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日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

、

国

際

日

本

文

化

研

究

セ

ン
タ

ー

の
創

設

に

あ

た

り

、

一
九

八

七

年

に

髑

設

さ

れ

た

事

業

の

一
つ
で
あ

り

ま

す

。

そ

の
主

な

目

的

は

海

外

の
日

本

研

究

者

と

日

本

の
研

究

者

と

の
交

流

を

促

進

す

る

こ
と

に

あ

り

ま

す

。

研

究

と

い

う

人

間

の
営

み

は

、

フ

ォ
ー

マ
ル

な
活

動

の

み

で
成

り

立

っ
て

い

る
わ

け

で
は

な

く

、

た

ま

た

ま

顔

を

出

し

た
会

や

、

お

茶

を

飲

み
な

が

ら

の
議

論

や

情

報

交

換

な

ど

が

貴

重

な

契

機

に

な

る

こ
と

が

し

ば

し
ば

あ

り

ま

す

。

こ

の

フ

ォ
ー

ラ

ム

は

そ

の
よ

う

な

契

機

を

生

み
出

す

こ
と

を

願

い

、

様

々

な

研

究

者

が

自

由

な

テ

ー

マ
で

話

が

出

来

る

よ

う

に

、
文

字

ど

お

り

イ

ン

フ

ォ

ー

マ
ル

な

「
広

場

」

を
提

供

し

よ

う

と

す

る

も

の

で
す

。

こ

の

フ

ォ

ー

ラ

ム

の
報

告

書

の
公

刊

を

機

と

し

て

、

皆

様

の

日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

へ

の
ご

理

解

が

深

ま

り

ま

す

こ

と

を

祈

念

い

た

し

て
お

り

ま

す

。

国

際

日
本

文

化

研

究

セ

ン
タ

ー

所

長

梅

原

猛
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国

家

神
道

の
前

段

階

・

一

歴
史

に
関

す

る

テ
ー

マ
で
す

か

ら
最

初

の

と

こ
ろ

か
ち

始

め

た

い
と
思

い
ま

す

。

と
言

い
ま

す

の
は
国
家

神
道

は
僕

の
感

覚

で
は

一
八

八

四
年

～

一
八

九

〇
年

当

た

り
か

ら

存
在

し

て
、
そ

の
前

に
二

つ
の
前

段
階

が

あ

っ
た

と
考

え

ま

す

。

一
八

六

八
年

つ
ま

り
明

治

元

年

か

ら

、

い
き

な

ひ
国

家
神

道

に
な

っ
た

わ
け

で
は
あ

り
ま

せ

ん
。
最

初

の
前

段

階

と
言

い
ま

す

の
は

、
明

治

元

年

か

ら
明

治

四

～

五

年
ま

で

で
、
神

道
を

そ

の
ま
ま

に
国
教

に
し

た
時

期

で
す

。
神

道

の
思

想

を

国

家
が

受

け

て
、
神

道

の
要

求

す

る
立

場

を
神

道

に
与

え

た

時

代

で
す

。

完
全

な

る
国

教

で

し

た
。

神

道

を
国

教

に
す

る

た
め

に
、
ま

ず
元

の
神

道
を

復

活

さ

せ
る

必

要
が

あ

り
、
仏

教

的

要

素

を

排

除

す

る
必

要

が
あ

り
ま

し

て

、
神
仏

分

離

を
行

い
ま

し

た

。

そ

の
神

仏

分
離

は
実

際

の
問

題

と

し

て
、

廃

仏
策

に
発

達

し

た
と

こ
ろ
が

多

い
の

で
す

が

、
そ

れ

は
ど

う

や

ら
政

府

の
意

思

に
よ

る
も

の
よ

り

は

、
地

方

の
行

き
過

ぎ

、
政
府

の
意

思

の
誤
解

と

か
色

々
な
要

素

が

あ

っ
て
、

政

府

は
意

識

的

に
仏

教

を

圧
迫

し

よ

う
と

い
う
気

配

は

あ
ま

り
な

か

っ
た
よ

う

で
す

。
勿

論
政

府

の
中

に
あ

る
神

祗

官

は
別

で
す

が

。

た
だ

政
府

の
政

治
的

部
門

に
は

そ
う

い
う

つ
も

り
は

な

か

っ
た
と

私

は

思

い
ま

す

。

し
か

し
仏

教

を

守

ろ
う

と

す

る
気
持

ち

も
な

か

っ
た

、
仏

教

は

ど

う

で
も

よ

い
、

と
も

か

く

邪
魔

物

で
す
か

ら

切

り
捨

て
よ

う
と

い
う
感

覚

で
や

っ
た

よ

う

に
思
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い
ま

す

。

最

初

に
神

仏

分

離
が

行

わ

れ

て
、
ま

た

そ

れ
と

平
行

し

て
神

道

を

国

教

と

す

る
具

体

的

な
現

れ

と
し

て
は

、
明

治
元

年

か
ら

の
神

道

に
関

す

る
最
高

官

庁

の
経

歴
な

ん

で
す
が

、
最

初

に
神

祗

事

務

課

が

設
立

さ

れ

ま

し

て
、
政

府

に
は

七

つ
の
課

ー

ー
今

の
省

に
相

当

す

る
も

の

1

1
が

あ

っ
て
、

そ

の
第

一
位

を
占

め

た

の
が
神

祗

事
務

課

で
す

。
そ

れ

は
間

も

な

く
局

と

改

名

さ

れ

て
神
祗

事

務

局

に
な

っ
て
、
総

裁

局

の
後

の
第

二
位

に
位
置

付

け

ら

れ

ま
し

た

。
明

治

二
年

の

神

祗
官

制

度

で
は

、
神

祗

官

は
太

政
官

と

並

ん

で
最

高

の
権

威

を

占

め

た

の

で
す

。

そ

の
繁

栄

の
時
期

は
約

二
年

半

く

ら

い
続

い

て
、
格

下

げ

に
な

っ
て
神

祗

省

を

経

て
、
教

部
省

に

な

っ
た

の

で
す
が

、

そ

の
繁

栄

の
時
期

が

示

し

て
い

る

の
は
、

神

道

の
思

想

が
国

家

に
精
神

的

基

盤

を

与

え

る

、
祭

政

一
致

の
精

神
を

実

現

す

る

、

と

い
う
思

想

の
現

れ

だ

っ
た
と

思

い
ま
す

。

官

庁

だ

け

で
は

煎

く

、

神

社

は

明
治

四

年

に
は

世

襲

制

の
社

家

を

廃

止

し

て
、

神

社

に
は

「
国

家

の
宗

祀

」

と

い

う
性

格

を
与

え

ま
し

た

。
国
家

の
宗

祀
と

は
国

家

の
祭

式

・
国

家

の
儀

式

を

行

う
場

所

と

い
う

意
味

で
す

が

、
国
家

の
宗

祀

と

い
う

性
格

を
与

え

て
、

そ

の
性

格

は

一

九

四
五

年

ま

で
続

き

ま

し

た
。

再
び

排

除

さ

れ

る

こ
と

は
あ

り
ま

せ

ん

で
し

た

。

も

っ
と

前

か

ら
な

ん

で
す
が

、

神
主

も
官

僚
化

さ

れ

ま
し

た

。

官
僚

化

は
格

上

げ

を

意
味

す

る

だ

け
で

は

な
く

、
そ

の
代

償

も

高
か

っ
た

と
思

い
ま

す

。

つ
ま

り
官

僚

と

な
れ

ば

元

々
神
主
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で
な

い
人

も
神

主

に
な

り
う

る

し

、
ま

た
転

勤

に
も
な

り
ま
す

。
神

道

の
場

合

に
そ

の
地

方

別

の
習

慣

・
慣

習

・
や

り
方

、
柏
手

を

三
回

か

二
回

か

、
あ

る

い
は

八

回
打

つ
か

、
な
ど

場

所

に

よ

っ
て
違

う

の

で
す

が

、

そ
う

い
う
地
方

性

の
高

い
宗

教

の
場

合

は
、
