
・

舞
人

・

陪
従
に

任
じ
ら

れ

た

貴
族

・

官

入
も

＝
疋

期

間
仏

法
を

忌
む

と

い

う
慣
例
も

生
じ

、

自
宅
に

神
事
簡
を

立

て

て

僧
尼
の

参
入
を

禁
じ

、

仏
経
や

同
居
の

僧
尼
を

別
棟
に

移
し

、

日
課
の

念

誦
を
止
め
、

寺
詣
を
せ

ず
、

法
会
に

参
会
せ

ず
、

仏
教
を

遠
ざ

け
る

斎
戒
生

活
に

服
す
る

よ

う
に

な

る
。

ま

た

公

事

で

は
な

い

私
的
な
氏

神
祭
の

奉
幣
に

お

い

て

も

仏
法
忌
避
が

な

さ

れ
る
こ

と

が

あ
っ

た
。

こ

の

時
代
に

な

る

と

天
皇
や

内
裏
の

領
域
に

限
ら
れ

る

も

の

で

は

な

く
、

朝

廷
貴
族
社
会

全
体
の

制

度
慣
習
と

し
て

定
着
し

て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

こ

の

制
度
慣

習
は

管
見
に

及
ぶ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
59）

限
り

、

中
世
未
に

お

い

て

は

永
享
十
一

年
（

｝

四
三

九∀

ま
で

続
い

て

い

た

こ

と

が

確

認
さ
れ
、

お

そ

ら

く
応
仁
の

乱
が

勃
発
し

祭

祀

が

殆
ん

ど

廃
絶
す
る

時
代
ま

で

宮
廷

社
会
に

継
承
さ

れ
て

い

っ

た

も
の

と

思
わ

れ

る
。

　

し
か

し

な

が

ら
、

神
仏

隔
離
の

意
識
や

規
範
は

そ

の

ま
ま

衰
微
し
た

わ

け
で

は

な
い

。

朝
廷
の

神
祗
祭
祀
の

知
識
全

般
は

鎌
倉
時
代

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
60）

以

降
、

神
祗
官
ト

部
氏
の

家
学
の

中
に

蓄
積
さ

れ

て

い

っ

た
。

神
仏
隔
離
に

関
す
る

知

識
も

同
様
で

あ

り
、

承

安
二

年
（

】
一

七
二
）

右
大
臣
藤
原
兼
実
が

ト
部
兼
康
に

「

神
事
之

趣

条
々
」

を

尋
ね

て

い

る

が
、

そ

の

中
に

斎
戒

中
の

公

所
仏
事
へ

の

参

座
や

「

僧
侶
消

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
61）

息
」

「

仏

事
沙
汰
」

「

御
護
」

へ

の

対
処
が

含
ま

れ

て

い

る
。

ま
た

元

暦
元

年
（
一
一

八
四
）

藤
原

忠
親
が

ト

部

兼
友
よ

り

大
嘗

祭
の

仏

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
62）

法
忌
避
の

慣
例
な
ど

を

尋
ね

聞
い

て
い

る
の

も
そ

の

早
い

例
で

あ

る
。

ト
部
氏
は

兼
倶
の

代
に

吉
田
神
道
を
興
し
、

近

世
に

は

神
祗
道

家
と

し

て

全

国
の

神
社
を

統
御
す
る
こ

と

に

な
る

。

江

戸
時

代
に

流

布
し

た

吉
田

家
の

『

神
祗
道
服
忌

令
秘
抄
』

に

も
「

凡
神
事
ニ

ハ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
63）

仏
法
ヲ

忌
タ

リ
。

祈
藩
タ

リ

ト

云

ド
モ

可
レ

憚
レ

之
」

と

見
え

、

神
仏

隔
離
の

規
範
が

近
世
社
会
に

お

い

て

も

継
承
さ

れ
、

し

か

も
宮
廷

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
64）

内
部
に

と

ど

ま

ら
ず

広
く

社
会
に

流
布
し
て

い

っ

た
こ

と

が

う
か

が

え
る

。

　

江

戸
時
代
に

復

興
さ

れ

た

大

嘗
祭
・

新
嘗

祭
に

お

い

て

も
、

神
仏

隔
離
の

規
範
が

復
活
し
て

い

る
。

宮
中
で

の

僧
尼

形
の

往
来
は

禁

じ
ら
れ

、

法

師
を

描
い

た

屏
風
や

僧
の

作
者
を

含
む

歌

集
・

歌
書
の

類
ま

で

御
覧
停
止
と

な
っ

て
い

る
。

京

都
の

街
中
に
お

い

て

も
、
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（
65）

町
々

の

木
戸
際
ご
と

の

石

地
蔵
に

明
俵
を
か

ぶ

せ

て

隠
し

、

御
所
に

近
い

地

域
に

お

い

て

は

寺
々

の

鳴
鐘
も

禁
止
さ

れ

た
。

　

ま

た

地

方
の

諸
社
に

お

い

て

も

隔
離
慣
行
を

認
め

る

こ

と

が

で

き

る
。

例
え
ば

元

禄
元

年
（

一

六
八

八）

佐
草

自
清

著
『

重

山

雲

秘

抄

上
』

は
、

出
雲
国
造
の

新
嘗
会
の

神
事
次

第
を
ま

と

め

た

書
で

あ
る

が
、

そ

の

中
の

「

斎
殿
法
式
」

の

条
に

、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ル

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
〔
66）

　

　

