
1

I S S A  :  I n t e r n a t i o n a l  S h i n t o  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n

神道フォーラム Vol.62
神道国際学会会報
令和３年１月１日号

特定非営利活動法人 神道国際学会　〒154-0014 東京都世田谷区新町3-21-3 桜神宮 神習会館内　電話：080-7662-0640　http://www.shinto.org/

『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
素ス

サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト

戔
嗚
尊
は
息
子

五イ
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト

十
猛
命
と
共
に
、ま
ず
、新
羅
の
曾ソ

尸シ

茂モ

梨リ

に

天
下
っ
て
か
ら
、
埴
船
で
海
を
渡
っ
て
出
雲
に

着
い
た
」と
あ
る
よ
う
に
、
長
門
や
出
雲
や
若
狭

と
い
っ
た
日
本
海
に
面
し
た
地
方
に
お
け
る
神

話
で「
海
の
向
こ
う
か
ら
渡
来
し
た
神
」と
い
う

言
説
は
、
す
な
わ
ち「
朝
鮮
半
島（
お
よ
び
そ
の

先
に
あ
る
中
国
大
陸
）か
ら
渡
来
し
た
」と
い
う

ふ
う
に
理
解
す
る
の
が
一
番
自
然
で
あ
る
。
た

だ
し
、
古
代
以
来「
国
家
」と
い
う
も
の
は
存
在

し
た
が
、「
国
民
」
と
い
う
概
念
は
近
代
国
民
国

家
の
所
産
で
あ
り
、
人
々
は「
国
境
」を
越
え
て

自
由
に
行
き
来
し
て
お
り
、
弥
生
時
代
後
期
か

ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
南
部
に
も

多
く
の「
倭
人
」や「
越
人
」が
居
住
し
て
い
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
朱
塗
り
の
大
鳥

居
が
参
詣
者
を
迎
え
入
れ
る
氣
比
神
宮
は
、
古

来
、朝
廷
か
ら
の
崇
敬
も
篤
く
、式
内
社（
明
神
大

社
）、越
前
国
一
之
宮
で
あ
り
、近
代
社
格
制
度
下

に
お
い
て
も
官
幣
大
社
に
列
せ
ら
れ
る
立
派
な

神
社
で
あ
り
、『
古
事
記
』に
お
い
て
は「
氣
比
大

神
」、『
日
本
書
紀
』に
お
い
て
は「
笥
飯
大
神
」と

称
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
食け

」
の
「
霊ひ

」
す

な
わ
ち「
食
物
神
」で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

氣
比
神
宮
自
身
の
説
明
で
は
、祭
神
は
、伊イ

奢ザ

沙サ
ワ

別ケ
ノ

命ミ
コ
ト・
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
・
日

本
武
尊
・
玉
姫
命
・
武
内
宿
禰
命
の
７
柱
と
な
っ

て
い
る
が
、
多
く
の
神
社
が
明
治
の
「
皇
国
史

観
」
と
い
う
宗
教
政
策
に
よ
っ
て
祭
神
が
変
更

さ
れ
て
い
る
の
で
、
学
術
的
に
は
そ
れ
を
鵜
呑

み
に
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
実
際
に
氣
比
神

宮
へ
参
拝
し
て
み
る
と
、
立
派
な
本
殿
と
は
か

な
り
離
れ
た
境
内
地
の
東
端
に
、
都ツ

怒ヌ

我ガ

阿ア

羅ラ

斯シ

等ト

を
祀
る「
角ツ
ヌ
ガ鹿
神
社
」と
い
う
摂
社
が
ひ
っ

そ
り
と
鎮
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
の
北

東
の
外
れ
に
、
現
在
は
敦
賀
小
学
校
の
校
庭
に

な
っ
て
い
る
が
、「
氣
比
宮
古
殿
地
」
と
し
て
、

阿
羅
斯
等
が
最
初
に
降
り
立
っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
直
径
数
メ
ー
ト
ル
の「
土
公
」と
呼
ば
れ
る

小マ
ウ
ン
ド山
が
あ
り
、そ
の
背
後
に
は
、天
筒
山
と
呼
ば

れ
る
神
奈
備
山
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、「
崇
神
天
皇
の
時
、

大
加
羅
国（
伽
耶
・
新
羅
）の
王
子
で
額
に
角
の
生

え
た
都
怒
我
阿
羅
斯
等
が
来
朝
し
、
日
本
海
岸

沿
い
に
船
で
穴
門
（
長
門
）
か
ら
出
雲
を
経
て
笥

飯
浦（
敦
賀
湾
）に
来
着
し
た
」と
あ
る
。
ま
た
、

「
阿
羅
斯
等
は
あ
る
女
性
を
追
っ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
女
性
は
、
摂
津
国
の
難
波
や
豊
後
国

の
国
前
（
国
東
）
郡
の
比ひ

売め

語こ

曽そ

社
の
神
に
な
っ

た
」と
あ
る
。
よ
く
似
た
内
容
の
話
が『
古
事
記
』

で
は
、「
新
羅
国
の
王
子
天ア
マ

之ノ

日ヒ

矛ボ
コ

（
天
日
槍
）

と
阿ア

加カ

流ル

比ヒ

売メ

神
の
話
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て

お
り
、い
ず
れ
に
し
て
も
、こ
の
越
前
・
敦
賀
の
地

に
、
古
代
以
来
、
多
く
の
朝
鮮
半
島
出
身
者
が
渡

来
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

―
敦
賀
か
ら
一
山
越
え
て
南
下
す
れ
ば
、
そ
こ

は
も
う
水
運
に
便
利
な
広
大
な
琵
琶
湖
が
広
が

る
近
江
国
で
あ
り
、
南
端
の
大
津
で
上
陸
す
れ

ば
、「
王
城
の
地
」
山
城
・
大
和
・
摂
津
は
も
う

す
ぐ
先
で
あ
る
。
湖
西
地
方
に
は
、「
和わ

邇に

」

や「
蓬ほ
う

莱ら
い

」と
い
っ
た
い
か
に
も
渡
来
人
由
来
の

地
名
や「
安あ

曇ど

」や「
志
賀
」と
い
っ
た
海
神「
和ワ

多タ

都ツ

美ミ

」
を
祖
と
す
る
海
部
族
に
由
来
す
る
地

名
が
残
っ
て
い
る
。
湖
上
の
鳥
居
で
有
名
な
高

島
市
の
白し
ら

鬚ひ
げ

神
社
も
、
背
後
に
は
新
羅
式
の
古

墳
が
あ
り
、お
そ
ら
く
、元
は
渡
来
人
の
祖
廟
で

あ
っ
た「
新
羅
神
社
」だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

大
海
人
皇
子（
天
武
天
皇
）は
、
壬
申
の
乱
で

滅
ぼ
し
た
甥
の
大
友
皇
子
（
贈
弘
文
天
皇
）

へ
の
滅
罪
の
た
め
、
兄
帝
天
智
天
皇
の
近
江
宮

（
大
津
京
）
の
故
地
に
勅
願
寺
と
し
て
園
城
寺
を

創
建
し
た
。
一
般
に
こ
の
寺
が
三
井
寺
と
称
せ

ら
れ
る
の
は
、天
智
・
天
武
・
持
統
三
帝
が
産
湯

に
使
っ
た
と
呼
ば
れ
る「
御
井
」が
あ
る
か
ら
だ

そ
う
で
あ
る
。
園
城
寺
に
着
く
と
、
第
１
６
４

代
長
吏（
＝
住
職
）の
福
家
俊
彦
先
生
が
出
迎
え

て
く
だ
さ
り
、
大
津
京
遷
都
よ
り
も
ず
っ
と
以

前
か
ら
琵
琶
湖
周
辺
を
拠
点
に
し
て
い
た
新
羅

系
の
帰
化
人
た
ち
の
歴
史
や
園
城
寺
開
山
の
経

緯
、壬
申
の
乱
、修
験
と
天
台
教
学
を
納
め
遣
唐

使
帰
国
後
こ
の
寺
の
長
吏
と
な
っ
た
智
証
大
師

円
珍
の
話
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
等

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
伺
っ
た
後
、
福

家
先
生
自
ら
飛
び
地
境
内
に
鎮
座
す
る
新し
ん

羅ら

善

神
堂（
新
羅
明
神
）を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

大
津
市
役
所
の
す
ぐ
裏
手
に
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
弘
文
天
皇
陵
の
背
後
の
ほ
と
ん
ど
人

