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の

意
義
を

探
求
し

、

ア

メ

リ

カ

に

合
っ

た

在
家
も

参
加
で

き
る

儀
礼
を
創

造

す
べ

き
で

あ
る

。

・

伝
道
方
法
の

ア

メ

リ
カ

化
　【
真

宗
】

デ
ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

式
の

伝
道

が

求
め
ら
れ
て

い

る
。

ま
た

ウ
ェ

ブ

サ
イ
ト
や

勉
強
会
を

持
つ

こ

と

は

必

要

不
可
欠
で

あ
る

。

【
曹
洞
宗
】

ア

メ

リ
カ

人
は
平
等
性
を
求
め

る

反
面、

カ

リ

ス

マ

性
の

あ
る

強
い

指
導
力
を
持
っ

た

老
師
を
求
め
て

い

る
。

在
家

者
へ

の

坐

禅
を
通
し
た
伝

道
を
中
心
と
し

、

説
明
を

多
く
し
て

い

か
ね
ば

な
ら
な
い

。

・

僧
侶
育
成
の

ア

メ

リ
カ

化
　【
真
宗
】

将
来

英
語
だ

け
で

、

日
本
で

修

学

す
る
こ

と
と
同

等
の

も
の

が
獲
ら
れ
る

よ

う
に
、

指
導
者
の

育
成
と

教

学

書
の

翻
訳
が

望
ま

れ
て

い

る
。

【
曹
洞
宗】

大
勢
の

ア

メ

リ

カ

人
僧
侶

を
抱
え
て

お
り、

日

本
の

組
織
と

の

制

度
の

整
合

性
の

構

築
が

大
き
な
課

題
で

あ
る

。

　

今
回
の

ア

ン

ケ
ー
ト
対

象
者
は

七
名
と
少

数
で

あ
っ

た
が、

こ

れ
ら
の

資
料
で
一

応
の

傾
向
を
考

察
し
た

。

今
後
資
料
収

集
と

現
地
僧

侶
へ

の

さ

ら
な
る

イ

ン

タ
ビ

ュ

ー

と
ア

ン

ケ
ー

ト
を

実
施
し
、

多
種
多
様
な
角
度
か

ら
の

調
査
を
進
め
る
予
定
で

あ
る

。

今
回
は

真
宗
と

曹
洞

宗
が

、

ア

メ

リ

カ

で

直
面
し
て

い

る
課
題
を
示
し
た
が、

真
宗
で

最
も
注
目
す
べ

き
は

教

学
の

非
二

元
化
と

「

坐
禅
」

を
取
り
入
れ
る
か

否
か

と

い

う
課
題
で
、

曹

洞
宗
で

は

欧
州
系
中
心
の

「

禅
セ

ン

タ
ー

＆

非
登
録
団
体
」

と
日

本
の

曹

洞
宗
の

関
係
を
課
題
と

考

察
す
る

。

共

通
の

課
題
は
、

無
我
を

説
く
仏
教

を、

我
を

尊
重
す
る
ア

メ

リ

カ

で
、

そ
の

本
質
を
伝
え
ら
れ
る

か
と

い

う

挑
戦
で

あ
る．、

ま
た

い

ず
れ
は
日
本
と
ア

メ

リ

カ
間

で
、

本
山
・

制
度
と

い

う
も
の

は

別
れ
て
い

く
か
も
し
れ
な
い

が
、

教

学
に

関
し
て

は
対
話
を

続
け
る

べ

き
で

あ
る
と

考
え
る

。

第
七
部
会

宗
教
的
観
点
か

ら

の

森
林
の
思
想
と

価
値

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

神
守
　
昇
一

　
二
一

世

紀
は

環
境
問
題
解
決
の

た
め
に

世
界
中
で

対
策
が

考
え
ら
れ
て

い

る
。

日

本
の

統
計
局
の

調
査
結
果
で

は
、

先
進

国
と

呼
ば
れ

る

国
々

で

は
人
工

林
が

多
く、

逆
に

発
展
途
上
国
と

呼
ば
れ

る

国
々

で

は

自
然
林
が

多
い

傾
向
で

あ
る

が
、

そ
の

中
で

も
日

本
は
人
工

林、

自
然
林
の

陸
地
に

対
す
る

面
積
の

割
A
口

が
共
に
高
い

と

い

う
世
界
で

も

珍
し

い

国
で

あ
る

。

こ

れ
は

、

気
候

、

風
土
が
植
物
の

生

育
に

適
し
て

い

る

と
い

う
点
以

外
に

も
日

本
の

文
化

、

思
想
が
大
き
な

影
響
を

与
え
て

い

る

た
め

で

あ
る

と

考

え
ら
れ

る
。

そ

の

た
め
に

自
然
を

畏
敬

す
る

と
い

う
考
え
を

持
つ

日

本
固

有
の

神
道
に

世
界
的
な
注
目
が
集
ま
っ

て

い

る
。

日
本
人
は

山

川
草
木
な

ど

様
々

な

も
の

に

神
の

存
在
を
見
出
し
て

き
た

。

そ
の

考
え
は

若
林
強
齋

の

『

神
道

大
意
』

な
ど
に

お
い

て

見
出

す
こ

と
が

で

き
る
。

　