僧
尼
重

軽
服
人

、

月
水
見
女
但
シ

老
女
・

小
女

無
レ

憚

不
二

参
入
 

妊

者
夫

自
二

七
ヶ

月一

以
後
憚
レ

之
。

仏

経
・

念
珠
不
レ

入
レ

之
。

と

あ
る

よ

う

に
、

新
嘗
会
に

先
立
つ

国
造
の

斎
戒
に

お

い

て

は

僧
尼
の

参
入
を

忌
み

、

仏
経
・

念
珠
を

斎
殿
に

入

れ
る
こ

と

を

禁
じ

た

こ

と

が

見
え

る
。

ま

た

宗

像
沖
ノ

島
に

お

い

て

も

近

年
ま

で

漁
民
が

上

陸
し

た

際
に

守
る
べ

き
忌

詞
の

中
に

、

僧
を

「

マ

ル

ヨ

ウ

セ

イ
」

尼
を

「

カ

ミ

ナ

ガ
」

と

言
い

換
え

る

風
習
が

あ
っ

た

と

い

い
、

ま

た

宝

永
元

年

2
七

〇
四
）

の

貝
原

益

軒
『

宗
像
三

社

縁
起
』

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　（
67）

附
録
も

沖
ノ

島
で

僧
尼
・

山
伏
に

関
す
る

忌
詞
が

存
在
し

た

こ

と

に

言
及
し
て

い

る
。

　
こ

れ

ら
は

、

江
戸
時

代
前
半
に

さ
か

の

ぼ

れ
る

事
例
で

あ
り

、

儒
学
や

国
学
の

排
仏
思
想
の

影
響
と

み

る

よ

り
、

む

し
ろ

朝
廷
貴
族

社
会
に

蓄
積
さ

れ
た

文

化
情
報
を

継
受
し

た

も
の

と
い

え
よ

う
。

こ

う
し

た

隔
離
慣
行
の

地

方
・

民

間
へ

の

浸
透
に
つ

い

て

は
、

さ

ら

な

る

資
料
の

蒐
集
を

ま
た

な

け

れ

ば
な
ら

な

い

が
、

見
通
し

を

述
べ

さ

せ

て

も

ら

え
ば

、

応
仁
の

乱
以

後
の

宮
廷
文

化
の

地
方
波
及
や

神
祗
道
家
の

活
動
に

よ

り
、

儒
学

・

国
学
の

排
仏
思

想
の

普

及
を

ま

た

ず
に

神
仏
各
別
の

意

識
が

植
え

付
け

ら

れ
て

い

っ

た

可
能
性
は

大
き
い

だ
ろ

う
。

こ

う
し

た

意
識
が

近

世
・

近

代
の

神
仏
分

離
を

受
け
入
れ
る

要
件
を

形
作
っ

て

い

っ

た

の

で

は

な
か

ろ

う
か

と

推
測

さ

れ

る
。

結
び

以
上

の

考
察
に

よ

り
、

神
仏
隔
離
は

制
度
的
に

は

『

貞
観
式
』

の

段
階
で

確
立
し

、

そ

の

主

眼
は

天
皇

祭
祀
に

あ
っ

た
こ

と

が

認
め
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神仏隔離の 要因をめ ぐる考察

ら
れ

る
。

し

か

し

な
が
ら

神
祗
令
の

祭
祀

体
系
は

大

陸
諸
宗
教
の

影
響
を

受
け

な
が

ら

も
、

宗
教
と

し

て

の

独
自
性
を
意

識
し

て

形
成

さ

れ

た

も
の

で

あ
り

、

異
質
な

体
系
を

持
つ

宗
教
と

の

融
合
を

排
除
す
る

性
格
を

内
包
し
て

い

た

と

考
え
ら

れ
る

。

奈
良
朝
ま

で

の

資

料
に

よ

れ
ば

、

天
皇
祭
祀
に

限
ら

ず
よ

り
一

般
的
な
レ

ベ

ル

で

の

神
と

仏
と

の

差
異
が

認

識
さ

れ

て

い

た
よ

う
に

考
え
ら

れ

る
。

そ

れ

が

仏
教
偏
重
に

よ

り
皇

統
の

危
機
を
も

た

ら
し

た

道

鏡
事
件
を

契
機
と

し

て

王

権
の

存
立
を

守
る

た

め

の

制
度
と

し

て

発
達
し

て

い

っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

　
し

か

し

な

が
ら

神
仏
隔
離
の

現
象
は

そ

う
し

た

政
治

的
要
因
に

止
ま

る

も

の

で

は

な
い

。

平
安
時
代
以

降
は

天
皇

祭
祀
の

狭
い

領
域

に

限
定
さ

れ

る
こ

と

な

く
、

広
く

貴
族
社
会
の

制
度

慣
行
と

し

て

定
着
し

て

い

き
、

神
国
思

想
と

関
連
し
な
が

ら
仏

教
と

の

融
合
を

排

除
し

た

神
祗
世
界
の

領
域
を

拡
げ
て
い

っ

た

の

で

あ
る

。

　
一

例
と

し

て

文
学
に

目
を

転
じ

れ

ば
、

勅

撰
和
歌

集
の

八

代
集
の

神
祗
部
の

和
歌
に

お

い

て

も
、

本
地
垂

迹
の

思
想
が

明

確
に

認
め

ら
れ

る

も

の

は
、

『

千
載

和
歌

集
』

崇
徳
院
の

「

み

ち

の

へ

の

ち

り
に

ひ

か

り
を
や

は

ら

け

て

か

み

も
ほ

と

け

の

な

の

る

な

り
け

り
」

（
一

二

五

九

番）

な

ど

ご

く

少
数
に

限
ら

れ

て

お

り、

大
部
分
の

神
祗
歌
に

は

本
地
垂
迹
の

思
想
の

片
鱗
さ

え

窺
う
こ

と

が

で

き

な
い

。

ま
た

後
白
河

院
編
の

『

梁
塵
秘
抄
』

に

お

い

て

も

四

句
神
歌
が

神
仏

習
合
の

宗
教
世

界
を

テ

ー
マ

と

す
る

の

に

対
し

、

二

句

神
歌
に

見

え
る

諸
社
に

因
ん

だ

神
祗
歌
に

は
、

石

清
水

・

熊
野
・

日

吉
と
い

っ

た

習
合
色
の

濃
い

神
社
に

お
い

て

も

神
仏
習
合
思
想
は

表

明
さ

れ

て

い

な

い
。

　