神

主

さ

ん

が
転

勤

と

な

る
と

宗
教

色

が

薄

れ

る

と

い
う
心

配

だ

け

で

は
な

く

、
実

際

に
そ

の
弊
害

も

あ

り

ま
し

た

。

又

は
統

一
的

な
官

僚

主

義

の
感

覚

で
、
幾

つ
か

の
伝

統

的
な

神

職

の
類

が

廃
止

に
な

り
ま

し

た

。
例

え
ば

明

治

ま

で

は

い
た
祝

(
は

ふ

り

)
が

い
な

く

な

り
ま

し

た

。
今

は
宮

司

・
禰

宜

・

主

典

・
宮

掌

し

か

な

い

の

で
す

。
神

道

の
宗

教

性

、
宗

教

色

、
宗

教

と

し

て

の
権

威

が

そ

の
た

め

に
落

ち

た

こ
と

は
否

定

で
き

ま

せ
ん

。

一
方

国
家

の
権

威
を

借

り

て
、
権

威

を
得

た
と

い
う

側

面

も
あ

っ
て
、

そ

の
プ

ラ

ス

・
マ
イ

ナ

ス
を

計
算

し

ま

す
と

、
ど

ち

ら

の
方

が
強

か

っ
た

の

か

は

分
か

り
ま

せ

ん

。
し

か

し

マ
イ

ナ

ス
の
面

も

あ

っ
た

と

い
う

こ
と

だ
け

を
強

調

し

た

い
と

思

い
ま
す

。

そ
し

て

一
番
重

要

な

措

置

な

ん

で
す

が

、
明

治

四
年

の
五
月

に
神
社

を

国

家

の
宗

祀

に
す

る

と

い
う
宣

言

を

し

た

日
と

同

じ

日

に

、
社

格

制

度
を

作

り
ま
し

た

。

図

の
よ

う

に
神

社

に
位

を

与

え

ま

し

た
。
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そ

の
日

に
何

も

し

な

か

っ
た

の
は
伊

勢
神

宮

で
、
伊

勢

神
宮

は
格

別

な
も

の
な

の

で
法
規

は

触

れ

な

か

っ
た

の

で
す

。

要

す

る

に
伊
勢

は

ト

ッ
プ

に
あ

っ
て
そ

の
下

に
官

幣

大
社

・
官

幣

中

社

.
官

幣

小

社

、
国

幣

大

社

・
中

社

・
小

社

、

そ
し

て
明
治

五

年

か

ら
小

社

と

同
じ

ラ

ン
ク

で
、

天

皇
と

国

家

の
た
め

に
頑

張

っ
た

人

、
豊

臣

秀
吉

と

か
湊

川

神
社

の
楠

木

正

成

な
ど

を

ま

つ
る

別

格

官

幣
社

も
加

わ

っ
て
き
ま

す

。
後

ほ
ど

の
靖

国
神

社

は

こ
の
類

で
す

。

官

幣
社

と
国

幣

社

は

同
格

で
、

た
だ

順
序

と
し

て
い

つ
も

官
幣

社

の
方
を

先

に
並

べ
ま

す

。

月

給

も

同
じ

で
し

た

。

そ

の
下

に
府

県
社

が

あ

っ
て
府

社

・
県

社

、

最
初

は
藩

社

も

あ

っ
た

の

で
す

が

、
郷

社

、

そ
し

て
村
社

も

そ

の
後

に
出

来

た

の

で
す

。
約

二
～

三
か

月

後

に
郷

社

定

則

が

出
来

、
そ

れ

に

よ

っ
て
氏
子

と

郷
社

と

の
関
係

に
関

す

る
決

ま

り
が
細

か

く
出

来

、
ま

た
氏

子

調

べ
が

さ

れ

ま
し

た

。

氏
子

調

べ
と

は
江

戸
時

代

の
宗

教

政
策

の
延

長

で
、

た
だ

お

寺

と
変

わ

っ
て
今
度

は
神

社

に

、
各

々

の
全

て

の
日
本

人

は

ど

こ
か

の
神

社

に
所
属

し
な

い
と

い
け
な

く

な

り
ま
し

た

。
氏
子

調

べ
は

す

ぐ

一
～

二
年

後

に
廃

止

さ
れ

た

の

で
す
が

、

し

か
し

一
度

あ

っ
た

た

め

に
全

て
の

日
本

人

は

、
神

社

へ
の
所

属
が

明

確

に
な

っ
た

。

つ
ま

り
神

社

ピ

ラ
ミ

ッ

ド

に
制

度

的

に

つ
な

が

っ
た

こ
と

に
な

り
ま

す

。

そ
う

し

ま

す
と

国

民

の
信

仰

が

、
最

も
下

層

の
無
格

社

や

、
村

社

か

ら

、
ず

っ
と
伊

勢

ま

で

導

か

れ

ま

し

た

。
そ

し

て
伊

勢

は
皇

室

・
政

府

に

つ
な

が

り
ま
し

た

。
逆

に
上

か

ら

の

イ

デ

オ

一5一



ロ
ギ

ー

は
宗

教

の
面

を

通

し

て

、
国

民

に
浸

透

す

る

こ
と

に
な

り
ま

す

。
精

神

史

・
思

想

史

に

て
ら

し

て
み

る

と
非

常

に
上
手

く

導

く

よ
う

に
し

た

の

で
す

。
そ

れ

が

こ

の
時
期

の
宗

教

政

策

の

一
番

重

要

な
点

で

、
後

々
ま

で

一
番
効

果

の
あ

っ
た

処
置

で
し

た

。

し

か
し

神

道
を

も

っ
て
、

つ
ま

り
古

代

の
概
念

を

も

っ
て
近

代

国
家

を

設

立

し

よ
う

と

い
う

試

み

は
、

当
然

無

理

が

あ

り
ま

し

た

。

そ

の
精
神

的

な

力

、
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
的

な
力

は

神

道

に

は

あ

り
ま

せ

ん

で
し

た

。

国
家

神

道

の
前

段

階

・
二

政

府

に
は
辞

め

る

か
改

造

す

る

か

の
二

つ
の
選

択

が

あ

っ
て
、
神

道

を
改

造

す

る

こ
と

に
し

た

の
が

、
明

治

四

～
五

年

の
宗
教

政

策

の
改

革

の
意
味

で
す

。
明

治

五

年

か

ら
神

道
を

道
具

に

し

て
格

下

げ

さ

せ

ま
し

て
、
そ

し

て
教

え
を

中

心

と

す

る
宗
教

に
改

造

し
ま

し
た

。

そ

の
た
め

に
不
完

全

な

祭

教
分

離

・
祭

と
教

義

の
分

離

を

試

み

て
、

し
か

し

不

完

全

に
行

い
、
祭

祀
を

式

部

寮

の
管

轄

に
し

、
ま

た

そ

の
時

に
以
前

に
あ

っ
た
神

祗

官

の
神

殿

が
宮

中

に
移

り

、

今

の
宮

中

三
殿

の

一
つ
に
な

り
ま

し

た

。
祭

式
統

一
の
色

々
な

措

置
も

行

い
ま

し

た
。

祭

祀

は
宮

中

ま

た
は

式

部
寮

の
行

う
と

こ

ろ
と

し

、
残

っ
た
も

の

つ
ま

り
宗

教
的

な

側

面

を

政

府

が
定

義

し

て
、
そ

の
内
容

を

政

府
が

決

め

た

の
で
す

。
大

教

宣

布
運

動

の
時
代

と

な

り
ま
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す

。
大

教
宣

布

運

動

と

は

ー
1
当

時

神
道

、

も

っ
と
正

確

に
言

え

ば

祭
政

一
致

の
思

想

を

大

教

と

言

っ
た

の

で
す

が

ー

1
こ
れ
を

国

民

に
広

げ

る

こ
と

で
し
た

。

そ

の
大

教

宣
布

運

動

で
教

え

た

の
は

、
宗

教

的

な
も

め

だ

け

で

は
な
く

、

一
般

道

徳
的

な
も

の
も

、
ま

た

は
近

代

国

家

の
基

礎

知
識

、
例

え
ば

権

利

義

務

の
概

念

、

そ
れ

は

そ
れ

ま

で
の
日
本

に
は
な

か

っ
た

の

で
す

が

、

富

国
強

兵

の
よ

う
な

も

の
も
説

教

の
テ

ー

マ
と

な

り
ま

し

た
。

つ
ま

り
説
教

と

い
う

よ

り
は
啓

蒙

的

運

動

.
宗
教

的
道

徳
