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要
素
」

を

示

し
て

い

る
。

そ
の

第
一

を
生
活

中
心
主
義
で

あ
る

と

し
、

日

本
人
に

と

っ

て

神
は

生

命
を
生
み

出
し

、

豊
か

に

す

る
神
秘
的
な

力
で

あ

り、

祭
は

こ

の

力
の

更

新
と

増
長
を

確
認
す
る

宗
教
的
儀
礼
で

あ
る

と

す

る
。

こ

れ

は
、

村
岡
の

現
実
主

義
を

敷
衍
し
た
も
の

で

あ
る

。

ま

た
、

村

岡
の

明
浄
主

義
と

も

関
連
し
て

い

る
。

石
田
は
さ

ら
に

、

村
岡
の

皇
国
主

義
を

敷
衍
し

て
、

第
二

の

要
素、

共

同
体
主
義
と
し、

神
道
の

神
は

、

広

狭
の

差
は

あ
っ

て

も
、

特
定
の

境
域
を

占
め

る

〔
閉
め

る）

特
殊
（

冒
学

江
o
巳

母）

な

神、

共
同
体
の

神
で

あ
っ

て、

人

類
と

世
界
に

開
か

れ

た

普
遍
的
な

神
で

は
な

い

と

言
う

。

第
三

の

要
素
を、

石
田

は
関
数
主

義
と

呼
ぶ

。

神
道
は

、

本
質
的
に

は
反
ロ

ゴ

ス

的
な

思
想
で

あ
る

が
、

そ
れ
に

も

か

か
わ

ら

ず
、

そ

の

と

き
ど
き

の

有
力
な
ロ

ゴ

ス

的
思
想
で

も
っ

て

自

ら

を
表

現
し

て

き
た
。

有
力
な
ロ

ゴ

ス

的
思
想
は

時
代
と

と

も
に

変

遷
し

た

の

で、

神
道
思
想
史
に

は

非
連
続

性
が

見
ら

れ
る
が
、

そ

れ
に

も
か

か

わ

ら

ず
神
道
の

本
質
的
な
思
想
は

保
持
さ

れ
て

き
た

。

こ

の

よ

う
な
こ

と

を

石
田
は

関
数
主
義
と

呼
ぶ

。

神
道
の

神
は

そ

の

と

き
ど

き

の

共
同

体
の

生

活
意

志
の

神
格
化
で

あ
り、

日

本
人
は

価
値
の

基

準
を

共
同
体
の

そ
の

と

き
ど
き

の

生

活
の

中
に

求
め、

生

活
の

外
部
に

あ
る

永

遠
普
遍
の

も
の

に

求
め
る

こ

と

を
好
ま

な
か

っ

た
。

そ
し
て

、

神
道
こ

そ

が

つ

ね

に

日

本

思
想
・

日
本
文
化
の

「

本
体
」

で

あ
り

、

「

原
質
」

で

あ
っ

た
と
す
る

。

　