神
仏
習

合
思

想
は

無
制
限
に

あ
ら
ゆ

る

領
域
を

覆
い

尽
く
し

た

わ

け
で

は

な

く、

仏
法
を

排
除
す
る

神
祗
や

祭
祀
の

領
域
が

、

い

わ

ゆ

る

思
想
の
レ

ベ

ル

で

は

な

く

感
覚
・

意
識
の
レ

ベ

ル

に

お

い

て

根
強
く

保
持
さ

れ

続
け
て

い

た

の

で

あ
る

。

そ

の

中
核
と

な
っ

た

の

は
、

神
仏
隔

離
の

原

則
の

も

と

に

営
ま

れ
た

朝
廷

祭
祀
の

文
化
で

あ
っ

た
。

167 （377）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

　

日

本
の

神
仏
関
係
の

在
り
方
と

は
、

神
と

仏
と

の

単
純
な
一

対
一

の

交

渉
に

よ
っ

て

成
り

立
っ

て

い

た

と

見
る
べ

き

で

は

な
く

、

仏

教
と

の

融

合
を

排
除
す

る

神
祗
の

宗
教
世
界
と

、

神
仏
習
合
の

宗
教
世

界
と

の

棲
み

分
け

に

よ
っ

て

成
り

立
っ

て
い

た

と

理

解
す
べ

き

で

は

な
か

ろ

う
か

。

さ

ら
に

言
え
ば

神
仏
習
合
思

想
に

対
す
る

反
作
用
と
し
て

生
ま

れ

た

の

が

神
仏
隔

離
な

の

で
は

な

く
、

む

し
ろ

神

仏

隔
離
の

原

則
を

仏
教
の

立

場
か

ら

理

論
的
に

克

服
す

る

た

め

に

打
ち

出
さ

れ

た

の

が

神
仏
習
合
思
想
で

あ
る

と

の

見
通
し

を
持
っ

て

い

る

が
、

紙
数
も

尽
き

た
の

で

こ

れ
ら

の

事
柄
に

つ

い

て

は

稿
を

改
め

て

論
じ

て

み

た

い
。
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注
（
1）
　
高
取
正

男
「

排

仏
意

識
の

原
点
」

（

『

史
窓
』

二

七

号、

】

九
六

九
年、

の

ち

同
『

民
間
信

仰
史
の

研
究
』

法
藏

館
、

一

九
六
二

年
に

収
録）
、

同

　
　
『

神
道
の

成
立
』

平
凡
社、

一

九
七

九
年、

堀
一

郎
「

神
仏
習

合
の
一

考
察
」

（
同
「
宗
教
・

習

俗
の

生

活
規
制
』

未
來
社、

一

九
七
四

年
）

。

（
2
）
　

高
取
正

男
以
後
の

研
究
に

つ

い

て

は

後
掲
の

拙
稿
A
・

B
を

参
照

。

（
3）
　

井
上

寛
司
は

「

「

神
仏
隔
離
」

の

現
象
も、

決
し

て

仏
教
に

対
す
る

単
な
る

拒
否
反

応
で

は

な

く、

む

し

ろ

そ
う
し

た

神
社
の

側
の

主

体
的
で

積
極

　
　
的
な

受

容
の

あ
り

方
を

示

す
も
の

と

し
て

捉
え

返
す

必
要
が

あ
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か
」

（

同
『

日

本
の

神
社
と

「

神
道
ヒ

校
倉
書
房、

二

〇

〇
六

　
　
年、

三
一

頁
）

と

述
べ

て

い

る
。

し
か

し

な
が

ら、

神
仏
隔
離
は

後
述
す
る

よ

う
に

、

神
社
を

場
と

し

て

普
遍

的
に

発
現
す
る
現

象
で

は

な
く、

あ
く

　
　
ま
で

天

皇
祭
祀
に

そ

の

本
源
が

あ
る

。

公
祭
の

よ
う
な

天
皇
祭
祀
の

延
長
上
に

お

い

て

神
社
に

お

い

て

も

発
現
す
る

こ

と

が

あ
る

現
象
と

し
て

捉
え

な

　
　
け
れ
ば
な

ら

な

い
。

（
4）
　