的

政
治

的
側

面

の
あ

る
啓
蒙

運

動

で
あ

り
ま

し

た
。

全

て
の
神

主

さ

ん

が

そ

の
担

い
手

と
な

り
ま

し

た

。
し

か
し

神

職

だ
け

で
は

な
く

、

つ
い

で

に

、
力

が

足

り
な

か

っ
た

せ

い

で
し

ょ
う

け
れ

ど
も

、
仏
教

の
坊

さ

ん
も

全
部

動

員

さ

れ

、
さ

ら

に
は
落

語

家

な

ど

、

話

し

の
上

手
な

人

も

使

い
ま

し

た

。

こ
の
国

家

の
定

め

た

教

え
以

外

は

ど

ん
な

説
教

も

禁
止

さ
れ

ま

し

た

。
仏

教

に
対

す

る
政

策

の

面

で
面
白

い
の
は

、

政
府

の
定

め

た
大
教

宣
布

運
動

の
内
容

を

伝

え

る

こ

と
は

許

さ

れ

て
も

、

仏

教

的

説
法

は
禁

止

さ

れ

た

こ
と

で
す

。
仏

教

に
対

す

る
以
前

の
神

仏

分
離

政

策

、
廃

仏
棄

釈

政

策

よ

り
も

厳

し

く
な

っ
た
と
思

わ

れ

ま
す

。

仏
教

に
と

っ
て

は

一
見
再

び

国

家

に
関

係

が

出

来

て
、
良

い
結
果

と

い
う

解
釈

も

出
来

る

で
し

ょ
う
が

、
実

際

を

見

ま
す

と

も

っ
と

厳

し

い
政

策

に
な

り
ま

し

た

。

こ
う

い
う

ふ
う

に
し

て
神

道

に
教
え

を
持

た

せ
、

そ

れ
を

神
道

の
中

心
的

な
も

の

に
し

よ

う
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と

い
う
試

み

で
し

た

。

こ

の
よ
う

な

政
策

は

一
八

八

二
年

～

一
八

八

四
年

ま

で
続

き
ま

し

た
。

八

二

年
と

は

神
職

と

教

導

職

の
兼

任

が
禁

止

に
な

っ
た
年

で
す

。
教

導
職

と

は
大
教

宣

布

運

動

の
担

い
手

で
す

。

そ
し

て
そ

の

二
年

後
大

教

宣

布
運

動

の
教
導

職

そ

の
も

の
を

廃
止

し

た

の

で

す

。

な
ぜ

廃

止

し

た

の
か

と

い
い
ま

す

と

、

一
つ
に
当

然

仏
教

か

ら

の
反

対

が

強

か

っ
た
か

ら

で
す

。
も

う

一
つ
は
神

道

が
教

法

宗
教

で

は
な

い
、
神

道

の
性

格

に
反

し

た
政

策

で
あ

っ
た

た

め

、

続
く

わ

け

に
は

い
か

な

く
な

っ
た

か
ら

で
す

。
大

教
宣

布

運

動

は
成

果

を

上
げ

た

か

、
上

げ

な

か

っ
た

か

と

い
う

評

価

は
下

し

に
く

い

の

で
す

。
文
献

を

見

ま

す

と

、
著

者

に
よ

っ
て
評

価

が

違
う

し

、

今
更

そ
れ

を

調

べ
る
方
法

も

あ

ま

り
な

い

で
し

ょ
う

。

し
か

し

、
そ
れ

を

続

け

る

こ
と
が

不

可

能

に
な

っ
た

と

い
う
意

味

で

は
失
敗

に
終

わ

り
ま

し

た

。

そ

の
後

の
継

続

性

は

あ

り
ま

せ
ん

。

行
き

止

ま

り
と
な

っ
て
、
政

府

は
明

治

四

～

五
年

の
宗
教

政

策

の
改

革

に
戻

ら

ざ

る

を
え

な

か

っ
允

。
と

い

い
ま

す

の
は
当

時

中
途

半

端

に
行

っ
た
祭
教

分

離

を

、
今

度

は
徹

底

的

に
行

い
ま

し

た

。
徹

底
的

と

言

っ
て
も

し

か

し

、
完

全

で
は

あ

り
ま

せ

ん
。

し
か

し
以

前

よ

り
も
遙

か

に
徹
底

的

に
祭

教
分

離

を
行

い
ま

し

た

。

一
方

で
教

派

神
道

の
独

立

を
認

め

ま

し

た
。

そ
う
す

る
と
黒

住

教

と

か

そ

の
類

の
も

の

は
、

神

道

の
宗

教

的

側
面

の
担

い
手
を

得

ま

し

た
。

一
方

神

社

に
対

し

て
説
教

と

か

葬
式

を

禁

止

し

ま

し

た

。
葬

式

と

は

、

す

べ

て
の

日
本

の
学

者

が

言
う

よ
う

に

、
単

に
葬

式

だ

け

で
は

な
く

、
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宗

教

的
活

動

一
般

を

さ

す
と

解
釈

す

べ
き

で

し

ょ
う

。
神

社

に

は
説

教

も
宗

教

的
活

動

も
禁

止

に
な

っ
た
わ

け

で
、
前

の
説

教
宗

教

と

は
正

反

対

の

一
八

○
度

の
方

針

の
変

化

だ

っ
た

の

で
す

。

し

か
し

面

白

い
こ
と

に
、
官

社

と

民
社

に
わ

け

る

の

で
す
が

、
官
社

に
お

い

て
は
禁

止

、

民

社

は
禁

止

だ

け

ど
当

分

の
間

は

そ

の
限

り

に
非

ず

で
し

た

。

そ

の
当
分

の
間

と

は

一
九

四
五
年

ま

で
続

い
た

。

つ
ま

り
基

本
的

に
は
禁

止

、
し

か
し

実

際
問

題

と

し

て
は
認

め

よ
う

と

い
う

こ

と

で
す

。

当
時

の
宗

教

政
策

の
曖

昧

さ
ゆ

え

の
有

効

な

や

り
方

の
典
型

で
し

た

。

神

社

の
あ

る
機

能

が

失

わ
れ

て
、

そ

の
た

め

に
格
下

げ

に
な

っ
た

の
は
当

然

で
し

ょ
う

。

し

か

し
格

下
げ

と

は
国

か

ら
遠

ざ

か

る

の

で
は

な

く

て
、
却

っ
て
国

家

と

も

っ
と
密

接

な

結

び

つ

き

が
出

来

た

と
解

釈

す

べ
き

で
し

ょ
う
。

以

前

の
神
祗

官

・
式
部

寮

・
教
部

省

な

ど

の
管
轄

は
、

今

度

は

も

っ
と
多

く

の

分
野

に
お

い
て
、
府

県
知

事

の
責

任

に
な

っ
た
。
府

県

知

事

は

大
変

近

く

に
お

り

、
実

際
的

な
事

情

が
分

か

っ
て
い

る

の

で
、

よ

り
権

力

者

と

な

る
、

そ
う

い

う
意

味

で

さ
ら

に
密

接

な
関

係

が
出

来

た

と
解
釈

す

べ
き

で
し

ょ
う

。
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国

家

神

道
化

の
完

成

そ

し

て

一
八

八

四
年

の
教
導

職

廃

止

の
時

か

ら

か
、

そ

の
六

年

後

の
教

育

勅

語

が
重

要

な

意

味

を

持

つ
よ
う

に
な

っ
た

の

で
、

そ

の
時

か

ら
か

、
完

全

な
国

家

神

道

が
出

来
上

が

り
ま

し

た

。



前

段

階

の

一
番

目

は

、
神
道

を

完

全

な
宗

教

に
し

て
国

教

に
し

た

。

こ
れ
が

明
治

元

年

か

ら

明

治

五
年

ま

で

で
す

。
二

番

目
が

五

年

か
ら

十

五

年
ま

で

で
、
教

法

宗
教

に
改

造

し

た
時

期

で
す

。

そ

し

て
第

三

番
目

は

八

二
年

と

八

四
年

の
改

革

で
す

。

ま

た

は
九

十
年

で
す

。

そ

れ
以

後

は
完

全

な
国

家
神

道

と

言

え

る

で
し

ょ
う

。

そ

の
時

ま

で
に
体
制

は

一
応

整

っ
て

い
ま

し

た

。
確

か

に
明

治

三
十

三
年

(
一
九

〇

〇
年

)

