
〈
研

究

論

文

３

〉

リ

ン
ド

ベ
ッ
ク
の
教
理
論
と
神
道
の
本
質

は

じ

め

に

戦

後
に
お
け
る
神
道
研
究
は
史
的
・
考
証

的
研

究
が
主
流
で
あ
り
、
一
部

の
神

道
神
学
を
除
い
て
、
神
道
の
宗
教
哲
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
こ

な
か

っ
た
。
本
小

論
で
は
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
成
果

の
一
つ
で
あ
る

Ｇ

・
Ａ
・
リ

ン
ド
ベ

ッ
ク
の
教
理
論
を
神
道
研
究

に
応
用
し
、
リ

ン
ド
ベ

ッ

ク
自
身
が
展
開
し

た
キ
リ

ス
ト
教
の
三
原
則
と
比
較
す

る
形
で
、

神
道
の
本

質

に
規
則
の
視
点

か
ら
迫

る
も
の
で
あ
る
。

一
　

リ

ン

ド

ペ

ッ

ク

の
教

理

論

一
・
一
　

宗

教
理
解
の
三
類
型

リ

ン
ド
ペ
ッ
ク
の
教
理
論
は
独
自

の
言
語
哲
学
的

見
解

、
言
語

観
を
背
景

に
有
し
て

い
る
。

こ
の
議
論
は
、
宗

教
理
解

に
関
す

る
三
類

型
と

い
う
形
で

松
　
野
　

智
　
章

提

起

さ

れ

、

言

葉

と

の

関

わ

り

に

お

い

て

分

類

さ

れ

る

。

そ

の

三

類

型

と

は

、

「
認
知
―
命
題
型
」
・
「
体
験
―
表
出
型
」
・
「
文
化
―
言
語
型
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
一
般
的
な
教
理
の
理
解
は
認
知
―
命

題

型

に

立

つ

と

さ

れ

る

の

に

対

し

、

リ

ン

ド

ペ

ッ

ク

は

文

化

―

言

語

型

と

い

う

新

た

な

立

場

を

用

意

す

る

。

ま
ず
、
認
知
―
命
題
型
（
ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
-
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
）
と
は
、
ど
う

い

っ

た

立

場

で

あ

ろ

う

か

。

一

般

的

に

、

教

理

は

真

理

と

対

応

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

場

合

の

教

理

と

真

理

の

関

係

は

、

言

葉

が

客

観

的

事

実

と

対

応

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

あ

り

、

例

え

ば

「

太

陽

」

と

い

う

言

葉

は

、

指

示

対

象

と

し

て

の

太

陽

と

一

対

一

の

対

応

を

し

て

い

る

、

と

い

う

言

語

観

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

認

知

し

た

も

の

は

命

題

形

式
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
認
知
―
命
題
型
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
理
史
で
は

「
伝
統
的
正
統
派
の
学
説
が
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
（
５
―
二
四
）
で
あ
り
、
「
教
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理

が

客

観

的

現

実

に

つ

い

て

知

識

を

与

え

る

命

題

と

し

て

機

能

す

る

こ

と

や

、

真
理
主
張
を
お
こ
な
う
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
」
（
５
―
二

四

）

立

場

で

あ

る

。

ま

た

、

教

理

は

命

題

と

し

て

主

張

さ

れ

る

の

で

、

己

の

信

じ

る

命

題

が

正

し

け

れ

ば

必

然

的

に

他

の

教

理

は

偽

と

理

解

さ

れ

、

他

宗

教

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

同

じ

宗

教

内

で

あ

っ

て

も

教

理

が

異

な

れ

ば

相

容

れ

る

こ

と

は

な

く

不

寛

容

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

、

こ

の

よ

う

な

不

寛

容

な

立

場

を

批

判

し

、

正

反

対

の

立

場

に
位
置
す
る
の
が
体
験
―
表
出
型
（
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
ｌ
-
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｖ
ｅ
）
で
あ
る
。