岡
田

莊
司
は

「

日

本
の

神
々

と

仏
教
」

（

日

本
仏
教
研

究
会
編
『

仏
教
と

出
会
っ

た
日

本
』

法
藏
館

、

一

九
九
八

年）

の

中
で

こ

う
し

た

視
点
か

ら

　
　
の

研
究
の

進
展
の

必
要
性
を

論
じ
て

い

る
。

ま
た
三

橋
正

『

平
安

時
代
の

信
仰
と

宗
教

儀
礼
』

（

続
群
書
類
従
完

成
会

、

二

〇

〇
〇
年
）

第
三

篇

第
一

　
　
章
も
、

こ

う
し

た

問
題
意

識
か

ら
の

取
り

組
み
の

成

果
で

あ
る

。

（

5）

津
田
左

右
吉
は

『

日

本
書
紀』

に

見
え

る
「

神
道
」

の

語
に

つ

い

て

は
、

仏
教
と

対
置
さ

れ
る

民
族
的
信
仰
と
し
て

の

神
道
を
意

味
す
る
事

例
で

あ

　
　
る

と

し
て

い

る

が
、

黒
田

俊
雄
は
こ

の

見
方
を
も
否

定
し
て

い

る
。

（

6）
　

本
論

文
の

テ

ー
マ

に

密
接
に

関
わ
る

黒
田
俊
雄
の

論
文
と

し

て

は

左
の

四
点
が
あ
る

。

　
　
A
『

日

本
中
世
の

国
家
と

宗
教』

岩
波
書
店

、

一

九
七
五

年
、

第
三

部
「

中
世
に

お

け
る

顕
密
体
制
の

展

開
」

四

「

中
世
の

神
国
思

想
」

。
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B

「

「

神
道
」

の

語
義
」

（
『

日
本
思

想
大
系
月

報
』

五
七
、

一

九
七
七

年
、

の

ち

同
『

歴
史
学
の

再
生
』

校
倉
書

房
、

一

九
八

三

年
に

収
録）

。

　
　
C
「

中

世
宗
教
史
に

お

け

る

神
道
の

位
置
」

（
家
永
三

郎
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
委

員
会
編
『

日

本
古
代
・

中
世
の

仏
教
と

思
想
』

三

省
堂、

一

九
七

　
　

　
九
年、

の

ち

黒
田

俊
雄
『

日

本
中
世
の

社
会
と

宗
教
』

岩
波
書
店、

一

九
九
〇

年
に

収
録
V

。

　
　
D
「

日

本
宗
教
史
上
の

「

神
道
」

」

（
同

『

王

法
と

仏
法
」

法
藏
館

、

一

九
八

三

年
。

一

九
八
一

年
に

発
表
し
た

英
語
論
文
．．

ω

三

畧
o

ぎ

匪
Φ

国
一

の

o
け

憂

　
　
　
oh

富
℃

餌
目
Φ
ω

 

殉
Φ

自
ぴq

δ
筏．

を

日

本
文
に

直
し
て

発
表
し

た

も
の）

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

な
お

本
文

引
用
の

際
の

頁
表

記
は

、

再
録
さ
れ

た

書
籍
に

よ
る

。

）

（

7
）
　
こ

の

こ

と

は

例

え
ば

に

言
臼

三
ω

讐

は

イ
ギ
リ
ス

人
に

よ
っ

て

植
民
地

時
代
に

生
み

だ
さ

れ
た

名
称
で

あ
る

が
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
を

論
じ
る

に

お

い

　
　
て

十
八

世
紀
以
前
を

切
り

捨
て

る

こ

と

は

あ
ま

り
に

無
謀
で

あ

り
、

古
代
の

バ

ラ
モ

ン

教
か

ら
の

連

続
性
も
捨
象
し
て

論
じ
る

こ

と

は
で

き
な

い

の

と

　
　
同
様
で

あ
る

。

な
お

黒
田

自
身
も

論
文
D
に

お

い

て

は
「

今
日
の

神
道
を

民
族
的
宗
教
と

規
定
し、

古
代
・

中
世
の

“

神
道
”