ブ
ラ
ウ

ン

は、

搴
鴨

○
匙

§
ぴ

篭

膏
鴨

募
貯

軽

ミ

§
S
§ 

§
』

袋

ミ
鴨

ト

ト

ミ
帖

§
、

ミ
§
（
巳
器
）

の

巨
賃
o

含
o
獄
o
⇔

に

お

い

て、

村
岡
と

石
田

を

踏
ま
え
た

上

で
、

日

本
の

文
化
形

成
の

パ

ラ

ダ
イ
ム

を
三

つ

示

し

て

い

る
。

そ
の

第
一

を

≦
欝
房
日

と

呼
ん

で

い

る

が
、

こ

れ
は

村
岡
の

現
実

主
義、

石
田

の

生
活
中
心
主
義
を
言
い

換
え

た

も

の

で

あ
る

。

ブ
ラ

ウ

ン

は

村
岡
の

皇

国
主

義
を

敷

衍
し

て

蔑
冨
。゚

口
。゚

∋
（
祭
司
主

義
）

と

し
、

こ

れ

を

第
二

の

パ

ラ

ダ

イ
ム

と

す
る

。

円
本
社
会
の

組
織
や
共
同
体
に

お

い

て

は
、

政
策
や

能
力
の

ゆ

え
に

で

は

な

く
、

地
位
と

権
威
の

ゆ

え

に

尊
ば

れ

て

い

る

人
が

い

て、

祭
司
的
な
指

導
力
を

発
揮
し

て

い

る

と

言
う

。

日

本
社
会
の

こ

の

よ

う
な

あ

り
よ

う
を
ブ
ラ

ウ

ン

は

℃

ユ

霧
江
 

ヨ

と

呼
ぶ

。

第
三

の

パ

ラ
ダ
イ
ム

は

O

胃
鉱
o
巳

胃
δ

ヨ

で
、

こ

れ
は

石
田
の

共
同
体
主

義
を

敷
衍
し

た

も
の

で

あ
る

。

ブ

ラ
ウ

ン

は
、

こ

れ
ら
三

つ

を
日

本
の

文

化
形

成
の

パ

ラ

ダ
イ
ム

と

し

て

い

る
が
、

そ
れ
ら

す
べ

て

を
神
道
思
想
に

起
源
を

持
つ

も

の

で

あ
る

と

し

て

い

る
。

　
私
は、

肉
毳

亀
無

曾
ミ
ミ

ミ

の

織

§
亀

貸
鳶
職

沁
職
斜
軌

§
（
b ⊃

OO

ω
）

の

．、
ω

げ

ぎ
冖

01
．

の

項

目
に

お

い

て
、

ブ

ラ

ウ
ン

を

踏
襲
し

つ

つ
、

神
道
の

特

徴
と

し
て、

＜

騨

巴一
・゚

語

羞凶
嘗
巴
囹

日

も
国

『

鉱
o

巳

醇
貯
日

を

挙
げ
た
。

差
嘗−

巴
δ
∋

は

祭
祀
主

義
と

訳
せ

る
。

神
道
は

祭
祀
に

よ

っ

て、

そ

の

生

命
を

た

え
ず
再
生
し、

保
持
し

て

き
た

。

石
田
の

言
う

関
数
主

義
の

背
景
に

は

祭
祀
主
義
が
あ
る

と

考
え
る

。

神
道
に

お

い

て

は、

原

始
時
代
に

ま
で

遡

れ

る

で

あ
ろ

う

宗
教
性
が
、

科
学
的
世
界
観
と

も
共
存
し
な
が

ら、

高
度

に

工

業
化
さ
れ
た

社
会
の

中
で、

な
お

強
い

生

命
力
を

保
持
し
て

い

る
。

世
界
的
に

見
て

も

極
め

て

興
味
深
い

こ

と

で

あ
る

。

近
世
中
期
に

お

け

る

還
俗
僧
と

「

神
道
」

井

関
　
大

介

（1529）

　
二

〇
〇
六

年
度
の

日

本
宗

教
学
会
大
会
に

お

い

て、

発
表
者
は

上
田

秋

　

　
37

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
4

成
と

本
居
宣
長
の

神
話
解
釈

論
争
を

取
上

げ
、

両
者
が

儒
仏
神
と

い

う
既
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存
の

教

説
全
て

を

人
為
と

し
て

相
対
化
し
た

上

で、

な
お

カ

ミ

信
仰
を
肯

定
し
て

い

た
こ

と、

そ

し

て

肯
定
す
る

際
の

論
じ

方
に

お

い

て

激
し

く
対

立
し

た

こ

と

を

論
じ

た

（

発
表
題
目
は
「

十
八

世
紀
知
識
人
に

お

け
る

神

霊

観
の

展
開
」

）

。

そ

の

発
表
で

は
、

三

教
の

相
対
化
や
天
地
の

不
可
測
性

を

前
提
と

す
る

彼
ら

の

思

想
的
背
景
と

し
て、

荻
生
徂
徠
や
太

宰
春
台
の

論
の

影
響
を

指
摘
す
る

に

と
ど
め

た

が
、

徂

徠
学
の

流
行
か

ら
こ

の

論
争

ま
で

の

長
い

年
月
の

間
に
、

三

教
の

相
対
化
が

ど

の

よ

う

に

進
ん

で

き
た

の

か
、

そ
も
そ

も

本
当
に

徂
徠
学
を

淵

源
と

見
な

す
べ

き

で

あ

る

か

否

か
、

具
体
的
な

検
討
を

積
み

重
ね

て

い

く
必
要
が
あ
る

。

　