認
知
―
命
題
型
と
異
な
り
体
験
―
表
出
型
は
、
言
葉
が
客
観
的
事
実
と
対
応

し

て

お

ら

ず

、

言

葉

は

あ

く

ま

で

も

宗

教

体

験

を

表

現

し

た

も

の

に

す

ぎ

な

い

と

捉

え

ら

れ

る

。

そ

の

宗

教

体

験

自

体

は

、

差

異

化

が

計

ら

れ

ず

、

諸

宗

教

は

す

べ

て

同

じ

根

源

を

持

つ

と

理

解

さ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

諸

宗

教

は

根

源

的

な

「

何

か

（
究

極

的

な

実

在

）
」

と

向

き

あ

っ

た

も

の

と

し

て

理

解

さ

れ

、

そ

の

宗

教

体

験

は

キ

リ

ス

ト

教

的

表

現

や

仏

教

的

表

現

で

語

ら

れ

る

こ

と

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

同

じ

も

の

を

表

現

し

て

い

る

と

理

解

さ

れ

る

の

で
あ
る
（
５
―
四
〇
）
。
ま
た
、
認
知
―
命
題
型
の
よ
う
に
教
理
に
こ
だ
わ
る

必

要

が

な

く

、

体

験

卜

表

出

型

は

他

宗

教

に

対

し

て

も

寛

容

に

な

れ

る

。

今

日

に

お

い

て

は

、

宗

教

多

元

主

義

を

提

唱

す

る

ジ

ョ

ン

・

ピ

ッ

ク

が

、

こ

の

立

場

を

代

表

し

て

い

る

と

言

っ

て

過

言

で

は

な

い

。

日

本

に

お

い

て

も

万

教

帰

一

と

い

う

言

葉

が

あ

る

が

、

宗

教

の

理

解

の

在

り

方

に

お

い

て

体

験
－

表

出

型

と

同

定

で

き

る

も

の

で

あ

る

。

そ
れ
ら
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
認
知
―
命
題
型
や
体
験
―
表

出
型
と
は
異
な
る
見
解
を
リ
ン
ド
ペ
ッ
ク
は
提
起
す
る
。
そ
れ
が
文
化
―
言

語
型
（
ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
―
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｕ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
）
で
あ
る
。
こ
の
文
化
―
言
語
型
の
「
文
化
」