が
近
づ
か
な
い
林
の
中
に
鎮
座
す
る
新
羅
明
神

の
境
内
に
は
、
神
気
が
充
ち
満
ち
て
い
る
。
河

内
源
氏
の
２
代
目
棟
梁
で
あ
る
源
頼
義
の
三
男

源
義
光
は
、
こ
の
新
羅
明
神
の
前
で
元
服
し
た

の
で「
新
羅
三
郎
」と
呼
ば
れ
た
。
長
兄
は
、
後

三
年
の
役
で
活
躍
し
、
源
氏
の
東
国
進
出
の
礎

を
築
い
た
源
義
家
（
八
幡
太
郎
）、
次
兄
は
源
義

綱（
賀
茂
次
郎
）で
あ
る
。
源
氏
の
血
を
引
く
足

利
尊
氏
が
、
南
北
朝
の
争
乱
の
中
で
憤
死
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
後
醍
醐
天
皇
へ
の
滅

罪
の
た
め
に
寄
進
し
た
の
が
現
在
の
社
殿
で
あ

り
、
こ
の
新
羅
明
神
は
石
清
水
八
幡
宮
と
共
に

長
年
、武
家
か
ら
の
篤
い
信
仰
を
集
め
た
。

こ
の
社
殿
も
、明
治
の
神
仏
判
然
令
で
取
り
壊

さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
幸
い「
神
像
」が
あ
っ
た

の
で
、「
新
羅
善
神
堂
と
い
う
仏
堂
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
し
て
取
り
壊
し
の
難
を
免
れ
た
。

明
治
の
宗
教
政
策
が
い
か
に
神
道
の
伝
統
を
歪

め
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
、

神
道
国
際
学
会
で
は
こ
れ
か
ら
も
「
神
社
本
来
の

姿
」を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

〔
リ
ポ
ー
ト　

三
宅
善
信
〕

第
８
回
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

新
羅
神
を
若
狭・近
江
で
探
る

令
和
２
年
11
月
27
日
、神
社
の
成
立
に
お
け
る
新
羅
神
の
影
響
を
調
査
す
る
た
め
、福
井
県

敦
賀
市
の
氣
比
神
宮
と
滋
賀
県
大
津
市
の
園
城
寺（
三
井
寺
）を
訪
れ
た
。氣
比
神
宮
の
元
々

の
祭
神
は「
敦
賀
」の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
渡
来
神
の
都ツ

怒ヌ

我ガ

阿ア

羅ラ

斯シ

等ト

で
あ
り
、天
智
・

天
武
両
帝
と
縁
の
深
い
三
井
寺
の
境
内
に
は
新
羅
明
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

都怒我阿羅斯等が降り立ったと伝えられる
氣比宮古殿地「土公」

福家俊彦園城寺長吏の案内で、
新羅善神堂の禁足地で新羅明神の説明を受ける
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祇
園
祭
の
本
質

本
会
を
代
表
し
て
理
事
の
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト
関
西
大
学
教

授
に
よ
る
開
会
挨
拶
に
続
き
、「
疫

病
除
け
の
神
」
と
し
て
知
ら
れ
る
八

坂
神
社
の
野
村
明
義
禰
宜
が
『
祇
園

祭
の
本
質
』
と
題
し
て
次
の
よ
う
に

講
演
し
た
。

「
祇
園
祭
」と
し
て
知
ら
れ
る
八
坂

神
社
の
祭
礼
は
、か
つ
て
は「
祇ぎ

園お
ん

御ご

霊り
よ
う

会え

」と
呼
ば
れ
、そ
の
起
源
は
、全

国
各
地
で
疫
病
が
流
行
し
た
貞
観
11

年（
８
６
９
年
）に
都
の
神
泉
苑
に
当

時
の
国
数
に
ち
な
ん
で
66
本
の
矛
を

立
て
て
疫
病
の
終
息
を
願
っ
た
こ
と

に
始
ま
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
神
仏

習
合
時
代
の
祇
園
社
の
祭
神
で
あ
っ

た
牛ゴ

頭ズ

天テ
ン

王ノ
ウ

が
、
南
海
の
龍
神
の
も

と
へ
嫁
取
り
に
行
く
道
中
で
日
が
暮

れ
た
際
、
貧
し
い
生
活
に
も
か
か
わ

ら
ず
親
切
に
も
一
夜
の
宿
を
提
供
し

て
く
れ
た
蘇ソ

民ミ
ン

将シ
ヨ
ウ

来ラ
イ

に
、そ
の
お
礼

と
し
て「
蘇
民
将
来
之
子
孫
也
」と
書

か
れ
た
茅
の
輪
を
身
に
つ
け
れ
ば
、

疫
病
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
約
束
し
た

こ
と
に
端
を
発
す
る
。

そ
の
意
味
で
、本
来
、疫
病
除
け
の

祭
事
で
あ
っ
た
祇
園
祭
の
ハ
イ
ラ
イ

ト
で
あ
る
山
鉾
巡
行
が
、
今
般
の
コ

ロ
ナ
禍
で
簡
略
化
さ
れ
た
の
は
断
腸

の
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
千
百
五

十
一
年
の
歴
史
を
有
す
る
祇
園
祭

は
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
に
よ
っ
て

形
式
や
内
容
が
変
遷
し
て
き
た
祭
で

も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
長
年
の
経
緯
を

経
て
、
祇
園
祭
が
有
し
て
い
た
本
来

の
意
味
が
判
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の

変
貌
と
は
、①
風
水
に
よ
っ
て「
見
え

な
い
結
界
」
で
守
ら
れ
て
い
た
平
安

京
の
形
状
崩
壊
、
②
応
仁
の
乱
に
よ

る
祭
の
中
断
と
山
鉾
の
焼
失
、
③
明

治
の
神
仏
判
然
令
に
よ
る
祭
神
・
社

名
・
祭
礼
名
の
変
更
、④
廃
仏
毀
釈
に

よ
る「
祇
園
」信
仰
の
封
印
、
⑤「
龍

穴
」信
仰
の
封
印
、⑥
陰
暦
か
ら
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
へ
の
改
暦
に
よ
る
「
水
無

月
満
月
祭
祀
」の
封
印
、⑦
交
通
・
観

光
優
先
に
よ
る
祭
祀
の
変
貌
等
で
あ

る
と
し
て
、も
う
一
度
、祇
園
祭
の
本

来
の
姿
を
取
り
戻
し
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
を
水
と
大
気
の
力
に
よ
っ

て
浄
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論

じ
た
。

野
村
禰
宜
の
発
題
に
対
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
し
た
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
の

フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベ
ッ
リ
教
授
は
、

疫
病
除
け
の
祭
で
あ
る
祇
園
祭
の

山
鉾
巡
行
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
で
中
止
に
な
っ
た
こ
と

に
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
ア
メ

リ
カ
で
は
宗
教
と
感
染
症
の
葛
藤

が
見
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
教
団
は

世
俗
的
な
当
局
の
指
示
に
従
っ

て
礼
拝
施
設
を
閉
鎖
し
て
い
る
が
、

反
知
性
主
義
を
標
榜
す
る
一
部
の
原

理
主
義
教
団
が
科
学
的
医
学
的
知
見

を
挑
発
し
て
布
教
活
動
を
続
け
て
、

宗
教
が
感
染
症
を
治
す
ど
こ
ろ
か
感

染
症
ク
ラ
ス
タ
ー
の
原
因
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
宗
教

が
有
す
る
両
義
性
や
宗
教
に
内
在
す

る
本
質
に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
今
の

世
の
中
が
求
め
る
宗
教
と
は
、
い
っ

た
い
ど
ち
ら
の
宗
教
で
あ
る
の
か
？　

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
「
終
末

観
」
と
い
う
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ

る
が
、
神
道
に
は
そ
う
い
う
思
想
が

な
い
こ
と
が
、
日
本
人
の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
に
影
響
を
与
え

て
い
る
の
で
は
？　

と
い

う
疑
問
が
も
た
ら
さ
れ
た

と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

祭
儀・風
習
に
こ
め
ら
れ
た

	

　
　
人
々
の
祈
り

続
い
て
、
大
阪
大
学
大
学

院
言
語
文
化
研
究
科
の
永

原
順
子
講
師
が
『
水
の
中
の

異
界
～
祭
儀
・
風
習
に
こ
め

ら
れ
た
人
々
の
祈
り
～
』
と

題
し
て
次
の
よ
う
に
講
演

し
た
。

永
原
氏
は
、「
見
え
な
い

も
の
を
見
る
力
」
と
い
う
視

点
か
ら
、
人
々
が
「
わ
け
の

解
ら
な
い
も
の
」、「
怪
し
い
も
の
」

に
出
く
わ
し
た
際
に
ど
の
よ
う
な
振

る
舞
い
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
一
世
を

風
靡
し
た
感
の
あ
る「
ア
マ
ビ
エ
」や

最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
水
辺
の
妖
怪
で

あ
る「
河か
つ
ぱ童
」を
例
に
、
海
や
川
に
ま

つ
わ
る
怪
異
や
風
俗
を
紹
介
し
、
水

を
異
界
と
し
て
敬
い
恐
れ
る
日
本
人

の
自
然
観
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

人
間
の
暮
ら
す
陸
地（
現
世
）と
水

中（
異
界
）を
対
比
し
て
、
海
や
川
か

ら
は
神
々
や
新
し
い
技
術
が
や
っ
て

来
た
り
、
洪
水
や
津
波
と
い
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
一

方
で
、
こ
ち
ら
か
ら
新
世
界
を
求
め

て
渡
っ
た
り
、
罪
穢
れ
を
祓
っ
た
り

流
し
た
り
す
る「
両
義
性
」が
あ
る
と

指
摘
し
た
。

永
原
氏
は
こ
の
往
復
運
動
に
着
目

し
て
、
古
く
は「
ニ
ナ
イ
カ
ナ
イ
」や

令
和
２
年
９
月
13
日
、キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
に
お
い
て
、第
24
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー『
神
々
と
伝
染
病
』