を

そ
の

遡
源
の

途
上
に

　
　
お

い

て

考
察
す
る
こ

と

ま

で

妨
げ
る

も
の

で

は

な

い
」

（
四
五

頁）

と

述
べ

て

い

る
。

（

8
）
　
黒
田

論
文
C
、

三

八

頁
。

（

9
）
　
黒
田

論
文
B
、

五
二

三

頁
。

（

10
）
　
黒

田

論
文
C

、

四

六

頁
。

（

11
）
　
大
祓
の

東
西
文

部
の

儀
礼
に

つ

い

て

は
、

新
川
登

亀
男
「

東

西
史
部
の

祓

詞
と

盾
節
舞
」

（
同
『
日

本
古
代
の

儀
礼
と

表
現
』

吉
川

弘
文
館、

一

九

　
　
九
九
年、

初
出
一

九

九
三

年）
、

吉
川

美
春
「

東
西

文
部
解
除
に

関
す
る
一

考
察
」

（
『

日

本
学
研
究
』

一
、

一

九
九
八

年
）

な
ど

。

ま

た

「

尊
」

「

命
」

　
　
の

称
号
に

つ

い

て

は、

那
波
利
貞
「

道
教
の

日

本
国
へ

の

流
伝
に

就
き
て
」

（

『

東
方

宗
教
」

二

・

四
・

五
、

一

九
五

ニ

ー
四

年
）

、

日

本
の

人
形
の

源

　
　
流
と

な
る

人
形
木

簡
に

つ

い

て

は

王

育
成
「

道
教
文
物
の

概
説
」

（
二

〇
〇
二

年、

早
稲
田
大

学
道
教
研
究
所
講

演
会

講
演
録、

原
稿
翻
訳
・

阿

純
章）

　
　
や

増
尾

伸
一

郎
「

古
代
く

人

形
V

呪
儀
と

そ
の

所
依
経
典
」

（
『

延
喜
式
研

究
』

＝
二
、

一

九
九
七
年）

が

参
考
に

な
る

。

（

12
）
　
鎮
魂

祭
に

関
し
て

は

新
川
登

亀
男
『

道
教
を
め

ぐ

る
攻
防
』

大
修
館
書
店

、

一

九
九
九

年
。

（

13
）
　

青
木
紀
元
『

祝

詞
古
伝
承
の

研
究
』

国
書
刊
行
会、

一

九
八

五

年
。

（

14
）
　
佐
野

公
治
「

中
国
の

郊
祀
と

日

本
の

大
嘗
祭

−
1・
神
々

の

座
を
め

ぐ
っ

て
」

〔
『

中
国
　
　
社
会
と

文
化
』

七
、

一

九
九
二

年
）

。

（

15
）
　
黒
田
は

論
文
C

（

四

〇
頁）

に

お

い

て
、

福
永
光
司
の

研
究

業
績
を
踏
ま
え
つ

つ
、

古
代
の

神
道
は

道
教
の

地

域
的
形
態
で

あ
っ

た
と
も
述
べ

て

い

　
　
る

が
、

今
日
こ

う
し
た

見
方
は

成
り
立
た

な
い

だ
ろ

う
。

（

16
）

井
上

光
貞
『

日

本
古
代
の

王

権
と

祭

祀
』

東
京
大
学
出
版
会、

一

九
八

四

年
。

中
国
皇
帝
祭
祀
の

近

年
の

ま
と

ま
っ

た

研
究
と

し

て

は

金
子

修
一

　
　
『

古
代
中
国
と

皇

帝
祭
祀
』

（
汲
古
書
院

、

二

〇
〇
］

年
）

、

同

『

中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の

研
究
』

（

岩
波
書
店、

二

〇
〇
六
年）

が

あ
る

。

（379）169

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

（
17）
　
西

宮
秀
紀
「

日

唐
律
令
に

見
え

る

神
へ

の

捧
げ
物
考
」

（
同
『
律
令
国

家
と

神
祗
祭

祀
制
度
の

研
究
』

塙
書
房、

二

〇

〇
四

年、

初
出
一

九

八

九

　

年）
。

（
18）
　
高
麗
・

朝
鮮
王

朝
の

祭
祀
制

度
に

つ

い

て

は、

桑
野
栄
治
「

朝
鮮
時
代
の

国
家
祭

祀
と

儒
教
」

（
『

ア

ジ

ア

遊
学
』

五

〇、

二

〇

〇
三

年）
、

新
羅
の

　

祭
祀

制
度
に

つ

い

て

は

三

橋
健

「

日

本
の

神

祗
令
と

中
国
の

祠

令
・

朝
鮮
の

祭

祀
志
」

（
『

季
刊
日

本
思
想
史
』

四
四

、

】

九
九
四

年）

が

あ
る

。

三

橋

　

論
文
に

よ

れ

ば
、

新
羅
の

祭
祀

制
度
に

お

い

て

は、

日

本
の

神
祗
令
と

同
様、

唐
の

祠

令
と

か

な

り
の

相
違
が

指

摘
さ
れ

る

と

す
る

。

た

だ

し
、

五

　
　

嶽
、

四
鎮、

四

海
、

四
漬
の

祭

祀
の

名
称
は

祠
令
と

共
通
す
る

。

（

19）
　
日

本
に

お

け
る

郊
祀
に

つ

い

て

は、

瀧
川

政
次
郎
「

革

命
思

想
と

長
岡
遷

都
」

（
同
『

法
制
史
論
叢
』

第
二

冊

所
収、

角
川
書

店、

一

九
六

七

年）
。

（
20）
　

桓
武
天
皇
の

父
・

光
仁
天
皇

（

白
壁
王
）

の

場
合
は

、

聖

武
天
皇
の

娘
・

井
上

内
親
王

を

妃
と

し

た

と

い

う

条
件
に

よ
っ

て

皇
位
継
承
の

正

当
性
が

　
　

保
証
さ

れ
た
が、

桓
武
（
山

部
親
王）

が

立
太

子
し

た

の

ち、

宝

亀
六
年
（
七
七
五
）

に

井
上

内
親
王

と

他

戸
親
王

が

自
殺
さ

せ

ら
れ
る

事
件
が

起
こ

　
　
る
と

い

う
事
情
も
あ

り
、

桓
武
は

自
ら

の

皇

統
の

脆
弱
性
を
自

覚
し

て

い

た

も
の

と

思
わ
れ
る

。

（
21）
　
桓
武
朝
・

文
徳

朝
の

郊
祀
に

関
す
る

近

年
の

論
考
と

し

て

は、

河

内
春
人
「

日

本
古
代
に

お

け
る

昊
天

祭
祀
の

再
検

討
」

（

『

古
代
文

化
』

五

ニ

ー

　
　］
、

二

〇
〇
〇

年
）

が

あ
る

。

（
22）
　
河

内
前
掲
論
文

。

〔

23
）

　
菊
池
克
美
「

神
祗
令
に

お

け
る

法
継
受
の

問
題
」

（
池
田

温
編

『

中
国

礼
法
と

日

本
律
令
制
』

吉
川

弘
文
館、

一

九
九
五

年）

に

お

い

て

は、

日

本

　
　
に

お

け
る

郊
祀
や

釈
奠
を
唐

祠
令
の

法
的

継
受
と

し

て

捉
え
て

い

る
。

確
か

に

中
国
皇
帝
祭

祀
の

部
分

的
継
受
と

は
い

え
よ

う
が
、

神

祗
令
の

体
系
の

　
　