普
段
多
く
の

神
は

山

や

森
林
に

鎮
座

さ
れ

て

い

る

と

考
え
ら
れ

て

い

る
。

例
え
ば

『

古
事
記」
、

『

日

本

書
紀
』

に

は
、

大
国
主

神
と
と
も
に

国

作
り
を

行
っ

て

い

た
少

彦
名

神
が

常
世
の

国
へ

去
っ

た

時
に

、

大
国
主

神

が
「

私
ひ

と

り
が

ど

う
や
っ

て

う
ま

く
こ

の

国
を

作
る

こ

と

が

で

き
よ

う

か
。

ど
の

神
が

私
と
一

緒
に

よ
く
こ

の

国
を

作
る

こ

と
が

で

き
よ

う
か

。

ど
の

神
が

私
と
一

緒
に

よ

く
こ

の

国
を

作
る

だ
ろ

う
か
」

と

言
う
と

、

海

の

向
こ

う
か

ら

光
輝
い

て

や
っ

て

く
る

神
が

現
れ

た
。

そ
の

神
は

大
国
主

神
の

和
魂
で

あ
り

、

大
和
国
の

東
の

山
の

上
に

祀
れ
ば

国
作
り
に
協
力
す

る

と

言
っ

た
た

め

に
、

御
諸
山
に

鎮
座

さ
れ

た
と
い

う
記
述
が

あ
る

。

そ

（1021）299

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ce　7部会「宗教研究』 86巻 4 輯 （2013年）

の

山

は

現
在
の

三

輪
山

で

あ
り、

神
体
山
と

し
て

今

も
信

仰
さ
れ

て

い

る
。

神
が
鎮
座
し
て

い

る

山
、

森
林
な
ど
は

神
奈

備
と
呼
ば
れ

、

神
の

鎮

ま
る

場
所
で

あ
る

た
め

に

禁
足
地
と
な
っ

て

い

る

所
が

多
く

、

自
然
林
と

し
て

古
来
の

姿
を

残
し

て

い

る

こ

と
が

多
い

。

ま
た、

一

般
に

自
然
の

樹

木
が

密
生

繁
茂
し
て

い

る

区
画
を

森
と

言
う
が

、

神
が
降
臨
し
て

、

鎮
座

す
る

依
り
代
と
な

る

よ

う
な

木
が

存
在
す
る

特
別
な

森
は
、

『

万
葉

集
』

に

あ
る

よ

う
に

社
、

神
社
と

表
記
さ

れ、

こ

れ
ら
は

今
日
に

も

神
社、

鎮

守
の

杜
と

呼
ば
れ
る

存
在
と
し

て

残
っ

て

い

る
。

　