さ
て
、

秋
成
は

そ

の

論
争
の

中
で、

自
ら
の

文

化
相
対
主
義
的
主

張
に

適
う
も
の

と
し

て
、

「

増
穂

何
某
」

の

論
を

引
用
し
て

い

た
。

こ

の

人

物

は
、

彼
ら

が

幼
い

頃
す

で

に

世
を
去
っ

て

い

た

著
名
な

神
道
家

、

増

穂
残

口

で

あ
る

可
能
性
が

高
い

。

残
口

八

部
書
と

総
称
さ
れ

る

残
口

の

主．
要
著

作
に

該
当
す
る

論
は
見
当
た

ら

な
い

が
、

秋
成
が

残
ロ

を

自
ら
に

近
い

相

対
主

義
者
で

あ
る

と

考
え
て

い

た
こ

と
は

確
か

だ
ろ

う
。

し

か

し
、

一

方

で

残
口

は、

も
と

日
蓮
宗
の

僧
侶
で

あ
り
な
が
ら、

儒
仏
へ

の

攻
撃
性
を

伴
う
激
し
い

民
衆
教
化
を

行
な
っ

た

こ

と

で

知
ら

れ

て

お

り、

皇

国
中
心

主
義
的
な

言
説
の

先
駆
け
の
】

人
と

も

見
な

さ

れ

て

い

る
。

今
回
の

発
表

で

は
、

秋
成
と

宣
長
の

論
争
の

約
七

〇
年
前
に

活
躍
し

て

い

た
残
口

が、

三

教
を
ど

の

程
度
ま

で

相
対
化
し、

ど

の

よ

う
な

論
理
で

神
道
を
選

択
し

た

の

か

を
確
認
す
る

。

　

時

処
位
論
や

水
土

論
に

基
づ

く
残
口

の

三

教
観
に

つ

い

て

は
、

熊
沢

蕃

山
の

論
の

影
響
が
残
凵

存

命
中
か

ら

指
摘
さ

れ
て

い

る

が
、

本
発
表
で

は

残
口

自
身
の

論
理
を

検
討
す

る

こ

と

に

集
中
し

、

残
口

が

多
用
す
る

「

公

道
」

と
い

う
語
に

注
目
し
て、

そ

の

特
色
を

考
察
す
る

。

蕃
山
の

論
か

ら

の

連

続
性
ゆ
え

に

看
過
さ

れ

が

ち

で

あ
る

が
、

残
口

の

三

教
論
に

お

け
る

第
一

の

前
提
は
、

　一

国
に
｝

つ

の

「

公
道
」

が

あ
る

（

べ

き

で

あ

る
）

と

い

う
主

張
で

あ
ろ

う
。

こ

れ

は

三

教
諸
派
の

教
説
が

人
り
乱
れ
、

入
々

が

拠
り

所
を

失
っ

て

い

た
当
時
に

あ
っ

て
、

た

だ
一

つ

の

確
固
た

る

価
値
基

準
を
立
て

よ

と

い

う
要
求
を
意
味
す
る
。

　

も
ち

ろ

ん、

「

天
竺
」

で

は

仏
の

説
い

た

仏
教、

「

支
那
」

で

は

聖

人
の

説
い

た

儒
教

、

「

日

本
」

で

は

神
の

示

し
た

神
道
が

「

公

道
」

で

あ
る

と

主
張
さ

れ
る

わ

け

で

あ
る
が
、

そ

こ

で

は

神
道
の

教
説
と

し

て

の

真
理

性

は
問
題
と
さ

れ

て

い

な
い

。

む

し

ろ
、

こ

の

世
界
の

真
実
の

姿
に

最
も

合

致
し

て

い

る

の

は
「

支

那
」

の

陰
陽
論
で

あ
り、

「

地

獄
」

を
説
く

仏
教
や

「

高
間
が

原
」

を

説
く
神
道
は

虚
構
性
を
含
む
も
の

で

あ
る
こ

と

を、

残

口

は

仄
め
か

し
て

さ

え
い

る
。

そ

の

上

で

な

お、

民
衆
を

相
手
に

教
え

を

説
く

場
合
に

は、

気
の

集
散
で

神
や

魂
魄
を

説
明
す

る

陰
陽
論
は

不
適
切

で

あ
る

と

し
て

隠
し

、

神
像
を

拝
し

現
世
利
益
を

願
う
も
の

と

し

て

残
口

が
整
え

る

神
道
を
こ

そ、

積
極
的
に

広
め

る

べ

き

だ

と

い

う
の

で

あ
る

。

　