枠
外
の

祭
祀
と

し

て

明
確
に

位

置
付
け
ら
れ

て

い

た

と

考
え
る

べ

き
で

あ
る

。

（

24）
　
丸
山
茂
『

神
社
建
築
史
論
11

古
代
王

権
と

祭
祀
』

中
央
公

論
美
術
出

版、

二

〇
〇
」

年
。

（

25）
　
『

北
山
抄
』

巻
一

「

元

日
拝
天
地
四

方
事
」

。

（

26）
　
『

北
山
抄
』

に

は

「

本
是
再
拝
也
」

と

述
べ

る

が、

西
本
昌
弘
に

よ

れ

ば
、

『

古
事
記
』

の

安
康
条
や

『

続
日

本
紀
」

天
平

十
二

年
十
月
壬

戌
条
の

記

　
　

事
を

踏
ま

え
て、

両
段
再
拝
は

「

神
や
天
皇
（
お

よ

び

そ
の

使
い
）

に

対
す

る

日
本
古
来
の

拝
法
で

あ
っ

た
と

考
え
て

よ
い

だ
ろ

う
と

思
う

」

と

述
べ

　
　
て

い

る

（
同
『

日

本
古
代
儀
礼

成
立

史
の

研

究
』

第
二

篇
第
一

章
「

古
礼
か

ら
み

た

『

内

裏
式
』

の

成
立
」

一

三

三

頁、

塙

書
房、

一

九
九
七

年
、

初

　
　

出
一

九
八

七

年
）

。

ま

た

大
隅
清
陽
は

『

類
聚

国
史
』

巻
七

十
一

の

元
日
朝
賀
条
に

引
く
延
暦
十
八

年
正

月
の

朝
賀
に

お

い

て

蕃
客
と

し
て

渤
海
国
使

　
　
が

参
加
し
た
た

め

に
、

四

拝
を

減
じ

て

再

拝
と

し

拍
手
を
し

な

か

っ

た

例
を

紹
介
し、

「

四

拝
し

拍
手
を

す
る
と

い

う

作
法
は

、

唐
の

再
（

二
）

拝
と

は

　
　

異
な
る

日

本
独

自
の

も
の

で、

『

儀
式
』

・
『

延
喜
式
』

に

見
え
る

践
祚
大
嘗
祭
で

の

諸
臣
拝
礼
の

作
法
と
一

致
す
る
」

（
同
「

儀
制
令
と

律
令
国

家
ll

　
　

古
代
国

家
の

支

配
秩
序
」

池
田

温
前
掲
書
所
収）

と

し
て

い

る
。
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（
27
）

　
仏
教
に

限
ら

ず、

儒
教

祭
祀
で

あ
る

釈
奠
に

お

い

て

も、

隔
離
の

作
用
が

は
た

ら
い

た
。

釈
奠
の

式
日
は

二

月
・

八

月
の

上

丁
日
で

あ
っ

た

が、

　
　
『

日

本
紀
略
』

弘

仁
十
一

年

（

八

二

〇）

二

月
条
に

よ
れ

ば
、

こ

の

月
の

釈
奠
は

中
丁
日
に

変
更
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ
は

祈
年
祭
に

当
り
三

牲
の

供
犠

　
　
を
忌
む
べ

き

こ

と

に

よ

る
処

置
で

あ
っ

た
。

こ

れ
も

隔
離
意
識
の

発
現
形
態
と

捉
え

ら
れ

よ
う

。

（
28
）
　

神
仏
隔
離
の

テ
ー
マ

に

関

す
る

拙
稿
は

左
の

通
り

。

　
　
A
「

平

安
時
代
宮
廷
の

神
仏

隔
離
　
　
『

貞
観
式
』

の

規
定
を
め

ぐ
っ

て
」

〔
二

十
二

社
研
究
会
編

『

平
安
時
代
の

神
社
と

祭
祀
」

国
書
刊
行
会、

一

　
　
　

九
八

五

年）
。

　
　
B
「

大
嘗
祭
に

お

け
る

神
仏

隔
離

ー
そ

の

変
遷
の

通
史
的
検
討
」

（
『

国
学
院
雑

誌
』

九
一

−
七

、

【

九
九

〇
年
）

。

　
　
C
「

宮
寺
の

神
仏

習
合
上
の

特
質
と
そ
の

変
容
」

（

『

日

本
の

仏
教
』

三
、

法

藏
館、

一

九
九
五

年
〉

。

　
　
D
「

神
仏
分
離
」

（

大
久
保
良
峻

他
編
著
『

日

本
仏
教
34
の

鍵
』

春
秋

社、

二

〇
〇
三

年）
。

（
29
）

　
『

続
日
本

紀
』

天

平

神
護
二

年
（
七
六

六）

七

月
丙
子

条
に

「

遣
レ

使、

造
二

丈
六

仏
像
於

伊
勢
大
神
寺一
」

と

見
え
る

。

（
30
）
　

伊
勢
神
宮
の

大

神
宮
寺
造
立
や

、

そ
の

廃
止
に

つ

い

て

は
、

田

中
卓
著
作
集
四

『

伊
勢
神
宮
の

創
祀
と

発
展」

五

「

伊
勢

神
宮
寺
の

創
建
」

（
国

書

　
　

刊
行
会、

一

九
八
五

年
、

初
出
一

九
五

六

年）
、

高
取
正

男
『
神
道
の

成
立
』

に

詳
し
い

。

（
31
）
　
『

延
喜
式
』

の

四

時
祭
式
上
の

大
中
小
祀
条
に

は、

内
裏
の

斎
す

る

祭
・

祭

官
（
神
祗

官）

の

斎
す
る

祭
の

区
分
が

あ

り、

後
世
の

事
例
を

見
る

と
、

　
　
こ

の

内
裏
の

斎
す
る

祭
に

限
り
致
散
斎

条
の

規
定
が
適
用
さ

れ
た
よ

う
で

あ
る

。

（
32
）

　
『

北

山
抄
』

巻
四

「

雑
穢
事
」

に

は

「

或
記
」

を

引
い

て

「

凡
僧
尼
及
重

服
之

人、

六

月
、

十
一

月、

十
二

月
神

事
之

前
、

不
レ

可
レ

参
二

入
内
裏
而

其

　
　