と

は

、

Ｃ

・

ギ

ア

―

ツ

の

影

響

を

受

け

た

も

の

で

あ

り

、

相

対

主

義

的

立

場

で

あ

る

。

体

験

―

表

出

型

の

よ

う

に

、

体

験

を

重

視

し

根

源

を

同

じ

と

す

る

の

で

な

く

、

体

験

を

重

視

し

な

が

ら

も

、

各

々

の

宗

教

に

お

け

る

コ

ン

テ

キ

ス

ト

（
文

脈

）

を

重

視

す

る

（
５
－

五

三

～
五

四

）
。

体

験

―

表

出

型

の

宗

教

の

理

解

と

は

、

こ

の

点

で

異

な

り

、

文

化

―

言

語

型

は

、

キ

リ

ス

ト

教

と

仏

教

は

異

な

る

文

脈

を

有

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

個

々

の

文

化

現

象

の

背

後

に

同

じ

「

何

か

」

を

想

定

す

る

こ

と

が

な

い

。

あ

く

ま

で

も

、

宗

教

は

各

々

の

文

脈

を

通

し

て

重

要

な

事

柄

〈
生

死

・
正

邪

・

混

沌

と

秩

序

・

意

味

と

無

意

味

と

い

っ

た

こ

と

を

め

ぐ

る

究

極

的

な

問

い

の

す

べ

て

）

を

表

現

す

る

の

で

あ

る

（
５

―

七

一

）
。

ま

た

、

文

化
－

言

語

型

は

、

体

験

―

表

出

型

の

よ

う

に

言

語

を

軽

ん

じ

る

こ

と

は

な

い

が

、

認

知

―

命

題

型

の

言

語

観

と

も

異

な

る

。

認

知

―

命

題

型

が

、

言

葉

が

客

観

的

事

実

と

一

対

一

の

対

応

を

し

て

い

る

と

考

え

る

の

に

対

し

、

文

化

―

言

語

型

は

言

葉

の

文

脈

を

重

視

す

る

（
５

―
五

八

～
五

九

）
。

言

葉

が

対

象

を

正

し

く

指

示

で

き

、

真

偽

が

問

え

る

命

題

形

式

と

し

て

表

現

さ

れ

る

の

は

、

正

し

い

文

脈

で

使

用

さ

れ

た

と

き

の

み

で

あ

る

と

い

う

の

だ

。

こ

れ

は

、

文

化

―

言

語

型

が

、

そ

の

発

語

者

の

行

為

や

振

る

ま

い

も

射

程

に

入

れ

て

言

葉

と

対

象

の

関

係

を

捉

え

て

い

る

、

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

例

え

ば

、

野

球

の

「

ア

ウ

ト

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

。

こ

の

「

ア

ウ

ト

」

と

い

う

言

葉

を

、

野

球

を

し

て

い

る

時

以

外

の

、

例

え

ば

ル

―

ル

を

説

明

す

る

と

き

に

発

語

し

た

と

し

よ

う

。

け

れ

ど

も

、

そ

こ

で

発

語

さ

れ

た
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「
ア
ウ
ト
」
と

い
う
言
葉

は
、
野

球
の
プ

レ
イ
上

の
「
ア
ウ

ト
」
と

い
う
意

味

を
持

っ
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

わ
け
で

は
な

い
。
あ
く
ま
で
も
、

野

球
の
ル

―
ル
の
説
明
と
し
て
、
い

か
な
る
時

に
「

ア
ウ

ト
」
と

い
う
言
葉

が

使
用
さ
れ

る
の

か
説
明
が

な
さ
れ
て

い

る
だ
け
で
あ

る
。

し
か
し
、
「
ア

ウ
ト
」
と

い
う
言
葉
が
、
野
球
の
プ

レ
イ
中

に
使

わ
れ
た
場
合
に

は
そ
の
意

味
が
異
な

っ
て
く
る
。
プ
レ
イ
中
に
「
ア

ウ
ト
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る

状
態

に
あ
れ
ば
「
ア
ウ
ト
」
は
正

し
く
指
示
対
象
を
持
ち
命
題
形
式
と
な
る
。

本
当

に
「
ア

ウ
ト
」
な
ら
「
真
」
と
な
り
、

そ
う
で

な
け
れ
ば
、
誤
審
と
し

て

「
偽
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
リ

ン
ド
ベ

ッ
ク
は
、
宗
教
も
同
じ
く
正

し

い

文

脈
で
使
わ
れ
た
時
の
み
、
命
題
形
式
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
リ

ン
ド
ベ

ッ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
キ
リ

ス
ト
の
心
に
適
う
よ
う

に
「
個
人
や
共
同
体
を
形

作
る
礼

拝
・
告
白
・
従
順
・
契
約
の
傾
聴
・
契
約

の
遵
守
と
い
っ
た
行
為
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
き
の
み
」
（
５
―
一
二
九
）

真
か
偽

か
判
断
で
き
る
命
題
形
式
と
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
・
二
　
教
理
の
本
質

リ

ン
ド
ベ
ッ
ク
に
と

っ
て
教
理
と

は
い
か
な
る
文
脈
で
語
ら
れ
て

い
る
の

か
、
と

い
う
こ
と
が
重
要

に
な
る
。
そ
し
て

、
教
理
が
一
般
的
に
は
キ
リ

ス

ト
の
心

に
適

う
よ
う
な
文
脈

に
お

い
て
語
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実

際
、
公
認

の
教
理
や
専
門
的
な
神
学
が
確
言

に
成
功
す
る
の

は
稀
な
こ
と
だ
、

と
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
は
言
う
（
５
―
一
三
一
）
。
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
は
、
教
理
が

「
典
礼
や
宣
教
や
倫
理
的
な
様
態

の
発
言
や
行

動
を
説
明

し
た
り
擁
護

し
た

り
分
析
し
た
り
統
制
し
た
り
し
て
い
る
」
（
５
―
一
三
一
）
と
い
っ
た
別
の
働

き
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
機
能
主
義

的
に
教
理
に
お
け
る
規

則
的
役
割
を
強
調
す
る

の
で
あ
る
。

ま

た
、
さ
ら

に
、
リ

ン
ド
ベ

ッ
ク
は
、
現
存
す
る
教
理
の
根
底
に
基
底
的

な
メ
タ
レ
ベ

ル
の
規
則
を
想
定
し
て

い
る
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
自
身
が
告
白
す
る
ウ

ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ

ン
の
影
響
は
見
逃

せ
な

い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
介
し
て
理
解
す

る
な
ら
、
文
化
―
言

語
型

の
立
場
と

は
、
後
期
ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
思
想
で
あ
る
言
語
ゲ

―
ム
論

の
立
場

に
あ
る
。
言
語

ゲ
―
ム
論
に
お
け
る
言
語
観
は
「
言
葉
と
は

使
用
で
あ
る
」

に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
生
活
様
式
と
密
接
に
関
わ
り
を
持
っ

た
言
葉
の
や
り
取
り
と
い
う
も
の
で

あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
重
要

な
の
は
ゲ

―
ム
と

い
う
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
ゲ
ー

ム
と

は
、
行
為
の
中

に
ル

―
ル
（
規
則
）

が
内
在
し
て

い
る
と
い
う
視
点
を
持
つ

も
の
で
あ
り
。
こ
れ
は
文
化
―
言
語
型
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
則