が
開
催
さ
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第
二
波
が
猛
威
を
揮
う
中
で
の
開
催
で
あ
り
、３
密
を
避

け
る
た
め
実
際
に
会
場
に
集
ま
っ
た
の
は
、講
師
・
パ
ネ
リ
ス
ト
・
本
会
役
員
・
取
材
関
係
者
と
中
継
ス
タ
ッ
フ

の
み
で
、
そ
れ
以
外
はZoom
方
式
に
よ
る
リ
モ
ー
ト
参
加
と
な
っ
た
が
、
海
外
と
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
内
容
だ
け
で
な
く
そ
の
方
法
も
含
め
て「
ウ
ィ
ズ

コ
ロ
ナ
の
時
代
」に
相
応
し
い
国
際
セ
ミ
ナ
ー
と
な
っ
た
。

第
24
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー

『
神
々
と
伝
染
病
』 

開
催

講師 野村明義氏

セ
ミ
ナ
ー
会
場
の
様
子

オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
す
る
ラ
ン
ベ
ッ
リ
教
授
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『
浦
島
太
郎
』と
い
っ
た
伝
承
か
ら
、

ジ
ブ
リ
作
品
の
『
千
と
千
尋
の
神
隠

し
』や『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』に
お
け

る
水
の
描
写
や
、新
海
誠
作
品
の『
天

気
の
子
』
と
い
っ
た
ア
ニ
メ
作
品
の

創
作
を
例
に
挙
げ
、
こ
の
世
と
あ
の

世
を
分
か
つ
存
在
と
し
て
の「
水
」に

つ
い
て
言
及
し
た
後
、
災
害
な
ど
の

現
実
の
残
酷
さ
と
犠
牲
者
や
被
災
者

と
い
っ
た
当
事
者
と
世
間
一
般
と
の

意
識
の
乖
離
が
も
た
ら
す
「
救
い
」

の
難
し
さ
を
指
摘
し
、「
水
が
持
つ

恐
ろ
し
い
面
に
つ
い
て
宗
教
者
は
ど

う
考
え
る
か
」ま
た「
コ
ロ
ナ
禍
が
も

た
ら
し
た
社
会
の
変
化
は
、
人
々
の

神
々
に
対
す
る
接
し
方
を
ど
う
変
え

た
か
」等
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
。

永
原
講
師
の
発
題
に
対
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
し
て
い
た
秩
父

今
宮
神
社
の
塩
谷
崇
之
宮
司
は
、
各

地
の
神
社
の
縁
起
に
お
い
て
、「
何

か
災
い
が
起
こ
る
と
神
様
が
祀
ら
れ

る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
秩

父
今
宮
神
社
の
場
合
、
奈
良
時
代
に

悪
獣
毒
蛇
が
蔓は
び
こ延
っ
て
苦
し
む
村
人

を
助
け
る
た
め
役え
ん
の
ぎ
よ
う
じ
や

行
者
が
八
大
龍

王
を
祀
っ
て
災
い
を
収
め
、
室
町
時

代
に
秩
父
で
疫
病
が
流
行
し
た
際
、

京
都
の
今
宮
神
社
か
ら
素
戔
嗚
尊
を

勧
請
し
て
鎮
め
た
と
い
う
歴
史
が
あ

る
。
水
に
は
「
難
を
祓
う
」、「
汚
れ

を
浄
化
す
る
」
と
い
う
作
用
と
共
に

「
潤
し
を
与
え
る
」、「
恵
み
を
も

た
ら
す
」
と
い
う
２
つ
の
作
用
が

あ
り
、
日
本
人
は
水
に
よ
る
こ
れ

ら
の
働
き
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状

態
を
「
気け

が
枯
れ
る
」
す
な
わ
ち

「
穢け
が

れ
」と
呼
ん
だ
が
、
水
が
こ
れ

ら
の
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

澱
ん
だ
水
で
は
ダ
メ
で
、
流
れ
て
い

る
、
動
い
て
い
る
水
で
あ
る
こ
と
が

必
至
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
よ
り
激
烈

化
す
る
と「
暴
れ
る
水
」と
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
作
用
へ
の
恐
れ
も
加
え

た「
浄
化
」「
湿
潤
」「
恐
れ
」の
３
つ

の
作
用
へ
の
信
仰
が
形
成
さ
れ
た
と

コ
メ
ン
ト
し
た
。

国
難
と
宗
教

～
宗
教
が
宗
教
で
あ
る
た
め
に
～

続
い
て
、
東
京
工
業
大
学
大
学
院

の
弓
山
達
也
教
授
が
『
国
難
と
宗
教

～
宗
教
が
宗
教
で
あ
る
た
め
に
～
』

と
題
し
て
、次
の
よ
う
に
講
演
し
た
。

弓
山
教
授
は
、
菅
義
偉
官
房
長
官

（
当
時
）、小
池
百
合
子
都
知
事
、吉
村

洋
文
府
知
事
ら
の
言
葉
を
取
り
上
げ

て
、
日
頃
は
決
し
て「
宗
教
」に
つ
い

て
は
コ
メ
ン
ト
を
発
し
な
い
日
本
の

政
治
家
た
ち
が
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
を
防
ぐ
た

め
、お
盆
の
帰
省
は
自
粛
し
よ
う
」と

揃
っ
て
提
唱
し
た
こ
と
へ
の
違
和
感

と
、
そ
れ
に
対
し
て
既
成
の
宗
派
教

団
が
何
も
反
論
し
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
か
ら
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー

に
お
け
る
課
題
「
国
難
と
宗
教
」

に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
得

た
。
お
盆
に
は
、業
者
に
よ
る「
墓

参
り
代
行
」や
寺
院
に
よ
る「
オ
ン

ラ
イ
ン
参
拝
」
が
メ
デ
ィ
ア
で
も

て
は
や
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
対

す
る「
居
心
地
の
悪
さ
」を
感
じ
た
人

も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る「
国
難
と
宗
教
」に

つ
い
て
考
え
る
際
、ま
ず
、ち
ょ
う
ど

百
年
前（
１
９
０
８
～
２
０
年
）に
全

世
界
で
四
千
万
人
の
い
の
ち
奪
っ
た

「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」に
対
す
る
日
本
社

会
の
対
応
に
つ
い
て
、
当
時
の
新
聞

記
事
を
引
用
し
つ
つ
、
連
日
犠
牲
者

数
が
事
細
か
に
報
道
さ
れ
、
ま
た
、

手
洗
い
や
マ
ス
ク
の
着
用
の
励
行
、

行
楽
等
の
大
勢
の
人
出
に
対
す
る
注

意
、学
校
の
休
校
な
ど
、現
在
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
紹
介

さ
れ
た
。た
だ
、ひ
と
つ
だ
け
異
な
っ

て
い
た
の
は
、
大
勢
の
人
出
が
あ
っ

た
も
の
の
初
詣
、節
分
、お
盆
な
ど
の

宗
教
行
事
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く

制
限
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
日
本

人
に
と
っ
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
と

い
う「
死
の
恐
怖
」と
宗
教
行
事
と
い

う「
死
を
見
つ
め
る
文
化
」と
は
ま
っ

た
く
競
合
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
判
明
し
た
。

弓
山
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
仮
説
を

証
明
す
る
た
め
、
東
日
本
大
震
災
の

大
津
波
で
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た

福
島
県
い
わ
き
市
に
お
け
る
「
じ
ゃ

ん
が
ら
念
仏
踊
り
」
を
例
に
取
り
上

げ
た
。
大
勢
の
仲
間
の
死
と
い
う
極

限
状
態
を
経
験
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
無
念
の
死
を
遂
げ
た