に

は
内

務
省

に
あ

っ
だ
社

寺

局

は

二

つ
に
分

け

ら
れ

、

一
つ
は

神

社
局

で

一
つ
は
神

社

以

外

の

宗

教

を

担
当

す

る
宗
教

局

と
な

り

ま

し
た

。

こ
れ

は
教

派
神

道

も

、
仏

教

、

キ

リ

ス
ト
教

等

を

担

当

す

る
局

で
す

。
そ

う

い
う

変

換

が
あ

り

ま

し

た
し

、

一
九

四

〇
年

に
は

神
祗

院

が

出

来

ま

し

た
が

、

こ
れ

ら
は

二

次
的

な

問

題

で

、
基

本
的

な

性

格

は
遅

く

て
も
教

育

勅

語

か
ら

出

来

上

が

っ
た
と
考

え

る

べ
き

で
す

。

教

育

勅
語

の
意

義

に
触

れ

る
必

要

も
な

い
と
思

い
ま

す
が

、
何

世
代

も

の
生
徒

が
暗

記

し

て
、

色

々
な

道
徳

的

な

項
目

を
身

に

つ
け

ま
し

た

。
内

容

は
専

ら

儒

教

的

で
す

が

、

し

か
し

そ

の
道

徳

の
基

盤

は
皇

室

で
あ

り
天

皇

で
あ

っ
た

の

で
す

。
道
徳

を

行

う

べ
き
理

由

は

ど

こ

に
あ

っ
た

の

か

は
、
天

皇

の
良

い
臣
民

で
あ

る

た
め

で
あ

っ
た

の

で
す

。
全

て

の
道

徳

の
基

盤

は

天

皇

に

あ

り

、
ま

た
天

皇

と
臣

民

の
関

係

は
道

徳

に
よ

っ
て
結

ば
れ

ま

す

。
国

家

神

道

と
教

育

勅

語

の

目

的

は
全

く
同

じ

で
す

か

ら

、

「
教

育

勅

語

は
国

家

神
道

の
聖

書

」

と

い
う

性
格

付

け

は

、
当
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た

っ
て
い

る

で
あ

ろ
う

と

思

い
ま

す

。

国
家

神

道

の
出

来

上

が

っ
た
制

度

と

は
ど

う

い
う

も

の

で
し

ょ
う

か

。
そ

れ

に
触

れ

る
前

に

今

日

の
関
心

か
ら

言

い
ま

す
と

、

国
教

へ
の
発
展

は
計

画
的

で
あ

っ
た
か

、

ま

た
偶

然

の
成

り

行

き

で
あ

っ
た
か

、
を

調

べ
る
必

要
が

あ

る

の

で
は

な

い
か

と
思

い
ま

す

。

な
ぜ

神

道

だ

っ
た

の
か

そ

の
前

に
明
治

国

家

の
基

盤
と

し

て
、
ど

う
し

て
神

道

を
選

ん

だ

の
か

。

ア
メ

リ
カ

人

の
神

道

の
研
究

家

の
ホ

ル
ト

ム
が

言

っ
た

こ
と

は
、

次

の
よ
う

な

こ
と

で
す

。

キ

リ

ス
ト
教

は
も

っ

て

の
ほ
か

、

圧
迫

さ
れ

て
日
本

国

民

か

ら
不

信

感
ば

か

り
が
あ

っ
て
国
教

に
す

る

わ
け

に
は

い

か

な

い
し

、

仏
教

は
堕

落

し

て
儒

教

の
方

か

ら

も
国

学

の
方

か

ら

も

批
判

を

さ

れ

て
国

民

か

ら

顰

蹙

を

か

っ
て
い
る

、

ま

た
江

戸

幕
府

と

の
密
接

な

関

係

も
あ

っ
て
仏

教

も

不

可
能

、
残

る

の

は

神

道

だ

け

で
あ

っ
た

、

と

。

確

か

に

一
理

あ

る

と

思

い
ま

す

。
し

か

し

そ
れ

だ

け

で
は
な

い
は
ず

で
す

。

一
番

直

接

的

で

単

純

で
大

き

な

理
由

は

、
言

う

ま

で
も

な

く

天
皇

で
し

た

。
明
治

維

新

は
尊

皇

攘

夷

を

ス

ロ
ー

ガ

ン
に
始

ま

っ
て
、
王

政

復

古

に
変

わ

り

、
最

初

か
ら

皇

室
を

掲

げ

て
幕
府

に
対

し

て

戦

っ
た

わ

け

で
す

。

最
初

か

ら

明

治
国

家

の
基
盤

は

天

皇

で
し

た
。
伊

藤

博

文

は
有

名

な
枢

密

院

に
お
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け

る

演
説

で

ー
ー

一
八

八
八

年

の
憲

法

会
議

を
始

め

た
時

に

、
枢

密
院

で
基

調
演

説

を

行

っ
た

も

の

で
す
が

ー
!
そ

の
中

身

は

、
憲

法

に
は
精

神

的

な
基

盤

が
必

要

で
あ

る

、
西

洋

に
お

い

て

は

宗

教

で
あ

る

、
日
本

に
は
そ

う

い
う

基
盤

が
な

い
、
神

道

を
含

め

て
全

部

弱

す
ぎ

る

、

そ

う

す

ゐ

と

日
本

に
お

い
て
国

家

の
基

盤

に
な

り

う

る
も

の
は
天

皇
し

か
な

い
、

そ

う

は

っ
き

り
言

っ
た

の
で
す

。

そ

れ

は

一
八

八
八

年

以
後

の
問

題

で
は
な

く

、
も

っ
と

前

か

ら

の
も

の

で
も

あ

り

ま

す

。
新

し

い
国

家

の
基

盤

は
天

皇

だ

っ
た

の

で
す

。

天
皇

の
基

盤

は
何

処

に
あ

る

の
か

は

、

言

う

ま

で
も

な

く
神

道

に
あ

る

の

で
す

。

三
種

の
神

器

を

預

か

っ
て
い
る

し

、
天

照
大

神

の
子

孫

で
も
あ

る

し

、
祭

祀

、

特

に
新

嘗

祭

・
大

嘗

祭

・
祈

年

祭

な
ど

を

行

う

し
、

そ
う

い

う
側

面

な

し

に
は

天

皇

は
考

え

ら

れ

ま
せ

ん
。

そ

の
天

皇

の
性

格

・
天

皇

の
権

威
を

強

化

す

る

た

め

に

神

道

を

強
化

す

る
必

要

が

あ

り
ま

し

た

。
神

道

が
明

治

国
家

の
国

教

と

な

っ
た

の
は

、
必

然

的

な

結

果

で
し

た

。
後

で
切

り
捨

て
る

こ
と

が

出

来
な

か

っ
た

の
は

、

天
皇

は
相

変

わ
ら

ず

国

家

の
基

盤

で
あ

っ
て

、
天

皇

の
支

配

の
正
当

化

の
た
め

に
宗
教

的

な

側

面

も
必

要

で
し

た

。

ま

た
図

の
ピ

ラ

ミ

ッ
ド

(
4
頁

参
照

)