残

凵

の

著

作
に

は、

陰
陽
論
の

肯

定
の

よ

う

な
知

識
人

向
け
の

議
論

と、

民
衆
向
け
に

説
か

れ
る

べ

き

教
説
と

が

入
り
混
じ

っ

て

お

り、

真
意

を
汲
む

こ

と

が

困
難
で

あ
る

が
、

そ

の

二

つ

の

態
度
を

使
い

分
け

る

こ

と

が
強
く

求
め
ら
れ

て

い

る
。

残
口

は

老

子
の

「

絶
学
無
憂
」

あ
る

い

は

孔

子
の

「

子
日、

民
可

使
依
之、

不

可
使

知
之
」

に

幕
づ

き、

経
世
の

志
を

以
て

「

公

道
」

を

主

張
し
て

い

る

の

で

あ
り、

陰
陽
二

気
の

論
に

よ
る

理

性
的
な
知
の

価
値
は

相
対
化
さ

れ
て

い

る
。

学
智
の

価
値
は

い

わ

ば
公
益

性
に

よ
っ

て

判
断
さ
れ

る

の

で

あ
り、

人
々

を

迷
わ

せ

分
断
す

る

な
ら
ば

廃
さ
れ
る

べ

き

な

の

で

あ
る

。

そ
れ

ゆ

え、

古
代
の

聖
人
が
立
て

た
文
化

で

あ
る

と
し

て
、

鬼

神
の

祭
祀
を

共
同

体
の

基

礎
に

お

い

た

荻
生
徂
徠
の

438（153a）
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鬼
神
論
と、

残
口

の

論
は

多
く
の

点
で

共

通
す
る

。

ま

た
→

方
で

は
、

仏

教
等
の

教

説
を

世
俗
的
倫
理
の

た

め

の

方
便、

い

わ
ば

虚

構
で

あ

る
と

す

る

点
は
残
口

と

同
様
で

あ
る

が、

そ

こ

か

ら

自
ら

の

理
性
に

よ

っ

て

生
き

る

こ

と
を

求
め

る

富
永
仲
基
の

論
と

は
、

正

反

対
を
志
向
す
る

。

理
性
や

宗
教
を
め
ぐ
る

当
時
の

こ

う
し
た

議
論
が
、

後
の

秋
成
や
宣
長
へ

と

つ

な

が
っ

て

い

く
の

で

あ
る

。

久

我
長
通
撰
『

八

幡
講
式
』

を

め

ぐ
っ

て

　
　