者
を
供
養
す
る
た
め
に
プ
ロ

の
僧
侶
に
よ
る
「
供
養
」
で
は

な
く
、
そ
れ
ま
で
衰
退
の
一
途

を
辿
っ
て
い
た
「
じ
ゃ
ん
が
ら

念
仏
踊
り
」
を
そ
の
手
段
と
し

て
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
復
興
さ
せ
ら

れ
た
。
国
難
に
あ
っ
て
、「
じ
ゃ
ん

が
ら
念
仏
踊
り
」が
、①
意
味
の
源
泉

と
な
り
、
②
見
え
な
い
も
の
を
可
視

化
し
、
③
生
と
死
を
つ
な
ぐ
役
割
を

担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
分
析
し
た
。

百
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
や
十
年

前
の
東
日
本
大
震
災
や
今
回
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

な
ど
を
通
し
て
、
宗
教
本
来
の
役
割

を
宗
教（
家
・
団
体
・
研
究
者
）が
確
認

し
、
自
ら
の
言
葉
で
発
信
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

弓
山
教
授
の
発
題
に
対
し
て
、
ノ

ル
ウ
ェ
イ
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加

し
て
い
た
オ
ス
ロ
大
学
の
マ
ー
ク
・

テ
ー
ウ
ェ
ン
教
授
は
、
前
近
代
に
お

い
て
疫
病
封
じ
は
宗
教
の
任
務
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
が
、
近
代
社
会
に
お

い
て
宗
教
の
守
備
範
囲
は
狭
め
ら

れ
、
疫
病
に
対
し
て
宗
教
側
か
ら
何

か
発
言
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、現
代
人
は「
宗
教
は
疫

病
に
効
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
な
お
マ
ス
ク
を
し
て
で

も
宗
教
行
事
に
参
加
し
た
く
な
る
と

い
う
信
条
は
ま
さ
に
、
弓
山
教
授
の

指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。「
こ
う

い
う
時
期
だ
か
ら
こ
そ
祇
園
祭
が
必

要
だ
」
と
い
う
声
も
出
て
き
て
当
然

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
行
為
に
対

す
る
意
味
づ
け
」
が
必
要
な
の
で
あ

る
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

３
人
の
基
調
発
題
と
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
参
加
し
た
３
人
の
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
か
ら
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、

伝
染
病
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
の

著
作
も
あ
る
三
宅
善
信
理
事
長
が
モ

デ
レ
ー
タ
と
な
っ
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

パ
ネ
リ
ス
ト
同
士
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
に
先
立
ち
、
こ
の
日
の
セ
ミ

ナ
ー
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
聴
講
し
て
い

た
上
賀
茂
神
社
の
乾
光
孝

権
禰
宜
、
野
宮
神
社
の
懸
野

直
樹
宮
司
、
創
価
大
学
の
中

野
毅
名
誉
教
授
や
、
会
場
で

あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ

京
都
の
人
数
制
限
ギ
リ
ギ

リ
の
中
で
来
場
さ
れ
た
関

西
大
学
の
水
野
友
晴
准
教

授
ら
か
ら
、
３
人
の
基
調
講

演
者
に
質
問
が
寄
せ
ら
れ

た
。ま

た
、
三
宅
理
事
長
は
、

野
村
禰
宜
の
「
神
泉
苑
で

矛
66
基
を
立
て
」
と
か
「
多

く
の
山
鉾
が
都
を
巡
行
」

と
い
う
話
に
は
「
日
本
人
に

と
っ
て
は
数
が
多
い

4

4

4

4

と
い

う
こ
と
自
体
が
価
値
な
の

で
は
な
い
か
？
」
と
、
永
原
講
師
に

は
、「
仏
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、

地
獄
と
の
境
界
線
に
は
川
が
流
れ
て

お
り
、
こ
れ
を『
渡
る
』と
い
う
決
意

に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
が
、
神
道

で
は
祓
戸
四
神
に
任
せ
る
よ
う
に
、

受
動
的
な
の
で
は
…
？
」と
、弓
山
教

授
に
は
、「
自
然
災
害
に
は
素
早
く

対
応
で
き
る
日
本
人
が
、
戦
争
や
経

済
危
機
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ど
の
人

災
に
は
巧
く
対
応
で
き
な
い
訳
は
、

『
今
が
最
悪
の
事
態
だ
』と
い
う
最
悪

認
定
を
す
る
者
が
な
い
か
ら
で
は

…
？
」
な
ど
と
次
々
と
質
問
を
投
げ

か
け
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
大
い

に
盛
り
上
が
っ
た
。

最
後
に
、
常
任
理
事
の
芳
村
正
徳

神
習
教
教
主
に
よ
る
閉
会
挨
拶
を
行

い
、
こ
の
日
の
第
24
回
国
際
神
道
セ

ミ
ナ
ー
『
神
々
と
伝
染
病
』
が
終
了

し
た
。

モデレータを務める
三宅善信理事長

講師 永原順子氏

講師 弓山達也氏

セ
ミ
ナ
ー
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
同
時
中
継
さ
れ
た
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宗教と文化遺産の間
はざま

_

宗教と文化遺産が同じ場所でぶつかり合う
ことが多い。明治30年の古社寺保存法から、平
成27年の日本遺産制に至るまで、国宝・文化財・
遺産として認定された件のなかに宗教的性格

を帯びたものが大きな割合を占めている。ユネスコの世界遺産と無形文化
遺産にしても同じことが言える。世界遺産に指定された宗教的な場所とし
て、奈良や京都のお寺や神社、熊野古道、長崎と天草のキリシタン遺跡と教
会、「聖なる」沖ノ島と宗像神社などがある。無形文化遺産にも、お祭りの山・
鉾・屋台行事から神楽や田楽まで、宗教色の濃いものが多々存在する。

これはもちろん、日本に限った現象ではない。世界的に、大聖堂、モスク、
寺院など、宗教施設が文化遺産として国家や地方政府の保護の対象になる
ことが多い。それにしても、「宗教」が「文化」として扱われるときに起こる
はずの矛盾について、研究が意外に少ない。

お寺、神社、お祭りの価値は、何だろう。遺産として考えるとき、歴史的・
美術的な価値が強調される。文化財に指定された寺社は、「日本文化」の象
徴になる。指定の背景には、経済的動機も常に見え隠れする。文化財・世界
遺産になると観光客が増え、町興しの効果が期待される。場合によっては、
文化的、経済的な価値に基づいた経営方針が、寺社の「宗教」の場としての価
値を損ねてしまう危険性も大いにある。

日本の政教分離制度のもとで、宗教的性格をもった文化財・遺産を公金で
保護することは容易ではない。憲法上、宗教的な側面を「ストーリー」から

外しながら、世俗的な価値を強調する必要がある。または、宗教的な面を民
俗信仰と言い換えることによって、制度的な「宗教」と区別する戦略も近年
目立つようになった。ここに、日本独特の問題点が多くあり、世界的にも「宗
教の遺産化」に関する研究の参考になると思われる。

この本は以下の9章からなっている。
１．日本における遺産作りと宗教 （Mark Teeuwen & Aike P. Rots）

２．世界遺産の政治ー百舌鳥古市古墳群を例に （Tze M. Loo）

３．多国間遺産政治と日本 （Herdis Hølleland）

４．世界遺産と女人禁制ー熊野古道と沖ノ島の件 （Lindsey E. DeWitt）

５．斎場御嶽―世界遺産は、だれのもの？ （Aike P. Rots）

６．ユネスコ無形文化遺産になるということ 
 ー奥能登のアエノコト （菊池暁）

７．京都祇園祭の山鉾巡行―文化・宗教・信仰の間 （Mark Teeuwen）

８．地方寺院と生き残りの伝統 
 ー過疎化の中の文化財 （Paulina Kolata）

９．四国遍路をめぐる世界遺産戦略 （Ian Reader）

 
  　　　 マーク・テーウェン（オスロ大学教授）

連 載 神道ＤＮＡ

『世界中の人々が羨むほどの輝きを取り戻すために』
金光教春日丘教会長／㈱レルネット代表　三宅善信
平成の御代は、「天安門事件」と「ベルリンの

壁崩壊」という社会主義体制下で長年抑圧され
てきた民衆の自由を求めるうねりによって幕開
け、東欧各国にドミノ倒しのように拡がったそ
の流れは、一挙にソビエト連邦の解体という第
二次世界大戦後の世界を規定してきた米ソ両超
大国による冷戦構造を終わらせた。冷戦期間中
は「金の卵を産む鶏」である日本を自分たちの側
に留め置くために「甘い顔」をしていたアメリカ
は、「宿敵」ソ連が居なくなったので、日本への
苛
か

斂
れん

誅
ちゆう

求
きゆう

を容赦なく始めた。これが「バブル経
済の崩壊」の原因であり、アメリカが強いたグ
ローバル新自由主義経済体制に組み込まれた日
本は、その後「失われた30年」という日陰の道を
歩まされることになった。