に
戻

り

た

い
と
思

い
ま

す

が

、
皇

室

と

こ

の

ピ

ラ
ミ

ッ
ド
と

の
繋

が

り
は

、
伊

勢

神

宮

だ

け

で
は

な

く

、
色

々
な

と

こ
ろ

に
あ

り
ま

す

。
天

皇

が

伊

勢

に
参

拝

す

る

こ
と

は

明
治

元

年

が
最

初

の

こ
と

で
、

そ
れ

以
後

は

し

ょ

っ
ち

ゅ
う
参

拝

す

る

こ
と

に
な

り

ま
し

た

。

こ
の
繋

が

り
を

強

調

し

、
皆

に
わ
か

る

よ

う

な
も

の

に
し
ま

し

た
。

そ
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の
繋

が

り

の

一
つ
が
伊

勢

神

宮

で

す

。
又

は
古

代

の
平

安
時

代

に
も

あ

っ
た

勅
祭

社

、
皇

室

は

特

定

の
神

社

に
供

え
物

を

送

る
制

度

を
復

活

さ
せ

ま
し

た

。

そ
し

て
別

格

官

幣
社

、
天

皇

の
た

め

に
頑

張

っ
た
人

を

祭

る
神
社

と

い
う
新

し

い
カ

テ
ゴ

リ
ー
を
作

り

ま
し

た

。

さ
ら

に
、

全

て

の
神
社

の

ラ

ン
ク

に
お

い

て
天

皇

を
祭

る
神

社

I
l
平
安

神

宮

、

明
治

神
宮

、
橿

原
神

宮
等

々

ー

1
を

新

し

く
作

り
ま

し

た

。
そ

れ

ら
は

以

前

に
も

あ

っ
た

の
で

す
が

、

あ

る
程

度
組

織
的

に

、

こ

の

よ
う

な
神

社

を
作

っ
た

の
は
明

治

に
な

っ
て
か

ら

の

こ
と

で

す
。

こ
の

ピ

ラ
ミ

ッ
ド

と
天

皇

と

の
繋
が

り
は

色

々

な
と

こ
ろ

に
あ

っ
て

、
勿
論

神

社

そ

の
も

の
と

の
繋

が

り

も
あ

り
ま

し

た

。

国

家

神
道

形

成

の
計
画

性

神

道

は

必
然

的

な

成

り
行

き

で
国
教

に
な

り
、
国
家

神

道

が
出

来
上

が

っ
た

の

で
す

が

、

そ

の
計

画

性

に

お

い

て
、

さ

っ
き

言

い
ま

し

た

明
治

四

～

五
年

・
明

治

十

五

・
十

七

年

の
二

つ
の

宗

教

政
策

の
変

革
を

見

ま
す

と

、

か
な

り
極

端

な

変
革

で
し

た

。
計

画

的

に

や
れ

ば

こ

の
よ
う

な

変

革

が
起

こ
る

は
ず

は
あ

り
ま

せ
ん

。
神

社

の
最
高

官

庁
を

明

治

元
年

一
月

十
七

日

に
神

祗

事

務

課

、

二
月

に
は
神

祗

事
務

局

に
し

て
い
ま

す

。
明

治

元
年

閏

四

月

に

は
神

祗
官

だ

っ
た

の

が

、

明
治

二

年

に
は
新

し

い
神

祗

官

、
明

治

四

年

に
神

祗
省

、
明

治

五
年

に
教
部

省

で
す

。
そ
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の

と
き

に
は
仏

教

も
採

り
入

れ

て
他

の
宗
教

も
管

轄

す

る

こ
と

に

な

り
ま

し

た

。
明

治

十
年

に

教

部

省

が

廃
止

さ
れ

て
、
内

務
省

の
社

寺
局

に
な

り
、

こ
の
社
寺

局

は
明
治

三
十

三
年

に
二

つ

の
局

に
な

っ
て
い
ま

す

。

と

に
か

く
移

動

が
余

り

に
多

く

て
、
ま

た

そ

の
官
庁

の
位

の
変

化

も

激

し
く

て

、
計

画
的

と

は
見

え

ま

せ

ん

。
明
治

四
年

の
社

格

制

度
を

図
示

し

て
紹

介

し

た

の
で
す

が
、

明
治

四

年

の
前

に
も

色

々
な
社

格

に
準

ず

る
社
格

み
た

い
な

も

の
が

あ

り
ま

し

た

。
勅

祭
社

・
準
勅

祭

社

・
神

祗

官

直
支

配

社

等

が
あ

り
ま

し

た

。
し

か
し

こ
う

い
う
制

度
を

さ

ら

に
発
展

さ

せ
る

こ

と
な

し

に

、
明
治

四
年

に
新

し

い

ス
タ

ー

ト
を

や

っ
た

の

で
す

。

氏

子

調

べ
は
明
治

三
年

の
九
月

に
仮

の
規

則

が
出

来

て
、
明

治

四

年

の
四

月

に
本

格

的

な

規

則

が

出
来

、

二
年
後

に
廃

止

さ
れ

ま
し

た

。

こ
れ

も
計

画
的

と

は

思

え

ま

せ
ん

。
ま
し

て
最

初

か

ら

矛
盾

を

は
ら

ん
だ

政

策

で
し

た
か

ら

。

ま

と

め
ま

す

と

一
つ
の
計
画

性

が

あ

っ
て

、

こ
れ
を

組

み
立

て
よ

う

と
か

国
教

に
し

よ
う

と

か

い
う

こ
と

は
、
ま

っ
た
く
見

当

た
り

ま
せ

ん
。

し
か

し

コ

ン
パ

ス
の
よ
う

な
方

針

が

大

体

頭

の
中

に
あ

っ
て
、
あ

る

程

度

の
政

策

を
取

っ
て
、
方

向

が
間

違

っ
た

こ
と

に
気

が

つ
い

た
時

に

訂

正

を
し

た
と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う

。

コ

ン
パ

ス
は
あ

っ
た
が

、

マ
ス
タ

ー
プ

ラ

ン
は

無

か

っ

た

と

思

い
ま

す

。
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国

家

神

道

の
定

義

国

家
神

道

の
本

質

と

国

家
神

道

の
性

格

は

ど

こ
に
あ

っ
た

の

で
し

ょ
う

か

。
ま

ず

言

わ

な

い

と

い
け
な

い

の
は

、

ド

イ

ッ
語

の

「
ス
タ

ー

ッ
神

道

」

、
ま

た
英

語

の

「
ス

テ
ー

ト
神

道

」

と

い
う

単
語

が

、
戦

前

の
国

家
神

道

の
時

代

に
は

あ

り
ま

し

た
が

、

日
本

語

で

「
国

家
神

道

」
と

い
う

単
語

は

殆

ど
な

か

っ
た

。
確

か

に
豊

田

武

の

一
九

三

〇
年
代

に
書

い
た

『
宗

教
制

度

史

』

に
は

、
国

家

神
道

と

い
う

単
語

は

あ

る

に
は

あ

る
が

、

こ
れ

は
稀

な
例

で
あ

っ
て

、

一
般

的

に

使

わ

れ

る
よ

う

に
な

っ
た

の
は
、

戦
後

の

一
九

四
五
年

の
十

二
月

の
神

道
指

令

か

ら

で
す

。

神
道

指

令

で
も
国

家

神
道

の
定

義

が
な

か

っ
た
ら

し

く

、

「
ス

テ
ー

ト

シ

ン
ト

ウ
、

神

社
神

道

」

と
並

列

的

に
使

っ
て
、
神

社

神
道

を
禁

止

す
る

つ
も

り
は
な

か

っ
た

ら

し

い

の

で
す

が

、

国

家
神

道

の
定
義

が

な

か

っ
た

の

で
、
し

か

た

な
く

そ

う
書

い
た

の
で
し

ょ
う

。
国
家

神

道
と

い

う
単

語

は

な
か

っ
た

だ

け

で
は

な
く

て
、

国
家

神
道

と

い
う
概

念
も

日
本

に

は
な

か

っ
た

よ

う

に
思

い
ま

す

。

こ
れ

は
非

常

に
重
要

な

こ
と

で
す

。

そ
れ

は
現

在

か

ら
見

て
ど

う

い
う
も

の
だ

っ
た

の

で
し

ょ
う
か

。

い
ま

ま

で
ち

ゃ
ん

と

し

た

定

義

は
、

な

か

っ
た

と

い
え
ま

す

。
描

写

は

あ

っ
て
も

、
定
義

は
僕

は
見

た

こ
と

が

な

い
。
ま

ず

国

家
神

道

を

捕

ら

え

よ
う

と

す

る
場

合

に

、
困

る

の

は
神
道

に

は
色

々
な
類

が

あ

る

こ
と

で

す

。
神
社

神

道

・
家

族

神

道

・
皇
室

神

道

・
教

派

神
道

そ

の
他

で

す
。

そ

の
片

一
方

の

神
社

神
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道

は
国

家

神

道

で

、
教

派
神

道

は

そ

う

で
は

な

い
。

そ
う

い
う

ふ

う

に
分

け

よ

う
と

思

っ
て
も

中

々
難

し

い

の

で
す

。

例

え
ば

神

社
神

道

と

言

っ
て
も

下

の
方

の
稲

荷

の
信

仰

は

、
国

家

神
道

的

性

格

が
薄

い

。
ま

た

逆

に
上

の
方

の
伊

勢

神

宮

の
場

合

で
も

、
個

人
的

な

宗
教

的

側

面

も

ま
だ

あ

る

。
完

全

に
分

け

る

わ
け

に
は

い
か

な

い
。
教

派

神

道

に
せ

よ
、
確

か

に
天
理

教

の
よ

う
な

純

粋
宗

教

的

な

も

の
も

あ

っ
た

の

で
す

が

、

大
教

宣

布

運
動

の
本

部

で
あ

っ
た
大

教

院

が
分

か

れ

て
、

そ

の
神

道

側

の
跡

継

ぎ

の
管

轄

機

関

と

し

て

の
神
道

事

務

局

が
廃

止

さ
れ

て
か

ら

、
神

道

教
派

を

作

っ
た

の

で
す

。
新

し

い
神

道

教

派

で
す

。
名
前

は

神

道

で
あ

っ
た

。
教

派

神
道

で

は
あ

る

の

で
す

が

、

元

々
そ
う

い
う
性

格

で
し

た

の
で
国

家
神

道

と

関
係

が

な

い
と

は

言

え

な

い

で
し

ょ
う

。

つ
ま

り
神

社
神

道

は
国

家
神

道

で
、
教

派

神

道

は

そ
う

で
は
な

い
な

ど
と

は
と

て
も

い
え

な

い

の

で
す
。

一
応
形

式

的

に
定

義

を

し

て
み
ま

す

と

、

「
国
家

神

道

は
神

道

の
国
家

と

関

係

が

あ

る
側
面

の
個

々
の
現

象

を
総

括

し

た
概

念

で
あ

る

」
。

こ

の
形

式

的
定

義

と

並

べ
て

内
容

的

に
言

い
ま
す

と

、

「
国

家

神
道

は
皇

室
神

道

と
神
社

神

道

を
基

盤

と
し

て
構

築

さ

れ

た

国
家

的

祭

式

の
体

系

で
あ

り

、

そ
れ

に
付

属

し

た
制

度

的
基

盤

及

び
教

学

上

の
上

部

構

造
を

含

む

」
と

こ

の
よ

う

に
な

る

と
思

い
ま

す

。
教

学
上