余
祭

唯
可
レ

忌
二

散

斎
之

日
の

（
下

略）
」

と

記
さ

れ
て

お

り
、

「

撰
二

貞
観
式一

之
日、

神
祗

官
所
レ

進
勘
文
如
レ
此
」

と

注
記
さ

れ
て

い

る
。

ま

た

『

政
事

　
　

要

略
』

巻
六
一

に

も
ほ

ぼ

同
文
を

引
き

「

貞
観
八

年
神
祗
官
勘

申
状
」

に

よ

り
記
し

た
も

の

か

と
の

記
述
が

あ
る

。

詳
し
く
は

拙
稿
A
参
照

。

（
33
）

　
そ

の

期
聞
は、

祭
月
の
一

日
の

忌
火

御
飯
の

儀
か

ら、

祭
の

翌

朝
の

解
斎
の

粥
ま

で

の

天
皇
自
身
の

服
す
べ

き

斎
戒
期
間
に

あ
た
る

。

（
34
）

新
嘗
祭
や

月
次

祭
神
今
食
に

お

い

て

祭
月
の
一

日
か

ら

斎
戒
を
は

じ

め

る

例
と

し
て

『

日

本
書
紀
」

天
武
五

年
（
六
七

六）

十
一

月
一

日

条
に

　
　
「

以
二

新
嘗

事の

不
二

告
朔一
」

と

見
え
る

記

事
が

参
考
に

な
る

。

告
朔
の

儀
礼
が

天
皇
自

身
の

斎
戒
に

よ

り
停
止
さ

れ
た

と

考
え

ら
れ

る
。

し
た
が

っ

　
　
て

こ

の

斎
戒
は
飛

鳥
浄
御
原

令
以
前
か

ら
の

古
い

伝

統
で

あ
っ

た
こ

と

が

推
測
さ
れ
る

。

（
35
）

　
ま

た、

神
祗

令
の

規
定
で

は

祭
日

の

翌
日
に

あ
た

る

後
斎
は
一

日

中
斎
戒
を

解
く
こ

と

が

で

き

な
い

が、

こ

の

後
斎
が

行
わ
れ

な

く
な
る

。

月
次

　
　

祭
・

新
嘗
の

場

合
は

、

薦

享
儀
礼
の

終
わ

る

早
朝
に

解
斎
の

粥
を
口

に

す
る
こ

と
に

よ

っ

て

天
皇

自
身
の

斎
戒
が

解
か

れ
る

の

で
、

そ

れ
以
後
は

後
斎

　
　
日
に

仏
事
を
行
う

場
合
が
あ
っ

た
。

（
36
）

　
た

だ
し

、

中

祀
の

中
で

も

祈
年
祭
は、

朔
日
か

ら
の

斎
戒
を

行
う
こ

と

に

つ

い

て

議
論
が

あ
り

必
ず
し

も

定
着
せ

ず
、

賀
茂

祭
に

つ

い

て

も
、

宮
中
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の

灌
仏
会
が

行
わ
れ

る

場
合
は

、

そ

れ
以

後
斎
戒
に

入
る

な
ど

変
則
的
な

運
用
が
な

さ

れ
た

。

こ

れ
は
中

祀
の

な

か

で

も
天

皇
の

薦
享
儀
礼
を

行
う
月

　

　
次

祭
・

新
嘗
祭、

お

よ

び
祭
使
を

発
遣
す
る

た

め

に

天
皇
が

朝
堂
院
に

出
御
し
て

儀
式
を

行
う

神
嘗
祭
が、

神
仏
隔
離
の

眼
目
と

さ

れ
た
た

め

で

あ
ろ

　

　
う

。

〔
37
）

　
『

西

宮
記
』

所
引
『

九

暦
』

逸
文
の

承
平
元

年
閏
五

月
二

十
九
日

条
に

「

御
読
経

結
願、

先

例
第
四
日
朝
座

御
結
願

。

而
明
日

依レ
可
レ

供
二

忌
火
膳→

　

　
今
日

了
云
々
」

と

み

え

る
。

（
38
）

　
た

だ
し

前
者
の

二

例
は
い

ず
れ

も
祭
の

延

引
と

い

う

事
情
が
か

ら

ん
で

お

り、

ま

た

賀
茂
祭
の

事
例
も

「

神
事
近
き

」

に

よ

り
観
音
供
を

修
さ

な
か

　

　
っ

た

と

表
現
さ
れ
て

お

り、

月
初
め
か

ら
の

斎
戒
に

よ

る

不

修
と

み

る
に

は

若
干
の

曖
昧
さ

を

残
す。

（
39
）

　
『

西

宮
記
』

現
行
文
が

成
立

し
た

の

は

長
和
年
間
（

一

〇
一

二

ー
七
）

と

さ

れ
る

。

（
40
）

　

新
日

本
古
典
文

学
大
系
『

江

談
抄
・

中

外
抄
・

富
家
語
」

、

三

五

〇
1
一

頁。

（
41
）

　