は
カ
ト
リ

ッ
ク
や
プ

ロ
テ

ス
タ
ン
ト
と

い
う
諸
宗
派
を
超
え
た
キ
リ
ス
ト
教

と

い
う
体
系
全
体
の
規
則
で
あ
り
、
個

々
の
現
存
す

る
教
理
を
超
え
た

メ
タ

レ
ベ

ル
の
規
則
と

い
え

る
。
つ
ま
り
、
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
は
教
理
を
各
々
の
時

代

の
制
約
を
受
け
て

メ
タ
レ
ベ

ル
の
規
則
を
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と

考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現
実

に
は
教
理
は
変

わ
る
も
の
も
あ
れ
ば

変

わ
ら
な

い
も

の
も
あ

る
。

リ
ン
ド
ベ

ッ
ク
は
、

メ
タ
レ
ベ
ル

の
規
則

に

沿

っ
た
も
の

は
変
わ
ら
ず

に
残

っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
表
現
方
法
を
変
え
な

が

ら
機
能
し

続
け
て

い
る
、
と
い
う
（
５
―
一
七
八
～
一
八
〇
）。

ま
た

他
に



も
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
理
が
あ
り
、
絶
対
的
で

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
変
で

あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
時
的
な
場
合
も
あ
る
（
５
―
一
六
二
―
一
六
三
）
。

例
え

ば
、
奴
隷
制
に
関
す
る
も
の
な
ど

は
（
５
―
一
六
三
）
、
特

に
時
代

の
制

約
を
受
け

た
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
教
理
化
さ
れ
な

い
が
重
要
な

規
則

も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で

い
う
な
ら
「
愛
」
に
関
す
る

事
柄
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文

脈
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
「
信

仰
に
不
可

欠
な
論
理
も
し
く
は
文
法
の
一
部
」
（
５
―
一
六
二
）
と

い
う
も
の

で

あ
る
。

こ

こ
ま
で

の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
リ
ン
ド
ベ

ッ
ク
の

い
う
「
教
理

の
本
質
」
と

は
、
「

メ
タ
レ
ベ
ル
の

規
則
で
あ

る
」

と
換
言
す

る
こ
と

が
で

き
、
そ
れ
が

教
理
と
し
て

表
象
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
教
理
は
キ
リ
ス
ト

教
を

キ
リ
ス
ト
教
た
ら
し
め
、
信
者
の
行
為

を
統
制
し
た
り
、
信
者
に
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
た
り
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

ニ
　

キ

リ

ス
ト

教

の

三

原

則

で

は
、
リ
ン
ド
ベ
ッ

ク
は
キ
リ
ス
ト
教
の

メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
規
則
と

し
て
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

キ
リ

ス
ト
教

に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
統
制
原
理
が
機
能
し
て

い
る

と
リ

ン
ド
ベ
ッ

ク
は
論
じ
て

い
る
（
５
―
一
七
七
）
。

第
一

の
規
則

は
「
唯
一
神
の
原
理
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
ア
ブ
ラ

ハ
ム
、
イ

サ
ク
、

ヤ
コ
ブ
、
そ
し
て

イ
エ
ス
の
神
の
み

が
存
在

す
る
と
い
う
も
の
。
第

二
の
規
則

は
「
歴
史

的
特
殊
性
の
原

理
」
で

、
あ
る
特
定
の
時
間
と
場
所
で

生

ま

れ

て

死

ん

だ

、

真

正

の

人

間

に

言

及

す

る

、

つ

ま

り

イ

エ

ス

に

つ

い

て

語

っ

て

い

る

と

い

う

も

の

。

第

三

の

規

則

は

「

キ

リ

ス

ト

論

的

最

大

化

主

義

の

原

理

」

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉｓ
ｔｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｃ
ａ
ｌ
　
m
a
ｘ
ｉｓ
ｍ