一方、一瞬生じた世界秩序の空白を突いて頭
角を現してきたのが、各地のイスラム原理主義
勢力である。このことは、21世紀というもう
ひとつの「新しい時代」の劈

へき

頭
とう

に起きた「9.11同
時多発テロ」に象徴される。メンツを潰されて
激怒したアメリカが中東地域で「非対称戦争」と
いう極めて効率の悪いモグラ叩きをしている間
に台頭してきたのが中国である。非効率な社会
主義経済国家であったかつてのソ連は、軍事力

以外に取り立てて見るべきものはなかったが、
市場経済を取り入れた全体主義国家の中国の脅
威はソ連の比ではない。

そのような世界情勢の中で、日本は令和の御
代を迎えたのである。「人のいのちが軽い」全体
主義国家である中国は、「人のいのちが重い」
民主主義国家の弱点を突く形で、新型コロナウ
イルス感染症を全世界に拡散させ、「唯一の超
大国」となったはずの米国がまんまとその罠に
ひっかかり、すでに30万人を超す合衆国市民が
犠牲となった。現在でも一日25万人ずつ新規
感染者が増えているので、下手をすれば第二次
世界大戦時におけるアメリカの将兵の犠牲者数
42万人を超し、100年前の「スペイン風邪」の
パンデミック時や160年前の「南北戦争」による
犠牲者数50万人を超す、合衆国史上最悪の事態
になるかもしれない。

欧米先進諸国はいうに及ばず、中東アラブ諸
国からアジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国に
至るまで、COVID-19のパンデミックによって
呻
しん

吟
ぎん

する中で、全体主義国家中国のみがその覇
権を拡張してゆくのを欧米諸国が指をくわえて
見ているだけはないことは明らかである。80

年前の日本がそうされたように、アメリカはこ
れを全力で叩きにくるであろう。米国の政権が
トランプからバイデンに代わっても、「自分の
地位を脅かす2位の国を叩く」というアメリカ政
治の基本は変わっていないからである。そのた
めには、かつてソ連と対抗するため、日本を自分
の手元に惹き付けておく必要上、日本に高度経
済成長という甘い汁を吸わせたように、中国の
野望を叩き潰すまでは、トランプ政権がそうで
あったようにバイデン政権においても、アメリ
カの対日政策は比較的甘いものとなるであろう。

日本はこの好機を利用して、「失われた30
年」で失ったあらゆるものを取り戻さなければ
ならない。幸い、日本における新型コロナウイ
ルスの被害は、欧米諸国と比べると遙かに軽症
である。そのためには、国政においては、第二次
大戦後、経済成長を優先するために「目を瞑

つぶ

っ
て」きた自主憲法の制定をはじめとする「普通
の国家」としてのあらゆる制度を早急に建て直
し、国民各位においては、あらためて正直・清潔・
質素・勤勉という日本の伝統的価値観を大切に
し、世界中の人々が羨む文化国家としての輝き
を取り戻すために、日本国民が一致団結して取
り組むべき時である。

書籍〔Sacred Heritage in Japan （日本の聖なる文化遺産）〕
Aike P. Rots & Mark Teeuwen 編、Routledge, 2020
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日
本
の
大
学
で
学
ば
れ
、さ
ら
に
神
職
の

資
格
を
取
得
さ
れ
た
後
、ロ
ン
ド
ン
大
学

の
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ（
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
）

へ
留
学
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、そ
の
目
的

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？自

分
が
培
っ
て
き
た
神
道
観
を
日
本

と
い
う
土
地
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
文

脈
で
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
神
道
は
思
想
的
な
バ
ッ

ク
グ
ラ
ン
ド
が
弱
く
、
日
本
と
い
う
土
地

で
、
日
本
人
の
感
性
に
よ
っ
て
無
意
識
的

に
共
有
さ
れ
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
歴

史
的
経
緯
が
あ
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
普

遍
的
な
視
点
か
ら
語
ら
れ
な
い
と
強
く

感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
英
国
に
留

学
し
、
自
分
の
神
道
観
を
一
度
ま
っ
さ
ら

に
し
て
学
び
直
す
た
め
に
、
ロ
ン
ド
ン
の

大
学
院
で
神
道
を
研
究
す
る
こ
と
に
決

め
ま
し
た
。

Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
留
学
で
得
た
こ
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
？

神
道
の
普
遍
的
な
文
脈
に
お
け
る
言

語
化
が
必
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
神
道

に
つ
い
て
積
極
的
に
発
信
す
る
こ
と

で
、
文
化
的
背
景
の
違
い
に
よ
る
課
題
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の

文
化
的
背
景
に
よ
る
「
罪
」「
祓
え
」
と

い
っ
た
言
葉
を
欧
州
に
お
け
る
考
え
方

に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
、
結
果
と

し
て
、
客
観
性
を
欠
い
た
視
点
に
よ
る
説

明
に
繋
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
で
、

安
易
に「sin

（
英
語
：
罪
・
罪
を
犯
す
）」と
い
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
用
語
を
用
い
て

説
明
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

的
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
適
切
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
文
化
的
背
景
の
違
い

を
理
解
し
た
上
で
、
普
遍
的
な
言
葉
に
置

き
換
え
て
言
語
化
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
学
び
ま
し
た
。

〝Shinto	M
om
ents

〟と
い
う
本
を

刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、神
道
に
つ
い
て
英

語
で
発
信
す
る
意
義
は
、ど
の
よ
う
な
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
？　
ま
た
、そ
の
反

響
は
い
か
が
で
し
た
か
？

日
本
や
日
本
人
と
い
う
固
定
観
念
に

縛
ら
れ
ず
、
神
道
を
普
遍
的
な
文
脈
で
再

構
築
す
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
、

〝Shinto M
om

ents

〟
を
出
版
い
た
し
ま

し
た
。

神
社
に
は
、
人
為
的
所
産
と
し
て
構

築
さ
れ
た
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
聖イ

コ
ン画
や

偶
像
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
何
か
目

に
見
え
る
対
象
物
に
対
し
て
祈
り
を
捧

げ
る
と
い
う
慣
習
は
昔
か
ら
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
「
宗
教
」
と
は
大
き
な
違
い
で
し
ょ

う
。
で
は
、
な
ぜ
祈
り
の
対
象
で
あ
る
偶

像
が
必
要
な
い
の
か
と
い
う
と
、
心
の
目

を
養
う
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
生
ま
れ
の
日

本
研
究
家
で
あ
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー

ン（
小
泉
八
雲
）は
、
神
道
を
書
物
か
ら
で
は

な
く
、
日
本
人
の
生
活
空
間
か
ら
感
じ
と

る
こ
と
が
で
き
る
感
性
を
表
現
す
る
こ

と
で
、
日
本
人
的
な
宗
教
観
の
魅
力
に
迫

り
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
は
、
神
道
の
カ
ミ
を

次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。「
こ
の

大
気
そ
の
も
の
の
中
に
何
か
が
在
る
…

う
っ
す
ら
と
霞
む
山
並
み
や
怪
し
く
青

い
湖
面
に
降
り
そ
そ
ぐ
明
る
く
澄
ん
だ

光
の
中
に
、
何
か
神
々
し
い
も
の
感
じ
ら

れ
る
…
こ
れ
が
神
道
の
感
覚
と
い
う
も

の
だ
ろ
う
か
」と
。

ハ
ー
ン
は
、
自
然
現
象
か
ら
感
じ
と
ら

れ
る「
何
か
が
在
る
」感
覚
こ
そ
が「
神
道

の
感
覚
」
と
い
い
ま
す
。
西
洋
人
の
ハ
ー

ン
も
頭
で
理
性
的
に
理
解
す
る
の
で
は

な
く
、
感
性
を
持
っ
て
感
じ
と
ら
れ
る
神

道
を
掴
み
取
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
土
地
や
民
族
に
縛
ら
れ
な
い
神
道
を

英
語
で
伝
え
る
こ
と
こ
そ
、今
回〝Shinto 

M
om

ents

〟を
出
版
し
た
大
き
な
意
義
で

す
。〝Shinto M

om
ents

〟
の
出
版
に
対
す

る
興
味
深
い
事
実
と
し
て
、
も
と
も
と

「
神
道
」
に
関
心
が
あ
る
方
だ
け
で
は
な

く
、「
自
然
と
の
共
生
」
を
生
活
で
大
切

に
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
も
大
き
な
反
響

が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
西
欧
で
は
、
人
間

的
倫
理
規
範
を
大
事
に
す
る
「
伝
統
宗

教
」
を
離
れ
、
人
間
だ
け
で
な
く
自
然
、

動
物
、
植
物
の
い
の
ち
を
愛
で
る
こ
と
を

大
事
に
す
る
層
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
方
々
に
「
神
道
」
と
は
と
い

う
説
明
で
は
な
く
、
日
常
生
活
を
切
り

取
っ
た
普
遍
的
な
感
性
を
伝
え
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
共
感
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
し
て
お
り
ま
す
。