の
上

部

構
造

と

は
専

ら

教

育

勅
語

な
ど

を

い

い
ま

す

。
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国

家

神

道

の
宗

教

的

感
覚

国

家
神

道

が

効
果

・
効

力

を
持

つ
条
件

と

し

て
、

一
八

八

二
年

に
宗
教

的

側

面

と
祭

祀

の
分

離

が
行

わ

れ

て
、
宗

教

と

祭

祀
を

分

離
し

た

の
が

一
つ
。

も
う

一
つ
は

こ

の
分
離

は
本

物

で
は

な

く

て
擬

制

で
し

た

。

こ

の
二

つ
の
条
件

が

前

提

で
し

た

。
完

全

に
分

離

し

た

の
な

ら

、

効
果

が

上

が
ら

な

い
で
し

ょ
う

。

あ
ま

り

に
も

密

接

な
関

係

が
続

く

な

ら
ば

、
皆

そ

う

い
う

擬

制
を

見

抜

い

て
効

果

が
上

が

り
ま

せ
ん

。
擬

制

と

言

っ
た

の
は
最

後

ま

で
府

県

社

以
下

の
民

社

も
国

家

の
宗

祀

と

い
う
性
格

を

も

っ
て

い
た
か

ら

で
す
。
宗

教

的

感
覚

や
概

念

は
全

て
同

じ

で
す

。

説

教

が

禁
止

さ
れ

た

と

は
言

え

、
学

校

教
育

で
歴

史

の
時

間

に
、
天

照

大
神

以
降

の
も

の
を
歴

史

と
し

て
覚

え

さ
せ

た

の
で
す

か

ら
説

教
を

し
な

く

て
も

済

む

の

で
す

。

も
う

一
つ
は
特

に
民

社

で
宗
教

的

感

覚
が

育

て
ら

れ

て

、
同

じ

御

祓

を

ど

こ

で
受
け

て
も

、

効

果

は

同
じ

で
感

覚

は
同

じ

で
す

。
説

教

・
説

明

を
し

な

く

て
も

済

む

の
で
す

。

こ
こ

は
神

道

の
凄

い
強

さ

の
前
提

だ

っ
た
と
思

い
ま

す
が

、
感
情

だ

け

に
訴

え

て
理
屈

は

一
切
言

わ

な

い
。

そ

し

て
神

道

は
宗
教

で

は
な

い
と

い
う
理

解

に
苦
し

む

理
屈

を

、
権

力
を

も

っ
て
通

し

た
。

そ

う

す

る
と

宗

教

で
な
け

れ

ば
他

の
宗

教

と

の
相

対
化

も

不
可

能

で
す

。
絶

対

的

な
も

の

に
な

っ

た

の

で
す

。

理
屈

を

言

わ

な

い

の

で
反
論

も

出
来

な

い
。
反

論

を

し

よ
う

と

い
う
気
持

ち

も
起

き

て

こ
な
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い

。
し

か

も

宗
教

心

と

い
う
感

覚

は

、
持

た

な

い
人

も

い
る

で
し

ょ
う
が

、

大
体

の
人

が

持

っ

て

い
ま
す

。

そ

し

て
儀

式

は
直

接

に
感

情

・
感

覚

に
訴

え

て
、
反

論

も

な

い

の

で
、
効

果

を

も

っ
た

の

は
当

然

で
す

。

そ
し

て
最

低

限

の
知

識

は
宗

教

的
側

面

、

つ
ま

り
民

社

や
学

校

で
身

に

つ
け

る
と

い
う

上
手

い
絡

み
合

い
が

あ

り

、
効

果

を
持

た
ざ

る
を

得

な

か

っ
た

で
し

ょ
う

。
非

常

に
上
手

く

出

来

た
制

度

で
あ

る

。
上
手

く

出

来

た
と

言

え
ば

、
言

い
方

が
悪

く

、
悪

気

が

あ

っ
て
ず

る

く

、
そ

う

い

う

ふ
う

に
作

り
上
げ

た
と

い
う

ふ
う

に
聞

こ
え
る

で
し

ょ
う

が

、

そ

う

い

う

つ
も

り

で
言

っ
て

い
る
わ

け

で
は
あ

り

ま

せ
ん

。

長

い
発
展

の
結

果

と

し

て
こ
う

な

っ
た

の

で
、

い

つ
も
修

正

を

上
手

く
や

っ
て
、
行

き
過

ぎ

も

あ

ま

り
な

く

て
、
非

常

に
力

が

あ

り
非

常

に
上

手

に
発
展

し

た

制

度

で
あ

る

と

い
え

ま

す

。

そ

の
場

合

に
宗

教
的

側

面

と
非

宗

教

的

側

面

の
距

離

が

重

要

な
も

の
だ

っ
た

の

で
す

。
分

け

て
い

る
よ

う

で
分

け

て
い

な

い
、

だ

け

ど
距

離

を

適
切

に
し

た

。

こ

れ
も

一
つ
の
前
提

で

あ

っ
た

の

で
す

。

さ

っ
き

言

い
ま
し

た

八

二
年

の

と

こ
ろ

で
説

教

は
禁
止

、

し
か

し
民

社

の
場

合

、
当
分

の
間

そ

の

限

り

に
あ

ら
ず

と

い
う

措
置

は

、
と

て
も
適

切

で
あ

っ
た
と

思

わ

れ
ま

す

。

国
家

的

神
道

と

そ
う

で
な

い
神

道

、
具

体

的

に
は
内

務
省

の
神

社

局

と
宗

教

局

の
管

轄

の
違

い

で
す
が

、

そ

れ
を

も

っ
て
神

道

を

分

け

た
印

象

を
与

え

た

の

で
す

が

、
勿

論

そ
う

で

は
あ

り

ま

せ

ん

。
神

道

は
国

家

の
範

囲

に
含

ま

れ

る

も

の
と

、
国

家

に
は

あ

ん
ま

り
関

係

が

な

い
も

の
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と

一
見

二

つ
に
分

け

て

い

て
、
し

か

し

、
実

は
神
道

は

相
変

わ

ら

ず

一
つ
の
も

の
で

、
神

道

そ

の

も

の
は
二

重
性

格

を

持

つ
よ
う

に
な

り
ま

し

た

。

し
か

し

こ

の
上

手

く

出

来

た

、
強

い
効

果

の
条
件

は
、

そ

の
弱

さ

の
条

件

で
も
あ

っ
た

の

で

す

。
と

言

う

の
は

そ

の
性

格

は
非

常

に
曖

昧

で
、
色

々
な
矛

盾

の
絡

み
合

い

に
基
づ

い

て

い
た

わ

け

で
す

。

把
握

し

た

り
理
解

す

る

こ
と

は

出

来
な

く

て
、
定

義

を

す

る

こ
と

も
出

来

な
く

て
、

動

か
す

こ
と

も
出

来

な

く

な

り
ま

す

。
国

家

に
と

っ
て
も
誰

に
と

っ
て
も

。

も
う

一
つ
は
国

家

と

の
関

係

が

余

り

に
も

密
接

で
、

独
自

の
立

場

が
な

い

こ
と

で
す

。

つ
ま

り
明

治

五

年

か
ら

道

具

と

し

て
使

わ

れ

て

、
独
自

の
発

展
を

国

家

が

許

さ
な

か

っ
た

た

め

、
自

分

の
哲

学

、

自
分

の
感

覚

、
自

分

の
価

値

観

を

も

っ
て

い
ま

せ
ん

。

独
自

の
性

格

・
哲

学

は
な

く

、
国

家

と

非
常

に
密

接

な
関

係

に
あ

る

。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に
お

い

て
教
会

が

力

を
発

揮

出

来

た

の

は

、
国

家

と
別

の
立

場

が

あ

っ
て
、

そ

の
立
場

に
立

っ
て
国

家

を

動

か
そ

う

と

し
た

の

で
す

。

そ

れ
が

良

い
と

い
う

の

で
は

あ

り
ま

せ

ん

。

た
だ

、
国

家
を

動

か

す

た
め

に
は

独
自

の
立

場

が

必

要

で
す

。

密
接

に
抱

き

つ
い

て
国
家

を

動

か

す

こ
と

は
不

可

能

で
す

。

逆

に
国

家

か
ら

言

い
ま

す

と
、

神
道

は
ち

っ
ぽ
け

な

も

の

で
は

な

い
の

で
す

。
大

き

な
存

在

で
伝

統

の
あ

る

、
動

か

し

よ

う

の
な

い
も

の

で
す
。

国

家

も
神
道

を
動

か

す

こ
と
が

で

き
な

け

れ

ば

、
神

道

も
国

家

を

動

か
す

こ
と

が

で
き

な

い
。

そ

の
結

果

と

し

て
共

倒

れ

で
す

。
共

倒

れ
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と

い
う

の
は

言

う
ま

で
も

な

く
第

二
次
世

界

大

戦

に
走

っ
た

と

い

う

こ
と

で
す

。

国

家

神

道

の
機

能

そ
れ

を
具

体

的

に
言

い
ま

す

と

、
国

家
神

道

の
果

た

し

た
機
能

は

ど

う

い
う

も

の
だ

っ
た

で

し

ょ
う

か

。

一
つ
は
天

皇
支

配

の
正
当

化

で
す

。
し

か

し
天

皇

は

自

分

で
あ

ま

り
決

定

を

行

わ

な

か

っ
た

の

で
す

。
決

定
を

し
た

の
は
政

府

で
あ

っ
て
天
皇

で
は

あ

り
ま

せ

ん

。
し

か

し
政

府

は
誰

に
対

し

て
責
任

が

あ

っ
た
か

と

言

う
と

、

天
皇

な

の

で
す

。
天

皇

は

な

に
も

し

な

い
。

そ

う

す

る
と

天

皇

の
支

配

の
正

当
化

は
そ

の
ま

ま

、
し
か

も

盲
目

的

に
ど

ん

な
政

権

で
も

よ

く

、

時

の
政
権

の
正

当
化

と

な

り
ま
す

。
自

分

の
価

値

体
制

は
成

り
立

ち
ま

せ

ん

。

も

う

一
つ
、

国
家

神

道

の
持

っ
て

い
た
神

国

思

想

は
非

常

に
面

白

い
も

の

で
す

。
伝

統

的

な

「
国

家

」

の
定

義

と

は

、
国

土

が

あ

っ
て
国

民

が
あ

っ
て
支

配

が

あ

る
と

い
う

、

三

つ
の
要

素

が

あ

れ

ば
国

家

が

あ

る

と

い
う

こ
と

で
す

が

、

こ
れ

を

日
本

に
当

て
は
め

る

と
国

土

は

神

に
よ

っ
て
生

ま

れ

、
国

民

も

神

に
よ

っ
て
生

ま

れ

、
支

配

は

天
照

大

神

の
命

令

に
よ

っ
て
天

皇

が

行

う

と

い
う
具

合

に
三

つ
の
要
素

と

も

に
神

様

に
由
来

す

る

わ
け

で
す

。

ま
さ

に
神
国

で

あ

る

の

で

す

。

こ

の
神
国

思

想

が

国
粋

主

義

に
繋

が

っ
た

こ
と

は

当
然

だ

し

、

八
紘

一
宇

に
繋

が

っ
た

こ

と

も
当

然

で
し

ょ
う

。

八