ａ
ｌｉｓ
m

）

で

あ

り

、

第

一

の

規

則

と

矛

盾

を

き

た

さ

な

い

限

り

に

お

い

て

、

考

え

う

る

す

ベ

て

の

重

要

性

を

イ

エ

ス

に

帰

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

特

に

倫

理

的

な

る

も

の

は

イ

エ

ス

を

通

し

て

理

解

さ

れ

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

ら

に

反

し

な

い

限

り

に

お

い

て

、

原

始

キ

リ

ス

ト

教

時

代

の

後

に

生

ま

れ

た

教

理

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

―

例

え

ば

三

位

一

体

論

―

正

統

な

教

理

と

し

て

位

置

付

け

ら

れ

る

の

で

あ

る

（
５

―

一
七

八

）
。

三
　

神

道

の

本
質

リ
ン
ド
ベ
ッ

ク
の
議
論
を
神
道

に
応
用
す
る
有
効
性
と
は
何
か
。
神
道
に

は
、
創
唱
者

（
教
祖
）
が
な
く
、
ま
た
教
理
・
教
典
も
な
い
。
そ
の
こ
と
か

ら
、
一
般
的

に
は
言
挙
げ
し
な
い
宗
教
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
神

道
が
全
く
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
伊
勢
神
道
の
渡
会
家
や

吉
田
兼
倶
を
は
じ

め
と
す
る
中
世
神
道
思
想
、
江
戸
時
代
の
儒
家
神
道
・
国

学
、
さ
ら

に
は
戦
前
の
神
道
哲
学
、
戦
後
の
神
道
神
学
と
思
想
・
神
学
の
営

み
は
な
さ
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
リ

ン
ド
ベ
ッ

ク
の
教
理
論
を
も

と
に
神
道
を
捉
え

る
こ
と
で

。
思

想
・
神
学
の

メ
タ
レ
ベ
ル
を
想
定
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
そ

の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
規
則
を
探
究
す
る
こ
と
で
神

道
の
本
質

を
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
足
が
か
り
と
し
て

「
比
較
」
と

い
う
方
法
を
と
る
。
先
に
挙
げ

た
キ
リ
ス
ト
教
の

メ
タ
レ
ベ
ル
の
規
則
で
あ
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る
三
つ
の
統
制
原
理
を
、
各

々
神
道
神
学
と
照
ら
し
合

わ
せ

な
が
ら

、
神
道

に
お
け
る
三
原
則
の
抽
出
へ
と
繋
げ

た
い
の
で
あ
る
。

三
・
一
　

神
道

の
三
原
則

第
一
の
原
則

は
、
「
神
」

に
関
す

る
事

柄
で
あ

る
。

唯
一
神

を
原
則

と
す

る
キ
リ

ス
ト
教

に
対
し
神
道

は
ど
う
で

あ
ろ

う
か
。
こ

の
問

い
に
対

し
南
山

宗
教
文
化
研
究
所
の

キ
リ
ス
ト
教
と
神
道
の
比
較

は
、

と
て
も

重
要

な
示

唆

を
与
え
る
。
こ
の
対
話

を
通
し

て
、
神

道
神

学
者
で
あ

る
上

田
賢

治
が
主
張

し
た
こ
と
は
、

キ
リ

ス
ト
教

の
よ
う
な
一
神

教
で

は
な
く
、

仏
教
の
よ
う
な

一
即
多
で
も
な
く
、
神
道

は
多

神
教
で

あ
る
と

い
う
も

の
で

あ
る
。
上

田
の

神
道
神
学
研
究
の
主
題

は
、
こ

の
「
多
神
教

の
真
理
」

の
探
究
で

あ
っ
た
と

言

っ
て
過
言
で

は
な

い
だ
ろ

う
。
上
田

の
言

う
神
道

に
お
け

る
多
神

教
と
は
、

「
超
越
・
絶
対
の
観
念
が
不
在
」
（
１
―
九
）
な
も
の
で
あ
り
、
「
相
対
観
の
存

在
世
界

に
成
立
し
た
宗

教
で

、
そ
の
す

べ
て

が
特
殊
以
外
何
も

の
で

も
な
」

（
１
―
九
）
く
、
「
強
弱
・
大
小

の
区
別

観
を
生
み
こ

そ
す
れ
、

自
己
を

絶
対

化
し
て
他
の
存
在
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
（
１
―
九
）
性
格
を