「
神
主
さ
ん
に
学
ぶ
」と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン

講
座
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、対
象
や
目
的

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
か
ら
、
家
で

実
施
で
き
る
習
慣
や

実
践
に
つ
い
て
、多
く

の
方
か
ら
お
問
い
合

わ
せ
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
神
社
に
参
拝

が
叶
わ
な
い
状
況
に

お
い
て
、家
で
過
ご
す

時
間
に
少
し
で
も
心

豊
か
な
生
活
を
送
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い

う
想
い
の
も
と
オ
ン

ラ
イ
ン
講
座
を
実
施

し
ま
し
た
。
あ
り
が

た
い
こ
と
に
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中

の
人
々
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
難

し
い
行
で
は
な
く
、
日
常
で
当
た
り
前
に

行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
ゆ
っ
く
り
、
て

い
ね
い
に
」
自
分
自
身
の
心
と
対
話
し
な

が
ら
行
う
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
日
常

生
活
に
お
い
て
で
き
る
「
神
道
習
慣
」
を

日
々
磨
い
て
い
く
こ
と
も
今
後
は
必
要

だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

今
後
の
ご
活
動
の
展
望
や
、今
、社
会
に

伝
え
た
い
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
足
し
算
」
で
は
な
く
、「
引
き
算
」
す

る
こ
と
で
、
神
道
に
す
で
に
あ
る
魅
力
を

洗
練
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
神
道
に
は
、
人
間
を
「
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
」
な
状
態
に
導
く
要
素
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
「
足
し
算
」
す
る
こ
と
で
複
雑
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
神
道
や
神
社
を
「
引
き

算
」
す
る
こ
と
で
、
も
っ
と
大
事
な
要
素

を
見
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、〝Shinto M

om
ents

〟
で
示
し
た

内
容
を
、
シ
ン
プ
ル
に
感
じ
ら
れ
る
要
素

「
音
」や「
動
き
」に
落
と
し
込
ん
で
、
人
の

感
性
を
豊
か
に
す
る
手
助
け
が
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

神
道
を
普
遍
的
な
文
脈
で
再
構
築
す
る

加
藤	

大
志

服
部
天
神
宮	

権
禰
宜

話
題
の
こ
の
人

「Shinto Moments」書影

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
封
じ
込
め
る
挑

戦
が
続
く
中
、各
種
イ
ベ
ン
ト
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時

代
の
要
請
に
応
え
て
、本
会
で
も
昨
年
よ

り
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
急
速
に
進
め
て
き

た
。９

月
13
日
に
京
都
市
で
開
催
し
た
第

24
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
は
、厳
し
い
入

場
制
限
や
海
外
か
ら
の
渡
航
制
限
に
よ

り
会
場
に
来
場
で
き
な
い
聴
講
者
や
研

究
者
の
た
め
に
、オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
を
行

い
、日
本
や
海
外
の
各
地
か
ら
セ
ミ
ナ
ー

に
参
加
し
て
も
ら
っ
た
。
さ
ら
に
、
当

日
の
録
画
映
像
はY

ouT
ube

に
て
公
開

し
、い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
視
聴
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、各

方
面
か
ら
反
響
を
い
た
だ
い
て
お
り
、国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ジ
ョ
ン
・

ブ
リ
ー
ン
教
授
は「
非
常
に
良
い
、
時
宜

を
得
た
セ
ミ
ナ
ー
だ
」と
評
さ
れ
た
。

ま
た
、通
常
は
参
加
理
事
が
机
を
囲
ん

で
開
催
し
て
い
る
理
事
会
も
、今
年
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
り
、国
内
各
地

の
理
事
は
も
と
よ
り
、欧
州
在
住
の
理
事

も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

に
よ
り
、感
染
症
対
策
と
し
て
長
距
離
移

動
や
密
状
態
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
だ
け
で
は
な
く
、公
務
な
ど
多
く
の

仕
事
を
抱
え
な
が
ら
研
究
活
動
を
続
け

る
研
究
者
や
理
事
の
参
加
の
し
や
す
さ

に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
。

本
会
は
、今
年
も
イ
ベ
ン
ト
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
を
進
め
て
い
く
計
画
で
あ
る
。

時
代
に
求
め
ら
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化

第
25
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

令
和
３
年
３
月
９
日
（
火
）、
東
京

都
千
代
田
区
の
関
西
大
学
東
京
セ
ン

タ
ー
（
東
京
駅
隣
接
）に
お
い
て
、
第
25

回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
す
。
テ
ー
マ
は
、
昨
秋
の
京
都
で

の
第
24
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
に
続

き
、『
神
々
と
伝
染
病
Ⅱ
』で
す
。
昨

年
９
月
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
長
い
歴

史
の
中
で
私
た
ち
日
本
人
が
い
か
に

伝
染
病
と
向
き
合
っ
て
き
た
か
を
学

び
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
終
わ
ら
ぬ
コ

ロ
ナ
と
の
闘
い
に
、
先
人
の
智
恵
を

ど
う
活
か
し
て
い
け
る
の
か
、
内
外

の
研
究
者
等
と
と
も
に
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
同
封
の
ご
案
内

を
ご
参
照
の
上
、
ぜ
ひ
ご
聴
講
く
だ

さ
い
。
会
場
で
の
聴
講
お
よ
び
オ
ン

ラ
イ
ン
中
継
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

YouTubeで公開中の国際神道セミナー

11月12日に開催されたオンライン理事会
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私、ファビオ・ランベッリは、
学生時代から雅楽に興味を持って
います。その不思議でなんとも言
えないメロディーや音の融合は、
別の世界の音楽のようなもので、
とても魅力的です。

しかし、私の雅楽への興味は、いわゆる古典の雅楽（管弦、舞楽、歌物）だけで
はなく、笙のための現代音楽レパートリーに及びます。例えば、ジョン・ケー
ジ、一柳慧、細川俊夫、アラン・ホヴハネスという作曲家の笙の新しい作品を
勉強してきました。私自身、簡単な作品も作曲中です。私はもともと、様々
な音楽環境（ジャズ、ロック、プログレ、フリージャズなど）で、サックスやフルートな
どをやってきました。これらの音楽要素はすべて、このCDの笙の演奏に影
響を与えたと思います。

ロリー・リンジー氏はカリフォルニア大学サンタバーバラ校（UCSB）宗教
学研究科の客員研究員で、ハーバード大学のチベット仏教研究の博士号を
有する優れた若手研究者です。同時に、素晴らしい音楽家でもあります。
若いときからギター及びインドや中近東の様々な弦楽器に造詣が深く、私
が指導するUCSBの雅楽プロジェクトに参加し、楽琵琶を発見し一目惚れ
しました。ロリーの琵琶へのアプローチはユニークで、雅楽の伝統的な奏
法やスタイルのほか、琵琶の「親戚」と言える楽器であるウードやタンブー
ルの奏法を取り入れて、独特な音を作り出そうとします。

ロリーと一緒に２人で練習して、即興をたっぷり使って自分たちのサウ
ンドや作品を作り始めました。コロナウイルスの流行のせいでロックダウ
ン状態ですが、Facetime（ビデオ通話アプリ）を利用して互いの演奏を聴きな
がら、自分の楽器の演奏をそれぞれ録音して、ロリーがプロデユースしまし
た。

このCDでは、今の状況に合った癒しをもたらしながら、昔からの楽器を
活かして新しい可能性を引き出すようなサウンドを目指しています。ネ
オ・アルケーというタイトルは、古代ギリシャ語で「新しい原理、新しい始
まり」という意味で、過去を意識ながら未来へ向かうべき、という気持ちを
表しています。その中で、雅楽のチューニング、調子の音などを取り入れな
がらも、アンビエント、ミニマル、現代音楽の影響を受けて、即興をしていま
す。ちょっとした実験もしてみました。それは、特に太

たい

食
しき

調
ちよう

（雅楽の六調子の
ひとつ）の変奏で、その調子の中近東での起源とその秘した可能性を探って
みました。

今は、新しいCDを制作中です。
いずれ、日本で演奏するのが夢で
す。多くの方々に私たちの音楽を
楽しんでいただけると、大変嬉し
いです。

神社巡り⑮
三宅善信
神道国際学会理事長

古事記によると、この国はイザナギとイザナ
ミの両神が天浮橋から天

あめ

沼
のぬ

矛
ぼこ

で渾沌とした海
上をかき混ぜたところ、矛から滴り落ちたも
のが積もって淤

お

能
の

碁
ご

呂
ろ

島
じま

となり、その島に降り
立って、天之御柱と八尋殿を建てて結婚し、男
女の交わりによって淡路島・四国・隠岐島・筑紫
島（九州）・壱岐島・対馬・佐渡島・大倭豊秋津島

（本州）の大
おお

八
や

洲
しま

とその周辺の島々を生んだこと
になっている。このことから判ることは、はる
か大昔からこの国の人々は、この国の人々の暮
らす日本列島の全容を知っていたということ
である。