紘

一
宇

は
別

に
侵

略
的

な

要

素

で
は

な

く

て
、

日
本

が
当

然

の

こ
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と

と

し

て
日
本

に
与

え

ら
れ

た
地

位

を
占

め

よ
う

と
す

る

。

そ
し

て
そ
う

い
う

こ
と

を

他

の
国

々
が
当

然

の

こ
と

と
し

て
認

め
な

い
と

い
け

な

い
、

そ
う

い
う

悪

気

の
な

い
感
覚

だ

っ
た
と

思

い

ま

す

。

三

つ
目

の
機

能

は

、

国
家

的

義

務
と

宗

教

的
義

務
を

同

一
に
し

た

た
め

に
、
国

民

の
思

想
的

統

合

の
機
能

も
果

た

し

た

こ
と

で
す

。
僕

が

ド

イ

ッ
語

で
考

え

た

こ
と

の
、
下

手

な

日

本

語
訳

な

ん

で
す

が
、

「
磁
気

を

か

け

る

」
と

い
う
精

神

的
機

能

を
国

家

神

道

が
果

た
し

ま

し

た

。

そ

の
結

果

、
神

社

に
参

拝

し
な

け

れ
ば

非
国

民

に
な

る

の

で
す

。

こ

の
三

つ
の
機
能

と

、

そ

の
悪

い
結
果

は
必

然
的

な

も

の
で
は

な

い
。
国

家

神
道

が

出

来

て

か

ら

も
第

二
次
世

界

大

戦

時

、
ま

た
そ

の
以

前

の
専

制

主
義

も

あ

れ

ば

、
も

っ
と
前

に

は
大

正

デ

モ
ク

ラ

シ

ー
も

あ

っ
た

。
国

家

神
道

は
あ

の
結
果

を

も

た
ら

し

た

と

は

い
わ

な

い

。
言

い
た

く

も
あ

り
ま

せ

ん

。
し

か

し

日
本

が

そ
う

い
う

ふ
う

に
走

る
よ

う

に
な

っ
た

時

に

、
妨

害

す

る

物

を

設

け
な

か

っ
た
だ

け

で
は

な

く

、
寧

ろ
進

め
る
方

に
力

を
な

し

た
。
決

定

的

な

要

因

で
は

な

く

て
、
強

調

要
因

と

し

て
働

い
た
と

思

い

ま
す

。
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国

家

神

道

の
現

在

こ
れ

は
全

部
過

去

の
歴
史

に

つ
い

て
の
も

の

で
あ

っ
て
、
現

在

に

つ
い

て

は
ど

う

い

う
ご

と



が

言

え
ま

す

で
し

ょ
う

か

。

ま
ず

現
在

に
と

っ
て
の
意

義

で
す

。

明
治

時

代

と
同

じ

よ

う

に
、
非

計

画
的

に
幾

つ
か

の
処
置

が

取

ら

れ

る

、
ま

た
取

ら

れ

そ
う

に
な

る

。
例

え
ば

伊

勢

神

宮

へ
の
参

拝

は
佐

藤

首
相

が

始

め

た
習

慣

で
、
大

平

首
相

で

さ
え

も

逆

ら

え

な

い

ほ
ど

の
伝

統

に
な

っ
た

。
今

、
不

思
議

な

こ
と

に

マ

ス

コ
ミ

は
全

然
騒

が

な

い
。

靖

国

の
場

合

は
騒

い

で
、

伊

勢
神

宮

の
場

合

に
は

既
成

事

実
が

あ

る
た

め

に
、

誰

も
何

も
言

わ

な

い
。

ま
し

て

い

つ
も

報

道

さ
れ

る

の
は

、
首

相

は
政

治

に
関

し

て
ど

う

い
う

こ
と
を

言

っ
た

の
か

、
行

っ
た

こ
と

に
対

し

て
で

は
な

く

て
、

そ

の
発

言

を
報

道

す

る

。

そ
う

す

る
と

神

道

の

立

場

か

ら
言

う

と

、
首

相

は
伊
勢

神

宮

に
参

拝

し

て
、
伊

勢

に
お

い

て
国
政

を

語

る

。

神

に
対

し

て

で
は
な

く

て
新

聞

記

者

に
対

し

て
だ
が

、

そ

の
方

向

の
違

い

さ
え

見
過

ご

せ

ば

、

一
番

理

想

的

で
す

。
伊

勢

神
宮

に
お

い
て
国

政

を
報

告

す

る

。

こ
れ

は
祭

政

一
致

の
実

現

で
は

な

い
か

と

思

わ

れ

ま

す

。

靖

国

問
題

も

い
ず

れ

そ

の
法

案

の
実

現

に
な

る
か

ど

う
か

、
そ

れ

は
進
行

中

の
問
題

で
す
が

、

し

か

し
靖
国

で
言

え
ば

い
さ

さ
か
呆

れ
た

と

い
う
か

、
腹

が

立

っ
た
と

い
う

か

、
明
治

時
代

と

ま

っ
た
く

同

じ
論

じ

方

が

あ

り
ま

す

。
明

治

時
代

で
は

一
神

社

は

宗
教

に
非
ず

」
だ

か

ら

…

…

と

い
う
わ

け

で
す

。
靖

国

法
案

の
第

一
条

だ

っ
た
か

第

二
条

だ

っ
た

か
忘

れ

ま
し

た

が

、

靖
国

神

社

は
宗

教

施

設

で

は
な

い
と
明

確

に
規

定

し

て
い
ま

す

。
も

う

そ

ろ

そ
ろ

新

し

い
考

え

を
思
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い

つ
い

て
欲

し

い

の
で

す
が

、
明

治

時
代

と

全

く
同

じ

論

じ
方

で
、
同

じ

結

果
を

も

た

ら

そ

う

と

す

る

わ
け

で
す

。

次

に
皇

室

の
祭
式

で

す
が
皇

霊

祭

・
新

嘗

祭
等

に
は

、
首

相

、

参
議

院

・
衆
議

院

の
議

長
等

が

出

席

し
ま

す

。
た
だ

し

プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
な

資
格

で
す

。
肩

書

で
呼

ん

で
、

プ

ラ
イ

ベ

ー
ト

の

資

格

で
出

席

を

す

る
な

ん

て
、
ち

ょ

っ
と

不

思
議

な

現

象
な

ん

で
す

が

、
そ

れ
も

い
ま

ま

で
批

判

を

呼

ん
だ

こ
と
が

な

い
。
靖

国

の
場

合

は

ニ

ュ
ー

ス

に
な

り
ま

す

が

、
皇

室

の
場

合

は
タ
ブ

ー
み

た

い

で
す

。

こ

の
幾

つ
か

の
現
象

の
復

活

が

、
し

か
も

明
治

時
代

と
同

じ

や

り
方

で
見

ら

れ

ま

す

。

も

う

一
つ
の
現

在

的

意

義
と

い
う

か

、
ど

う

し

て
国
家

神

道

は

勉
強

に
値

す

る

の
か

と

言
う

と

、
今

の
指

導

層

が

ど

う

い
う

意

識
を

持

つ
の
か

見

え

て
く

る

よ

う
な

気
が

す

る
か

ら

で
す

。

例

え
ば

靖
国

神

社

の
場

合

に

、
す

ぐ

に
話
題

に
な

る

の

は
軍
国

主

義

と

い
う

こ
と

で
す

。
僕

は

そ

れ

は
信

じ

な

い
。
軍

国

主

義

は
問

題

で
は

な

い
と

思

う

の

で
す

。

い
く

ら
今

、
約

6
%

の
成

長

率

を

目
指

し

て
、
防

衛

費

が

G

N
P

の
ー

%
を

突
破

し

た

と
か

言

っ
て
も

、
今

の
世

界
情

勢

の
中

で
、
軍

事

大

国

に

な

る
力

も

な
け

れ
ば

、
地

理
的

条

件

も
整

っ
て

い
な

い
し

、
気

質

に
も

合

わ

な

い
し

、

軍

国
主

義

は

ナ

ン

セ

ン
ス
と

思

い
ま
す

。

し
か

し

何

が
問

題

に
な

る

の

か

。
神

道

は
集
団

、
元

々
個

人

で

は
な

く

て

、
共

同

体

の
宗

教

で
す
か

ら

、

集

団
主

義

を
助

長

し

、
国
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民

の
生
活

感

覚

を
統

合

さ

せ
る

、

ま

さ

に
こ

の
統

合

さ

せ

る
と

い

う
意

味

で
効

果

的

で
あ

る

。

今

の
政
府

が

こ

の
よ
う

に
色

々
な

処

置

を
取

る

の
は

、

こ

の
目
的

と

い
う

か

、
目

的

と

言

っ
て

も

マ

ス
タ

ー
プ

ラ

ン
が

あ

る

の

で
は
な

く

、

コ

ン
パ

ス
が

あ

っ
て

、

そ
う

い

う
目

的

で

や

っ
て

い

る

の

で
は
な

い
か
と

思

い
ま

す

。

い
さ

さ

か
言

い
過

ぎ

が

あ

っ
た

か
も
知

れ

ま
せ

ん

が

、
僕

は

分

析

だ

け
述

べ
た

つ
も

り

で
す

。

最

後

も
分

析

で
す

。
第

三
者

、

つ
ま

り

日

本
人

で
は
な

い
人
と

し

て
、

日
本

の
事

情

を
眺

め

ま

す

と

、
今

の
政
教

分

離

制

度

、
国

家

神
道

の
た
め

に
出

来

た
厳

し

い
分
離

制

度

1

ー
国
家

は

一
切

宗
教

活

動

を

や

っ
て
は

い
け

ま

せ
ん

。

宗
教

活
動

の
た

め

に
税

金

を
使

っ
て
は

い
け

な

い

。

憲

法

第

二
十

条

・
第

八

九

条

で
す

。

I

l
こ

の
厳

し

い
分

離

制
度

は
実

際
問

題

と

し

て
厳

し

す

ぎ

る
。
最

高

裁

が
言

っ
た

よ
う

に
、
宗

教

に
も
社

会
的

側

面

も
外

的

側

面

も

あ

っ
て
、

完
全

に

分

離

す

る

こ
と

は
不
可

能

で
す

。
厳

し

す
ぎ

る

た
め

に
非

現

実
的

で
す
。

そ

の
た
め

に
問
題

が

し

ょ

っ
ち

ゅ
う
出

て
来

る

わ
け

で
す

。

つ
ま

り
信

教

の
自
由

の
目

的

の
た
め

に
、

あ

る
程
度

の
関

わ

り
合

い
を

認

め

た
方

が

良

い
の

で

は
な

い
か

と

い
う
考

え
方

も

あ

る

の

で
す

。
例

え
ば

伊

勢

の
近

く

の
津
市

の
地

鎮

祭

を
例

と

い

た
し

ま

す

と

、
体
育

館
を

建

設

し

よ
う

と

し

た
時

に
地

鎮

祭
を

行

っ
た

。
町

や
市

は

公

の
金

を

使

っ
.て
宗

教

的

活
動

を

す
る

。

こ
れ

は
明

ら
か

に
憲

法

違

反

で

あ

ろ
う

。
市

議

会

の
議
員

が
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訴

訟

を
起

こ
し

て
最

高

裁

ま

で
行

っ
た

の
で
す

が

、

そ

の
結

果

と

し

て