持

つ
も

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
相
対

性
の
在
り
方
は
、
天

つ
神
と
国
つ
神
の

関
係

を
み
て
も

伺
え

る
。
つ
ま
り
、
国
つ
神
の
象
徴
で
あ
る
出
雲
大
社
が
天

つ
神

を
相
対
化
す

る
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
わ
ざ
わ
ざ

宮
中
ま
で
出
向
き

、
「
出

雲
国
造

さ
ら
に
は
出
雲

の
神

は
、
天

皇
の
御

代
を

祝
福
す

る
」
（
３
―
二
三
七
）
と
出
雲
国
造
神
賀
詞

を
読
み
上

げ
、
出
雲

大
社

の
存
在

を
強
調

し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
や
は
り
神
を
問
題
と
す
る
第

一
の
規
則

は
、
神

道
に
お
い
て

は
「
多
神
教
の
原
理
」
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

し

か
し

、
多
神

教
と
い
う
形
態

は
人
類
学
的
に
見
て
も
無
数
に
あ
り
、
神

道
を
他

の
多
神

教
と
区

別
す
る
条
件
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
、
第
二
の
規

則
、
「
天
皇

と
い
う
特
殊
性

の
原

理
」
で

あ
る
。
こ
れ

は
、

日
本
を
安
ら

か

な
国

（
や
す

く
に
、
靖
国
）
と
す

る
た
め
の
歴
史
的
存
在
と
し
て

の
天
皇
存

在
を
受
け

と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
を
は
じ

め

と
す

る
神

話
も

含
め
有
機
的
に
天

皇
が
神
道
と
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
と

い

う
主
張
で

あ
る
。

例
え

ば
、
今
日
に
お
け
る
神
社
の
祭
り
は
祈
念
祭
・
新
嘗

祭

、
さ

ら
に
は
大
祓
と
天
皇
と
密
接

に
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
。

ま
た
地
鎮

祭

を
は
じ

め
と
す

る
諸
御
祈
願
に
お
い
て
も
、
祓
詞
や
祝
詞
を
通
し
て
、
天

皇
、
皇
室
神
話

が
モ
デ
ル
と
し
て
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
神
道
は
天

皇
と
い
う

基
準
を
通
し
て

理
解
さ
れ
る
の
だ
。

こ
こ
で
、
一

つ
疑
問

が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
多
神
教
の
概
念
と
天
皇

と
い
う
存
在

の
関

係
は
矛
盾
し
て

い
な

い
の
か
、
ま
た
は
一
即
多
に
陥
っ
て

い
る
の
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
こ
で

、
一
神
教
対
多
神

教
と
い
う
通
俗
的
な
議
論
の
枠
組
み
以
外

の
枠
組
み
を
提
示

し
た
い
。
そ
れ

は
一
神

教
対

多
神
教
と

い
う
枠
組
み
を
批
判
し
た

キ
リ
ス
ト
教
学
者
の
西
谷

幸
介
の
議
論
で

あ
る
。
西
谷
は
、
日
本
の
神
道
を
指
し
、
こ
れ
は
多
神
教
で

は
な
く

「
単
一
神
宗

教
」
だ
と
指
摘
す

る
（
４
―
二
○
七
～
二
〇
八
）。
単

一

神
宗
教

と
は
、
Ｍ

・
ミ

ュ
ラ

―
の
宗
教

進
化
論

に
お
け
る
宗
教
形
態
の
中
の

一
つ
の
概
念
で

あ
る
が
、
一
言
で

説
明
す

る
と
、
多
く
の
神
の
存
在
を
肯
定

し
な
が
ら
一
つ
の
神
を
至
高
の
存
在
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
神
の
み
を
奉
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る
形
態
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
４
―
二
○
一
）
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ

を
無
批
判

に
神
道
に
当
て

は
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

な
ぜ

な
ら
、
神

々
の
中
で
天

皇
の
み
を
奉

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ

る
。
し

か
し
、
天
皇
と
い

う
モ
デ
ル
を
通
し
て
神

々
の
理
解
が
な
さ
れ
、

か
つ
、
位
置
付
け
ら
れ
る
と

い
う
在
り
方
は
、
非
常

に
「
単
一
神
宗
教
」

に
近

い
形

態
で
あ

る
と

い
う
こ

と
は
間
違

い
な

い
。
仏
教
の
い
う
一
即
多
と

い
う
よ

う
な
次
元
、
ま

た
は
、

キ
リ

ス
ト
教
で

い
う
三
位
一
体
と

い
う
よ
う

な
次
元

、
つ
ま
り
神
の
性
質

の

説
明
と

は
異
な
る
次
元
で
、
神

々
と
天
皇
は
関

係
を
持

っ
て

い
る
。
体
系
的

な
理
解
や
解
釈
、
さ
ら

に
は
倫
理
性

の
基
準
と
し
て
天

皇
存
在

は
機
能
し
て

お
り
、
神

々
に
内
実
を
与
え
る
と
い
う
構
造

に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
第
三

の
原
理

は
何
か
。
神
道

に
お
け

る
第
一

の
原
理
と
第
二
の
原

理
を
、
さ
ら

に
規
定
す

る
の
が
第
三
の
原
理
で
あ
り

、
そ
れ

は
「
な
ら
わ
し

の
原

理
」
で
あ

る
。

神
道
が
儀
礼

宗

教
と

い
わ

れ

る
よ
う

に
、
神
社

・
祭

式
・
衣
冠
束

帯
の
規
則

を
重
ん
じ
る
こ
と

は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ

る
が

、

こ
こ
で

は
、
神

学
的
に
神
道
神
学
者

の
小
野

祖
教
が
晩
年
に
論
じ

た
「
な
ら

わ
し

の
哲
理
」

を
取
り
上
げ

た
い
。
小

野
が
國
學

院
大
学
を
退
職
し

た
後
、

一
神
社

の
宮
司

と
な
り
、
そ

の
体
験

の
中
で

培

っ
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ

る
。
小
野

の
い
う
「
な
ら

わ
し
」

と
は
、
繰
り

返
す
こ
と
に
よ

っ
て

成

立
す

る
哲
理
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
無
理

の
な
い
人
間

性
に
叶

っ
た
原
理
と

い

う
も

の
だ
。
小

野

は
、
こ

の
よ

う
に
述

べ
て

い
る
。
「
真
淵

や

宣

長

は
、

散

々
儒

教
の
批
判

を
し
て

い
る
。
人
間
性

に
反

す
る
事
を
教
え
て
も
、
人
間

は
悪
く

な
る
ば
か
り

だ
、
よ
く

は
な
ら

な
い
と
い
う
立
場
だ
っ
た
。
有

益
な

教
え
で
も
人
情

に
叶
わ
ず
、
人
間
の
内
な
る
善
性
を
引
き

だ
す
こ
と
が
出
来

な
け
れ
ば

、
却

っ
て
、
人
間
を
表
面
だ
け
の
善
人
に
し
た
り
、
歪
ん
だ
性
格

の
人
間

に
す

る
。

そ
う
い
う
批
判
だ
。
一
見
暴
論
の
よ
う
に
見
え
る
が
立
派

な
見
識

だ
」
（
２
―
二
六
五
）
と
。
し

た
が

っ
て

、
神
道
に
お

い
て

は
、

無
理

な

く
繰
り
返

さ
れ
て
き

た
中

に
こ
そ
、
真

理
が
存
在
す

る
と

考
え

る
。

神

社

・
祭

・
倫
理

・
天
皇
の
全
て
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
存
在
し
続
け
て

い
る

も

の
な
の
で
あ

る
。

四
　

む

す

び

以
上

の
神
道

の
三
原
則
「
多
神
教
の
原
理
」
・
「
天
皇
と

い
う
特
殊
性
の
原

理
」
・
「
な
ら

わ
し

の
原
理
」
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
統
制
原
理
と
比
較
し
て
明

ら

か
に
な
っ
た
神

道
を
神
道
と
し
て
足
ら
し
め
る
規
則
で
あ

る
。

こ
う
し
た
神

道
に
お
け

る
俯
瞰
的
研
究
は
、
史
的
・
考
証
的
研
究
で
は
な

さ
れ
な
い
議
論
も
可

能
に
す
る
。
今
日
、
天
皇
を
除
外
し
て
神
道
を
再
評
価

し
よ
う
と
す
る
向
き
も
あ

る
が
。
規
則
論
の
視
点
か
ら
考
察
す
る

に
、
そ
れ

ら
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
し
て
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
て

い
る
も
の
の
、

か
え

っ
て
神
道
の
本
質
を
見
失

っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
先
の
統

制
原

理
に
の
っ
と

っ
て
、
今
日
の
神
社
神
道
も
機
能
し
て

い
る
と
分
析
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら

な
る
神
道
研
究
や
神
道
が
抱
え

る
諸
問
題
の
考
察
へ

と
繋
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
Ｉ
）
　
正
確

に
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン

シ
ュ

タ
イ
ン
の
言
語

ゲ
―
ム
で
は
な
く
、
Ｐ

・
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ウ
ィ

ン
チ
に
お
け

る
『
社
会
科
学
の
理
念
』
の
言
語

ゲ
ー

ム
解
釈
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
星
川
啓
慈
・
松
野
智
章
「
本
当
に
、
宗
教
は
「
言
語

ゲ
ー
ム
」
で

は
な
い
、
と
言
え
る
の
か
？
　
―
―
『
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
論
』
再
考
」
（
『
大
正