まず、伊弉諾神宮が鎮座する「多賀」という地
名に注目したい。古事記の真福寺本にイザナ
ギの幽

かくり

宮
のみや

（＝終焉の地）として「故其伊耶那岐大神
者坐淡海

4 4

之多賀也」とあることから、「淡
あわ

海
うみ

」を
「近

お う み

江」と解釈して、近江国（滋賀県）の多賀大社
であるという説もあるが、多賀大社の鎮座する
滋賀県犬上郡多賀町は、新羅より渡来した犬上
氏の勢力下にあったので、私はその説を採らな
い。『古事記』では「近江」は「近

ちか

淡
つお

海
うみ

」と表記す
るのが常で、同じ『古事記』でも真福寺本以外の
写本にある「故其伊耶那岐大神者坐淡路之多賀
也」を採って、淡路島の多賀、すなわち伊弉諾神
宮説を採りたい。何よりも、島々を生んだ神が

最初に創った淡路島に鎮座するほうが自然で
ある。

数年前、筆者が正式参拝させていただいた
折、本名孝至宮司から伊弉諾神宮についての説
明を受け、天之御柱を祀った本殿で玉串奉奠を
させていただいたが、洒掃のゆきとどいた境内
で見つけた『伊弉諾神宮と中心とした太陽の
運行図』と題する、いわゆる「レイライン（太陽の
道）」説を表示した石碑が気になった。以前か
ら、飛鳥の藤原京を中心に、東西線上に伊勢の
神宮と淡路の伊弉諾神宮が鎮座していること
は知っていたが、その線を遙か西方へ延長して
いくと、朝鮮半島を肉眼で見ることができる対
馬の海

かい

神
じん

神社が鎮座していることに驚いた。
神功皇后の三韓征伐に関係するこの神社の本
殿は遙か西方の大陸方面を睨んでいることと
関連がありそうだ。

さらには、夏至の日の出線上には信濃国の諏

訪大社が、日の入り線上には出雲国の出雲大
社が鎮座しており、一方、冬至の日の出線上に
は熊野那智大社が、日の入り線上には高千穂
神社が鎮座しているそうである。近頃流行の

「パワースポット」というやつだ。この説の真
偽には興味がないが、文化人類学的に言えば、
南方の海洋文化と極めて親和性が高い日本人
の古代文化において、航海のための天体観測技
術は必須の条件であり、そのことと神々を祀る
信仰心とは不可分な関係を有する。後に「稲作
文明」によって上書きされてしまい、その「本来
の姿」が失われてしまった神社が多い中で、こ
の伊弉諾神宮が果たすべき役割は大きい。幸
い本名宮司は産経新聞に『神々からの伝言』と
題して８年半、通算400回を越える連載を行な
い、英文による海外発信にも熱心なので、今後
の展開を大いに期待したい。

伊
い
弉
ざ
諾
なぎ
神
じん
宮
ぐう

兵庫県淡路市多賀740

CD〔Neo Archē〕
ファビオ・ランベッリ　笙　／　ロリー・リンジー　楽琵琶
Bandcamp、2020年９月発売、＄７〈約700円〉
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あらゆる分野で理系と文系の融合の必要性が説かれて久しいが、今、世界を覆
う新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、このことの重要性はさ
らに増しており、その意味でも、まことに時宜を得た出版である。筆者である神
道国際学会副会長の奥野卓司教授は、皇嗣となられた秋篠宮殿下が総裁を務め
られる山階鳥類研究所の所長として、理系の学問と文系の学問の橋渡しの役割
を担われている。

神道に関心を持つ人々に「鶏と日本人との関係はいつ頃からあったか？」と訊
けば、即座に「天岩戸開き」のエピソードを挙げて、「神代の昔からあった」と答
えるであろう。しかし、そのことが明確にするのは、「少なくとも古事記が編纂
された８世紀初頭には日本に鶏が居て、夜明けを告げる鳥であるということが
人々の間で既に常識になっていた」ということだけであって、「東南アジアで作
られた家禽である鶏が神代の昔から日本列島に居た」かどうかということとは
別の話である。

このような視点から、誰もが日本芸術の最高到達点の表象として疑わない
「花鳥風月」という言葉の指し示す「美しさ」や「心地よさ」に対して、筆者は疑問
を投げかける。現代の都市文明においては、カラスやムクドリなどの鳥は、むし
ろ「不気味な生きもの」というネガティブなイメージのほうが強い。なにしろ、
鳥という生物は恐竜の子孫なのだから…。

続いて筆者の関心は、鶴亭（海眼浄光）や伊藤若冲らによって確立された「花鳥
画」の世界と、ほぼ同時代に英国で「博物画」というジャンルで活躍したジョン・
グルードを比較して、写真が発明されるより以前の「写実画」について、また、浮
世絵とリトグラフに共通する版画という手法とともに述べている。

さらに、一般的には「鎖国により、国際
性を有していなかった」と考えられがち
な江戸時代の日本が、実は、様々な分野に
おいて「国際的に開かれて」おり、大名か
ら庶民に至るまで「ペットとしての鳥飼
い」がブームとなり、クジャクなど外国か
ら取り寄せた珍しい鳥が見世物興行され
ていたことを紹介している。

次ぎに、文化人類学的な視点から、かつて瀬戸内海で広く行われていたアビ漁
とヱビス信仰との関係、5,000年前に中央アジアで起こり東西へと拡散していっ
た鷹狩りと武人の関係、また、古代エジプトや中国でも盛んに行われていた鵜飼
と日本の鵜飼の関係についても紹介している。

そして、いよいよサイエンスの話になる。鳥類は哺乳類の２倍以上の種があ
るにもかかわらず、「オーニソロジー（鳥類学）」を専攻する学者の数はとても少
ない。しかも、個体数が圧倒的に大きいニワトリやアヒルなどの家禽類は、鳥類
学の対象ですらないという不思議と、人類の生存を脅かす鳥インフルエンザを
はじめとする感染症についても触れられている。

最後に、AI（人工知能）が、これまで動物固有の機能であったフィードバック
を獲得したことによって、自らの行動の結果を再入力して軌道修正を行いなが
ら最適解を求められるようになった現在のテクノロジーが行き着く世界を手塚
治虫の『火の鳥』に喩えて論を終えているのが印象的であった。

鳥と人間の文化誌
奥野卓司 ［著］
筑摩書房、2019年４月25日刊、240ページ、ISBN 978-4-480-82380-9、本体2,200円＋税

評／三宅 善信 （神道国際学会 理事長）

歴 史

シリーズ

絵葉書
❿

御嶽神社
マイケル・パイ（マールブルク大学名誉教授）

御嶽神社は、木曽御嶽山（3067ｍ）の山頂に鎮
座する小さな神社です。神社の前に立ち反対
側を向けば、東から昇るご来光を拝むことがで
きます。著者である私は、幸運なことに1994
年、妻と英国からの学生２人と共に、御嶽山に
登ることができました。好天に恵まれ、私たち
は素晴らしい景色を楽しんだのです。登山道
上、火山の開口部からガスが噴き出すところを
通り過ぎました。私はしばしばこの時のこと
を思い出し、そして、その20年後の2014年に
噴火でいのちを失った犠牲者たちのことを思
い、悲しい気持ちになります。私たちが一夜を
過ごした小さな山小屋は、この噴火によって滅
茶苦茶に破壊されてしまいました。しかし、多
くの関係者が、緊急時用シェルターの設置や山
小屋の補強・再建など、安全対策と復興への努
力を続けてきました。2020年秋の時点で、頂
上付近は未だ立ち入り禁止ではあるものの、
ロープウェイも運行し、多くの人々が美しい御
嶽山を再び楽しんでいます。
「御嶽山は信仰的登山の霊峰として、富士、

立山等とともに古来、参詣者の多い山である。
王瀧落合には御嶽神社里宮が鎮座まし、王瀧口
の頂上にはご本社が鎮座まします。拝すは縣
社王瀧ご本社。〔木曽御嶽山頂上〕」と記されて

います。頂上にあ
る王

おう

滝
たき

口
ぐち

御
おん

嶽
たけ

神
じん

社
じや

は、信者が登頂の
後に拝む最も重要
な場所です。右上
には「御本社を拝
す」という、重要な
語句が記されてい
ます。

この絵葉書が、
神仏分離政策以降
の神社のものであ
るにも関わらず、
この中に不動明王
のシンボルを見つ
けることができる
というのは、興味
深いことです。写真の右手前には不動明王が
持つ剣の像が立っているのが見えます。不動
明王は煩悩を切り捨てるために、この三

さん

鈷
こ

剣
けん

を
使うのです。同じシンボルが左隅の丸い「登山
記念」スタンプに見られます。このことから、
御嶽神社には修験道の信者がしばしば訪れて
いたことがわかります。通常、修験道では山の
頂上で特別な儀式を執り行うのです。それだ