ま
た

、

神
道
に

は

植
林

文
化
や

樹

木
に

関
す
る

儀
礼
も

存
在
す
る

。

『

日

本
書
紀
』

に

は

素
戔
鳴
尊
に

よ

る
植
林
の

記
述
が
あ

り
、

儀
礼
で

は

樹
木
を
伐

採
す
る

前
に

神
の

許
し

を
乞
い

、

そ

の

伐
採
の

最
中
の

安
全
を

祈
願
す
る

も
の

が

あ
る

。

神
宮
式

年
遷

宮
の

際
に

行
わ
れ
る

山
口

祭、

木

本
祭

、

御

杣
始
祭

、

御
船
代
祭

、

仮
御
樋
代
木
伐
採
式
な
ど
は

、

古
来
よ

り
の

慣
習
を

今
も
な

お

現
代
に

伝
え

続
け
て

い

る

も
の

で

あ
る

。

さ
ら

に
、

樹
木
を

伐
採
し
た

後
の

切
り
株
に

挿
し

木
を

行
い

、

樹
木
の

再
生

産

を

祈
願

す
る

鳥
総
立

て

と

い

う
文

化
が
あ
る

が、

そ
の

起

源

も
古

く
、

『

万

葉
集
』

に

は

「

鳥
総
立
て
、

足

柄
山
に

、

船
木
伐
り、

木
に
伐

り
行

き
つ
、

あ
た
ら

船
木
を
」

を
と
い

う
歌
が

あ

り
、

こ

れ
は

好
き

な
女
が

他

人
と

親
し

く
な
っ

て

し

ま
っ

た

の

を

惜
し
ん

だ
歌
で

あ
る

が
、

こ

の

よ

う

な

表
現
が
用
い

ら
れ

た

背
景
に

は
、

常
用
の

習

俗
が

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
、

昔
は

鳥
総
立
て

が

盛
ん

に

行
わ

れ

て

い

た

と

考
え
ら
れ

る
。

　
こ

の

よ

う
に

日
本
が

世
界
的
に

も
有
数
の

森
林
を

保
有
し

て

い

る

理
由

を

考
察
し

て

み

る

と
、

古
代
か

ら

現
在
ま
で

途
切
れ

る

こ

と
な
い

神
道
の

山
川
草
木
な
ど
に

神
を

見
出
し

、

森
林
に

は

神
が

鎮
座
し
て

い

る

と

考
え

て

必
要
以
上
に

樹
木
を

伐
採
し
な
か
っ

た

こ

と
、

樹
木
の

伐
採
前
後
に

儀

礼
を

行
い
、

植

林
を

す
る

と
い

う
文
化
を
風
化
さ

せ
る

こ

と

な
く
持
ち
続

け
、

実
行
し
て

き
た
こ

と
が

現
在
の

日
本
の

森
林
状
況
に

大
き
な
貢

献
を

果
た
し

て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
。

　
そ
し

て、

神
社

及
び

そ
の

森
林
に
は

国
民
の

慰
安、

人

情
を
養
い
、

天

然
風

景
と
天
然

記
念
物
を

残
す
な
ど

の

価
値
を

見
出
す
こ

と
が

可
能
で

あ

り
、

ま
た

神
社
の

古
来
よ

り
続
く
森
林
の

植
生
を

調
査
す
る

こ

と
に
よ

り

そ

の

地
域
に

お

け
る

最
適
な

植
林
活
動
が
可
能
で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

森
林

問
題
は

政

治、

経
済

、

自
然
環
境
な
ど

様
々

な

要
因
が
あ
る
が、

そ

の

解
決
に

重

要
な

点
は

森
林
が

貴
重
な

も
の

で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

書

物
、

儀
礼、

口

伝
な
ど
を
用
い

て

代
々

伝
え
て

い

く
こ

と
で

あ
ろ
う

。

古
代

神
宮

祭
祀
に

お
け
る

聖

体
示
現

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

新
田
佳

惠
子

　
古

代
神
宮
祭
祀
に

お

け
る

「

聖
な
る

も
の
」

の

顕
現
に

つ

い

て、

太
玉

串
行

事
の

古
儀
を

解
釈
し

、

そ
の

宗
教
現
象
を

考
察
し

た
。

　

古
代
の

太
玉

串
行
事
は
、

『

皇

太
神
宮
儀
式

帳
』

に

三

節
祭
と

神
御
衣

祭
、

幣
帛
駅
使
の

時
に

太
玉

串
と
い

う
榊
に

木
綿
（
ユ

フ
）

を

付
け
た

も

の

を
天

八
重
榊
と

と
も
に

使
用
し
た
こ

と
が

記

載
さ
れ

て

い

る
。

　
太
玉
串
と

天
八

重

榊
は

、

神
宮
で

し

か
用
い

ら
れ
な
い

こ

と
と
、

天
八

重
榊
は

内

宮
で

し
か
な
い

こ

と

か

ら、

こ

の

二

つ

は
天
照
坐

太
神
の

祭
祀

に

関

係
し
て

い

る
。

そ
し

て
、

太
玉
串
に
使
用
さ
れ
る

祝

詞
の

「

前
」

と

「

（
地

名
・

場
所）

二

稱
辞
竟
奉
」

が、

本
座
で

は
な

く
、

神
を

迎
え
る

神

座
を

指
し、

迎
え
ら
れ
た

祭
神
と

迎
え
た

祭
祀

者
と
は
近
い

距
離
に
あ
る

と
い

う
こ

と

が

明
ら
か
に

な
っ

て

い

る

（

白
江
恒

夫
『

祭
祀
の

言
語
』

）

。

こ

の

こ

と

か

ら、

正

殿
で

は

な

く、

太
玉

串
と
天

八

重
榊

に
近
い

処
に
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