新
日

本
古
典
文

学
大
系
『

江

談
抄
・

中

外
抄
・

富
家
語
』

、

二

六
六

頁
。

（
42
）

　
内
蔵
寮
と

諸

社
祭
祀
と

の

関
係
に

つ

い

て

は
、

岡
田

莊
司

『

平

安
時

代
の

国
家
と

祭
祀
』

第
一

編
第
二

・

三

章
「

平
安
前
期
神

社
祭
祀
の

公

祭
化

　

　
上
・

下
」

（
続
群
書
類

従
完
成
会、

一

九
九
四

年）

参
照

。

（
43
）
　
『

日

本
書

紀
』

欽
明

十
三

年
十
月
条

。

（
44
）

　
『

日

本
書

紀
』

用
明
二

年
四

月

条
。

（
45
）

　
大
正

蔵
巻
二

四、

一

〇
〇
五
a
二

七
。

（
46
）

　
『

大
日

本
古
文
書
』

編
年
文
書
第
五

巻、

六

八
四

頁
。

（
47
）
　

中
西
康
裕
『

続
日

本
紀
と

奈

良
朝
の

政
変
』

吉
川
弘
文
館、

二

〇
〇
二

年、

初
出
一

九
九
三

年
。

（
48
）

　

長
谷
部
将
司
「

宇
佐
八
幡
神
託
事
件
「

物
語
」

の

構
築
過

程
」

（
『

日
本
史

研
究
」

四
八
三
、

二

〇
〇
二

年）
。

（
49
）

　
仁
藤
敦
史
『

女

帝
の

世
紀
Il

皇
位
継
承
と

政
争
』

角
川

書
店

、

二

〇
〇
六

年
。

（
50
）

　
こ

の

時
期
の

神
国
意
識
の

展
開
に

つ

い

て

は
、

岡
田

莊
司

前
掲
書

、

第
二

編
第
一

章
参
照

。

（
51
）
　
『

続
日
本

後
紀
』

承

和
三

年
】

二

月
丁

酉
条。

（
52
）
　

木
村
茂
光
『

「

国
風
文
化
」

の

時
代
」

青
木
書
店、

一

九
九
七
年、

】
一

六

頁
。

（
53
）
　

同
書

、

一
一

八

−
一

二

二

頁
。

（
54
）

　
た

だ
し

こ

こ

で

言
う
と

こ

ろ

の

神
国
思
想
は

佐
藤
弘
夫
が

『

神
・

仏
・

王

権
の

中
世
』

（
法

藏
館、
一

九
九
八

年）

で

論
じ

た
と

こ

ろ

の

初
期
の

神

　

　
国
思
想
に

あ
た
る

。

神
仏
習
合
思

想
と

融
合
し
た

神
国
思
想
に

つ

い

て

は

稿
を

改
め

て

論
じ
て

み

た
い

。
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神仏隔離の要因 をめ ぐる考察

（
55）
　
拙
稿
A
・

B
に

お

い

て

は
、

仁
明
朝
の

宮
中
仏
事
の

増
加、

清
和
天

皇
の

護
持
僧
の

存
在

、

平
安

仏
教
の

台
頭
な
ど
を

指
摘
し
て

お

い

た
。

（
56
）

　
『

日

本
三

代
実
録
』

元

慶
三

年
正

月
癸
巳
条

。

（
57
）

　
『

弘
法
大

師
伝
全
集
』

復
刻
第
一

〇

巻、

】

二

頁
。

（
58）
　
拙
稿
B
参
照

。

（
59）
　
『

建
内
記
』

永
享
三

年
二

月
四
日

条
に

「

妣
御
忌

日
也。

而

自
二

昨
夜一

始
二

神
事一

之
間
不
レ

及
レ

請
レ

僧
」

と

あ
る
の

が

確
実
な

例
で

あ
る

が、

同

＝

　
　

年
二

月
二

日

条
に

も

「

祈
年
祭
自
二

朔
日一

御
神
事
之

由
存
之

歟、

可
レ

尋
レ
知
レ

之
」

と

見
え
る

。

隔
離
へ

の

言
及
は

な
い

も
の

の

神
事
斎
戒
の

中
に

そ

　
　
の

実
態
は

存
し
た
も
の

と
思
わ

れ

る
。

（
60
）

　
ト
部

氏
の

家
学
に

つ

い

て

は
、

岡
田

莊
司
前
掲
書
お

よ

び

同
『

兼
倶

本
宣
賢
本
日

本
書
紀
神

代
巻
抄
』

（
続
群
書
類
従
完
成
会、

一
．

九
八

四

年）

解

　
　

題

参
照

。

（
61
）

　
『

玉

葉
』

承
安
二

年

九
月
一

六
日

条
。

（

62
）
　
『

山
槐
記
』

元

暦
元

年
八

月
二

十
五
日

条
。

（
63
）

　
『

続
群
書
類
従
』

第
三

輯
下、

七
五
二

頁
。

（
64
）

　
拙
稿
D
参
照

。

〔
65
）

　
拙
稿
B
参
照

。

（

66
∀
　
神
道

大
系
『

出
雲
大
社
』

、

八

八

頁
。

（

67
）
　
小
田

富
士
雄
編
『

古
代
を

考
え
る

　
　
沖
ノ

島
と

古
代
祭
祀
』

（
吉
川

弘
文

館
、

一

九
九
八

年）

所

収
の

松
本
肇
「

宗

像
　
　
沖
ノ

島
案
内
」

（
二

七

　
　
二

頁）
、

小

田
富
士

雄
「

祭
祀
遺

跡
沖
ノ

島
の

歴
史
的
位
置
」

（
六

頁）
。

173 （383）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