ー
中
世
八
幡
信

仰
の
一

側
面

−
舩

　
田

　
淳

　
】

　
近
年、

日

本
中
世
の

宗
教
テ
ク

ス

ト

研
究
の

文
脈
に

お

い

て、

講
式
と

い

う
仏
教

儀
礼
が

注
目
さ

れ
て

お

り、

南
都
仏

教
の

復
興
運
動
を

担
っ

た

貞
慶
や
明
恵
は

講
式
作
家
と

し
て

周

知
の

と

こ

ろ

で

あ
る

。

稿
者
は

神
仏

習
合
（
中
世
神
話
・

中
世
神
道）

研
究
の

視
座
か

ら、

神
祗
系
講
式
に

着

目
し

て

お

り、

既
に

拙
稿
「

真
言
系
八

幡
講
式
と

そ
の

周
辺
ー
鶴
岡
座

不

冷
本
地
供
と

別
当
頼
助
の

中
世
神
道

説
ー

」

（
『

仏
教
文

学
』

三
｝

号、

二

〇
〇
七

年）

で、

鶴
岡
八

幡
宮
の

劉

当
で

あ
っ

た

佐
々

目
流
の

頼
助
が

弘

安
九

年
（
一

二

八

七
）

に

撰
し

た
『

八

幡
講

秘
式
』

（
一

段）

に

つ

い

て

の

分
析
を

行
い
、

そ

の

際、

密
教
の

愛
染
明
王

が

八
幡

神
の

本
地
仏
と
さ

れ
て

い

る

こ

と
に

留
意
し

た
。

今
回
は

後
中
院
太
政
大

臣
と

称
さ

れ
た
北

朝
側
の

公

家
で

あ
る

（

実
態
は

そ

れ
ほ

ど

単
純
で

は
な
い

が）

久
我
長
通

（

｝

二

八

〇

1
＝
二

五

三
）

の

撰
し

た

『

八

幡
講
式
』

（
五

段）

と

作
者

未
詳

『

八

幡
講
式
』

（

三

段
）

と

い

う
、

石

清
水
八

幡
宮
に

関
わ

る

講
式

を
取
り
上
げ
て

、

ま
ず

両
者
の

先
後
関
係
を
論
じ
、

さ

ら
に

後
者
と

の

比

較
を

通
し
て

前
者
の

講
式
を

め

ぐ
る
歴
史
的
背
景
に

つ

い

て

も

聊
か

だ
が

言
及
し

た
い

。

　
三

段
の

『

八

幡
講
式
』

は

石

清
水
八

幡
宮
蔵
本
を

始
め

、

諸
種
の

『

八

幡
講
式
』

の

中
で

最
も
多
数
の

伝
本
を

有
す

る

も
の

で

あ
る

か

ら
、

こ

れ

を

「

流
布
本
」

と

仮
称
し、

五

段
式
の

方
は

「

久

我
本
」

と

し
て

お

く
。

久

我
本
は

表
白
・

一

段
「

賛
嘆

本
地
功

徳
」

二

段
「

奉
明
垂
迹

因
縁
」

三

段
「

入
秘
密
謂
内

証
」

四

段
「

講
最
勝
王

経

為
法

施
」

五

段
「

廻
向
発

願
」

か

ら

構
成
さ

れ
る

が
、

こ

こ

か

ら
三

段
・

四

段
の

二

つ

を

省
け
ば、

基

本
的
に

は
流
布
本
に
一

致
す
る
。

そ

こ

で

先
行
す
る
三

段
が

後
に

五
段

に

増

補
さ

れ
た

の

か
、

逆
に

五

段
か

ら
三

段
に

省
略
さ

れ
た
の

か

が

問
わ

れ
る

。

　
新

城
敏
男
氏

の

「

中
世
八

幡
信
仰
の

展

開
」

（
『

日

本
人

の

宗
教
の

歩

み
』

桜
楓
社

、

｝

九
八
｝

年
）

は
、

流
布
本
の

表
白
部
に

は

安

居
院
の

『

転
法
輪
抄
』

所
収
の

「

為
八

幡
宮
法
楽
長
日
法
華
講
表
白
」

か

ら
の

引

用
が

み

ら
れ、

ま

た

流

布
本
・

久

我
本
と

も

に

二

段
に

は、

同
じ

く

『

転

法
輪
抄
』

の

「

参
議
左
兵
衛

督
成
範
卿
八

講
結
願
表

白
」

か

ら
の

引
用
が

見
ら
れ
、

更
に

久

我
本
の

四
段
は

安
居
院
の

『

言
泉

集
』

所
収
の

「

最
勝

王

経
」

と

い

う

経
釈
に

酷
似
す
る
と

指
摘
す
る

。

こ

の

よ
う
に

安
居
院
の

影
響
が

見
て

と

れ

る
の

で

あ

り
、

と

も
に
一

段
で

は

八

幡
の

本
地
に

釈

迦
・

阿
弥
陀
の

両

説
が

あ
る

と

い

う
中

世
社
会
に

流
布
し

た
説
を

記
す
も

の

の
、

注
意
す
べ

き

は

久
我
本
の

三

段
で

は

秘
密
の

本
地
説
と

し

て

愛
染

明
王

が

重
視
さ
れ
る

点
で

あ
る

。

ま
た
四

段
も

『

言
泉
集
』

と

酷
似
す
る

と

新
城
氏
は

言
う
が

実
際
に

は
、

空
海
の

『

最
勝
王

経
解
題
』

か

ら

の

引

（1531｝439

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