合

憲

で
あ

る

、
憲

法

に

違

反

し
な

い
と

い
う
結

論

が
出

て
し

ま

い
ま

し

た

。
訴

訟
を

起

こ
さ

な
け

れ

ば

、
曖

昧

な

状

態

が

残

っ
た
。

起

こ
し

た

た

め

に
事

情

が
か

な

り
変

わ

っ
た

。
戦
術

的

に
は

ー

1
ま

た
信

教

の
自

由

の
た
め

に
も

ー
ー
非

常

に
下

手

だ

っ
た

と

思

い
ま

す

。

君

が

代

と

か

日

の
丸

に
対

す

る

反
対

意
見

も

そ
う

で
す

。
ド

ン

・
キ

ホ
ー

テ
の
よ

う

に
風
車

に
対

す

る
戦

い

の
印
象

が
あ

る

の
で
す

。
僕

が
不

思
議

に
思

う

の

は

、
学
校

の
儀

式

に

国
家

が

ど

う

い
う
関

係

が

あ

る

の
か

。
卒

業

し

た

り
入

学
式

に
お

い
て

、
ど

う

し

て
国

家
的

要

素

が

入

る

の
か

。

そ
れ

は
分

か

ら
な

い
の

で
す

が

、
し

か

し
反

論

と
し

て

よ
く
読

む

の
は

、
法

律

的

基

盤

が

な

い
と

か

い
う

議

論

で
す
。

あ

れ

は
別

に
あ

っ
て
も

な
く

て
も

、
事

実

上

、
国

歌

・
国
旗

で
あ

り

、
そ

れ

に
対

し

て

こ
の
よ

う

な
理

論

を

も

っ
て
戦
う

の
は

、
勝

ち

よ

う
が

な

い
し

、
逆

効

果

を

も

た

ら
す

の

で
は

な

い

で
し

ょ
う

か

。
最

後

に
言

っ
た

の

は
意

見
表

示

に
聞

こ
え

ま
す

が

、
も

う

一
度

繰

り
返

し

て
言

い
ま
す

が

、

こ
れ
も

ま

た
分
析

の

つ
も

り

で
言

い
ま

し

た

。

ま

と

め
ま

す
と

、
国

家

神

道

、

つ
ま

り

一
九

四

五
年

ま

で

の
状

況

を
厳

密

に
眺

め
ま

す
と

、

現

在

の
い
く

つ
か

の
発

展

を

よ

り
正

確

に
理

解

す

る

こ
と

が

で
き

る
し

、
ま

た
そ

の
い

く

つ
か

の
発

展

の
間

の
関

連

性

も

見

え

て
き

ま

す

。
な

か
な

か

面
白

い

テ

ー

マ
で
す

。

以
上

で
す

。

25



*****発 表 を終 えて*****

一時間の発表で 「疲れた」と思
ったのに、

さ らに二時間のディスカッシ ョンが続 きまし

た。 しかも全部 日本語で。 しかし、,出席 した

方 々の 自由な、対等 な態度で行われた活発な

質問や議論の応答 で、疲れ も忘れて しまい

ました・このような形での発表の機会を与え

ていた だいたこ とは大 きな刺激 となって、

且つ大いに楽 しいことでもあ りました。前者

に対 して、日文研の関係者、後者 に対 して、

出席 した方 々に御礼を申し上げたいのです。

お蔭 さまで、帰 りの新幹線で 「疲れ た」の

ではなく、 「もっと勉強 しなくては」 という

気持 ちで、満足感 い っぱいで ビールを飲み

なが ら珍 しく週刊誌等ではなく、論文を読み

ながら東京 に帰 りました。

齪 仏 网 衡.
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日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 一 覧

回 年 月 日 発 表 者 ・ テ ー マ

1

62.10.12

(1987)
ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ大 学 助教 授)

AlessaridroVALOTA

「近 代 日本 の社 会 移 動 に関 す る一 、二 の考 察 」

2

62.12.11
(1987)

エ ンゲ ル ベ ル ト ・ヨ リッセ ン(日 文研 客 員 助 教 授)

EngelbertJORIﾟEN

「南 蛮 時代 の文 書 の 成 立 と南 蛮 学 の 発展 」

③
63.2.19
(1988)

リーA.ト ンプ ソ ン(大 阪 大 学 助手)

LeeA.THOMPSON

厂大相 撲 の近 代 化 」

4

63.4.19
(1988)

フ ォス コ ・マ ライー 二(日 文 研 客 員 教授)

FoscoMARAINI

「庭 園 に見 る東西 文 明の ちが い 」

⑤
63.6.14

(1988)
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiCriil
ギ大塩平 八郎研究の問題点」

6

63.8.9
(1988)

セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大 学 教 授)

SeppLINHAR.T

厂近 世 後 期 日本 の遊 び 一拳 を 中心 に 一」

⑦
63.10.11
(1988)

ス ーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサ ス大 学 助 教授)

SusanNAPIER

「近 代 日本 小 説 にお け る女 性 像 一現 実 と幻 想 一」

⑧
63.12.13
(1988)

ジ ェー ム ズC.ド ビ ンズ(オ ベ リン大学 助教 授)

JamesL.DOBBINS

「仏 教 に生 きた中 世 の女 性 一恵 信尼 の書 簡 一」

⑨
元.2。14

(1989)

厳 安生(北 亰外国語学院 日本語学 部助教授)
YANAnSheng
「中国人留学生の見 た明治 日本」

⑩
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所 長)
LIUJingwen
「教育投資 と日本の戦後経済高度成長 」



⑪

一
・兀.5.9

(1989)

ス ザ ン ヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大 学 助教 授)
SuzanneGAY

「中世 京 都 に お け る土 倉 酒 屋 一都市 社 会 の 自 由 とそ

の限 界 一」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都 工 芸 繊維 大 学 助 教授)
HSIAGang

厂イ ンタ ビ ュー ・ノ ン フ ィク シ ョンの可能 性 一猪 瀬

直樹 著r日 本 凡 人 伝 』 を手 掛 りに 一」

13

元.7.11

(1989)

エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋大 学 助 教 授)

ErnstLOKOWANDT

「国家 神 道 を考 え る」

14

元.8.8

(1989)

キ ム ・レー ホ(ソ 連 科 学 ア カデ ミー ・世 界 文 学 研 究

所 教 授)
KIMRekho

「近 代 日本 文 学 研究 の 問題 点 」

15
元.9.12

(1989)

ハ ル トムー ト0.ロ ー ター モ ン ド(フ ラ ンス 国 立 高

等 研 究 院 教 授)
HartmutO.ROTERMUND

厂江p末 期 にお け る疱 瘡 神 と疱 瘡 絵 の諸 問題 」

16

元.10.3

(1989)

汪 向榮(中 国中 日関係史研究会常務理事 ・日文研

客員教授)
WANGXiang-rung
「弥生時期 日本 に来 た中国人」

17

一
兀.11.14

(1989)

ジ ェ フ リー ・ブ ロー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教

授)
JeffreyBROADBENT

「地 域 開発 政策 決 定 過 程 を通 して み た 日米 社 会 構 造

の 比較 」

18

一
兀.12.12

(1989)

エ リック ・セズ レ(フ ラ ンス国立科 学研 究所 助教

授)
EricSEIZELET
「日本 の国際化の展望 と外国人労働者問題」



2.1.9 ス ミエ ・ジ ョー ン ズ(イ ンデ ィア ナ大 学 準 教 授)

19 (1990) SumieJONES

厂レ ト リック と して の江 戸 」

2.2.13 カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学系外 国人教

⑳ (1990) 師)
Carl$ECKER

「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理 」

2.4.10 グ ラ ン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザ ス 大学 教 授 ・日

(1990) 文研客員教授)
⑳ GrantK.GOODMAN

「忘れ られ た兵士
一戦争中の 日本 に於 けるイン ド留学生」

2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ンフ ォー ド大 学 準 教

(1990) 授 ・日文研客員助教授)
22 IanHideoLEVY

厂柿 本人麿 と日本 文学 にお け るr独 創 性』 につ い

て 」

2.6.12 リヴ ィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学 助教授)
23 (1990) LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体」

2.7.10 李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部
(1990) 講師

24 LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇
一文化伝統か らの一考察 一」

2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990) 助教授)

MAXing-guo

「正 月の風俗 一中国 と日本 」

26

2・10・ ラ

(1幹 θフ

ケ ネ ス ・ク ラ フ ト(リ ハ イ大 学 助教 授)

KennethKRAFT

「現 代 日本 に お け る仏 教 と社 会 活動 」



2? 2.11.13 アノ丶マ ドM.フ ァ トビ(カ イ ロ大学 講 師 〉

(1990) AhmedM.Fatthy

「義経文学 とエジプ トのベーバルス王伝説 に

おける主従関係の比較」

3.1.8 カ レル フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研

28 (1991) 客員助教授)
KarelFiala

「言語学か らみたr平 家物語 ・巻一』の成立過程」

3.2.12 ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科 学 アカデ ミー

(1991) 東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin

「ソビエ ヅ トの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで一」

3.3.5 ウイ ーべP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研

(1991) 究員)
30 WybeP.Kuitert

「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オル グ ・マ イ ス テ ル の旅 一 」

○は報告書 既刊
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京都市西京 区御陵大枝山町3-2

電話(075)335-2222

問合先

◎1991

国際日本文化研究センター
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国際 日本文化研究セ ンター







■ 日時

1989年7月11日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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