大
学
大
学
院
研
究
論
集
　

第
二
八
号
』
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）

に
詳
し
く
論
じ

た
。

〈
２
）
　
古
代
律
令
以
前
に

お
け
る
神
祇
祭
祀
を
ど
の
よ
う

に
捉
え

る
か
が
問
題
と
な

る
が
、
「
神
道
」
が

他
宗

教
と

の
交
わ
り

の
中
で
、

自
覚

さ
れ
た
も
の
で

あ
る

こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
３
）
　
日
本
思
想
史
家
の
子
安
宜
邦
が
展
開
し
た
今
日
の
神
社
神
道
へ
の
批
判
等
、

神
社
神
道
が
己
が
立
場
か
ら
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
そ
の

た
め
に
も
、
体

系
的
な
神
道
理
解
は
急
務
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

引

用

文

献

一

覧

１

上

田

賢

治

「

神

道

に

お

け

る

普

遍

と

特

殊

」

（
『

神

道

神

学

論

考

』

大

明

堂

、

一

九

九

一

年

、

所

収

）

２

小

野

祖

教

「

な

ら

わ

し

の

哲

理

」

（

『

國

學

院

雑

誌

第

八

二

巻

一

一

号

』

一

九

八

一

年

、

所

収

）

３

千

家

尊

統

『

出

雲

大

社

』

学

生

社

、

一

九

六

八

年

４

西

谷

幸

介

「

日

本

的

習

合

宗

教

に

つ

い

て

」

（
『

宗

教

間

対

話

と

原

理

主

義

の

克

服

卜

宗

際

倫

理

的

討

議

の

た

め

に

』

新

教

出

版

社

、

二

〇

〇

四

年

、

所

収

）

５

Ｇ

・

Ａ

・

リ

ン

ド

ベ

ッ

ク

（

田

丸

徳

善

監

修
　

星

川

啓

慈

・

山

梨

有

希

子

訳

）

『

教

理

の

本

質

』

ヨ

ル

ダ

ン

社

、

二

〇

〇

三

年

/
L
ｉ
ｎ
ｄ
ｂ
ｅ
ｃ
ｋ

，

Ｇ

．

Ａ

．
，

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

　
ｏ

ｆ

　
Ｄ

ｏ

ｃ

ｔ
ｒ

ｉ
ｎ

ｅ

　
:
　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉ
ｇ

ｉｏ

ｎ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
-

ｏ

ｌｏ

ｇ

ｙ

　
ｉ
ｎ

　
ａ

　
ｐ

ｏ

ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｂ

ｅ
ｒ

ａ

ｌ
　

Ａ

ｇ

ｅ

，
　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ａ

ｄ
ｅ

ｌ
ｐ

ｈ

ｉａ

　
：
　

Ｗ

ｅ
ｓ

ｔ
ｍ

ｉｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｒ

　

Ｊ
ｈ
ｏ

ｎ

Ｋ

ｎ

ｏ

ｘ

　

Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

， 　

１
９

８
４

重

要

参

考

文

献

一

覧

＊

子

安

宣

邦

『

国

家

と

祭

祀

－

国

家

神

道

の

現

在

』

青

土

社

、

二

〇

〇

四

年

＊

棚

村

重

行

『

現

代

人

の

た

め

の

教

理

史

ガ

イ

ド

ー

教

理

を

擁

護

す

る

』

教

文

館

、

二

〇

〇

一

年

＊

南

山

宗

教

文

化

研

究

所

編

『

宗

教

と

文

化
　

諸

宗

教

の

対

話

』

人

文

書

院

、

一

九

九

四

年

＊

西

谷

幸

介

『

宗

教

間

対

話

と

原

理

主

義

の

克

服

－

宗

際

倫

理

的

討

議

の

た

め

に

』

新

教

出

版

社

、

二

〇

〇

四

年

＊

星

川

啓

慈

「

宗

教

間

対

話

に

お

け

る

「

教

理

」

の

問

題

」

（

『

グ

ロ

ー

バ

ル

時

代

の

宗

教

間

対

話

』

大

正

大

学

出

版

会

、

二

〇

〇

四

年

、

所

収

）

M
c
G
r
a
t
h
,
 
Ａ
.
　
Ｅ
.
，
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｄ
ｏ
ｃ
ｔ
ｒ
ｉ
ｎ
ｅ
，
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｃ
ｋ
w
ｅ
ｌ
ｌ
,
　
１
９
９
０
｡

（

ま

つ

の

・

と

も

あ

き

、

宗

教

哲

学

、

大

正

大

学

大

学

院

）
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