けではなく、単に神社に参拝しご来光を拝む多
くの人々も、この危険な山を訪れています。彼
らは下山の「パワー」を頂くのです。

※ ご親切にも、この絵葉書について情報を提供して
くださった木曽おんたけ観光局に謝意を捧げます。
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編
集
後
記

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
は
昨
年
１
年
間
、コ
ロ
ナ
の
流

行
と
向
き
あ
う
中
で
、自
身
の
生
活
や

信
念
に
つ
い
て
、幾
た
び
も
考
え
直
す

時
間
を
持
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

本
誌
２
・
３
面
の
報
告
記
事
の
通

り
、
本
会
も
、
日
本
人
と
疫
病
に
つ
い

て
考
え
る
機
会
を
提
供
い
た
し
ま
し

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
い
つ
で

も
視
聴
で
き
る
よ
う
、ご
用
意
し
て
お

り
ま
す
。
ご
自
宅
で
過
ご
さ
れ
る
時

間
も
、ま
だ
ま
だ
長
い
こ
と
と
思
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
時
間
に
本
セ
ミ

ナ
ー
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
存
じ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
を
越
え
て
、本
年
が
よ
り

良
き
年
に
な
る
よ
う
、ご
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

マ
イ
ケ
ル・パ
イ
会
長

　

現
状
で
は
日
本
へ
渡
航
し
研
究
活
動
を
す
る
こ
と
が

叶
わ
な
い
た
め
、欧
州
で
の
活
動
に
力
を
注
い
で
い
る
。

　〝D
ie Religionen Japans

〟
の
編
集
。（
２
０
２
１

年
前
半
期
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
刊
行
予
定
）

　EA
SR2021

へ
の
パ
ネ
ル
出
展
準
備
。（European 

A
ssociation for the Study of Religions

の
年

次
大
会
。
２
０
２
１
年
９
月
に
イ
タ
リ
ア
の
ピ
サ
市
で

開
催
予
定
）　テ
ー
マ
は〝Shinto O

nline

〟で
あ
り
、
こ

れ
は
２
０
２
１
年
秋
に
日
本
で
本
会
が
開
催
す
る
予
定

の
第
26
回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
『
オ
ン
ラ
イ
ン
時
代
の

神
道
』の
英
語
版
と
な
る
。

三
宅
善
信
理
事
長

８
月
27
日　
関
西
国
連
協
会
の
理
事
長
に
選
出
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
社
会
に
つ
い
て
講
演
を

行
う
。

９
月
11
日　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
Ｕ
Ｐ
Ｆ
国
際

指
導
者
会
議
に
お
い
て
、
日
本
を
代
表
し
て『
国
連
創

設
75
周
年
：
宗
教
者
の
役
割
』
と
題
し
て
英
語
で
ス

ピ
ー
チ
を
行
う
。

10
月
11
日　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
50

周
年
記
念
シ
ン
ポ
『
核
兵
器
の
な
い
世
界
に
向
け
て
の

宗
教
者
の
発
信
』で
基
調
講
演
を
行
う
。

10
月
16
日　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
20
諸
宗
教

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
『
雨
林
と
人
間
生
活
の
関
係
に
に
お
け

る
神
道
的
視
座
』と
題
し
て
英
語
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
。

芳
村
正
徳
常
任
理
事

11
月
10
日　
日
本
宗
教
連
盟
理
事
と
し
て
自
民
党
の

「
予
算
税
制
等
に
関
す
る
政
策
懇
談
会
」に
出
席

12
月
7
日　
日
本
宗
教
連
盟
理
事
と
し
て
文
化
庁
長

官
と
懇
談

フ
ァ
ビ
オ・ラ
ン
ベ
ッ
リ
理
事

書
籍　

D
efining Shugendō: Critical Studies 

on Japanese M
ountain Religions. 

（
修
験
道
の

定
義
と
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る 
― 
日
本
山
岳
信

仰
の
批
評
へ
）フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベッ
リ
、ア
ン
ド
レ
ア
・
カ
ス

テ
ィ
リ
オ
ー
ニ
、
カ
リ
ナ
・
ロ
ー
ト
編
。Bloom

sbury, 
2020 

音
楽
Ｃ
Ｄ　

N
eo A

rchē （
フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベッ
リ
：

笙
、ロ
リ
ー・リ
ン
ジ
ー
：
楽
琵
琶
）Bandcam

p

理
事
の
業
績
・
研
究
報
告

教
皇
庁
の
新
年
ご
挨
拶

今
年
も
、教
皇
庁
諸
宗
教
対
話
評
議
会
か

ら
新
年
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
。

「
人
類
家
族
の
中
で
社
会
的
き
ず
な
を
深

め
る
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
」と
題
す

る
書
簡
の
中
で
、コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
人
類

社
会
の
協
調
の
大
切
さ
が
繰
り
返
し
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
英
語
・
日
本
語
の
全
文
は
、

本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
中
。
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新
年
の
ご
挨
拶

マ
イ
ケ
ル・パ
イ

（
神
道
国
際
学
会 

会
長
）

全
て
の
読
者
の
皆
様
へ
、
新
年
の
ご
挨
拶

を
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
が
、
心
身
と
も
に

最
高
の
ご
健
康
で
、
令
和
３
年
を
始
め
ら
れ

る
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て

の
懸
念
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
勇
気
を

失
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
ま
も
な
く
ワ

ク
チ
ン
が
広
く
供
給
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

に
希
望
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
気
を
付
け
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
身
体

的
な
弱
者
や
生
命
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る

人
々
を
ケ
ア
す
べ
き
で
す
。
同
時
に
、
経
済

的
に
脆
弱
な
国
々
も
、
ワ
ク
チ
ン
や
医
療
機

器
を
受
け
取
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ど
の

国
も
、我
々
の
世
界
の
一
員
な
の
で
す
か
ら
。

今
年
に
は
、私
た
ち
は
み
な
一
息
つ
く
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、私
は
日
本
が
何
と
か

し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
開
催
で
き
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
安
全

に
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
は
重
い
責
任
で
す

が
、日
本
の
能
力
の
高
さ
、優
れ
た
技
術
、そ
し

て
良
い
組
織
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
私
は

信
じ
て
い
ま
す
。
わ
く
わ
く
し
ま
す
ね
！

神
道
国
際
学
会
は
、
昨
年
も
非
常
に
ア
ク

テ
ィ
ブ
に
活
動
を
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
世
界
的
な
流
行
に
際
し
て
、私
た
ち
が

電
子
的
な
新
し
い
方
法
で
集
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、驚
く
べ
き
パ
ラ
ド
ク

ス（
逆
説
）で
す
。本
会
の
メ
ン
バ
ー
や
ス
タ
ッ

フ
の
勇
気
、
ス
キ
ル
と
粘
り
強
さ
の
お
か
げ

で
、興
味
深
い
イ
ベ
ン
ト
を
い
く
つ
も
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
良
い
例
が
、

昨
年
９
月
13
日
に
京
都
市
で
開
催
し
た
第
24

回
国
際
神
道
セ
ミ
ナ
ー
『
神
々
と
伝
染
病
』

で
す
。
今
も
、Y

ouT
ube

で
視
聴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
本
会
の
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー

ジ
のY

ouT
ube

ボ
タ
ン
か
、http://bit.ly/

ISSA
Channel 

か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。）

ま
た
、
昨
年
、
国
際
的
な
出
版
物

〝Exploring Shinto

〟が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は

大
き
な
喜
び
で
し
た
。
こ
の
本
は
、10
カ
国
か

ら
寄
稿
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
神
道
国
際
学

会
の
支
援
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
時
代
で
な
け
れ
ば
、こ
の
よ
う
な
国

際
協
力
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

今
、
私
た
ち
は
み
な「
日
常
」に
戻
り
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
そ
う
願
っ
て

い
ま
す
。
外
国
人
で
あ
る
私
は
、
現
状
で
は

入
国
の
許
可
が
出
ま
せ
ん
が
、
あ
と
数
回
は

日
本
を
訪
れ
た
い
の
で
す
。
し
か
し
、「
日

常
に
戻
る
」の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、そ

れ
は「
新
し
い
日
常
」に
な
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
で
、「
新
し
い
日
常
」を
よ
り
良

い
も
の
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

神
道
国
際
学
会
の
活
動
を
ご
支
援
く
だ
さ

る
全
て
の
方
々
に
、御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
新
し
い
状
況
下
に
お
い
て
も
、
我
々
は

活
動
計
画
を
進
め
て
お
り
、
本
年
も
最
善
を

尽
く
し
て
参
り
ま
す
。
ど
う
か
、
変
わ
ら
ず

引
き
続
き
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

文化庁長官との懇談


