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序

論 

 
日

本

人

は

無

宗

教

で

あ

る

と

よ

く

言

わ

れ

る

。

そ

し

て

、

自

分

自

身

が

無

宗

教

で

あ

る

と

感

じ

る

日

本

人

も

多

い

。

実

際

私

も

、

初

詣

・
節

分

・
お

盆
・
お

葬

式
等

、

神
社

と

お
寺

、

神
と

仏

を
並

列

的
に

み

て
お
り

、
家

に

は
神

棚

も
仏

壇
も
置

か
れ
て

い

る
。
こ

の

事

に
対

し

て
疑

問

に
感

じ

た
こ

と

は
こ

れ

ま
で

一

度
も

無

か
っ

た
。
し

か

し
な

が

ら
、
大
学
で
比

較
思
想

や
キ

リ

ス
ト

教

に
関

す

る

講

義
を

受

講
し

た

際
、
日

本

人
の

よ

う
に

複
数

の

思
想

を

矛
盾

に

感
じ

る

こ
と

な
く
受

け

入
れ
る

姿
勢
は

世
界

的

に
見

る

と
非
常

に

不

思
議

な

現
象

で

あ
る

の

だ
と

感

じ
た

。
何
故

な

ら
、

他
国

の

宗
教
で

は

重
層
信

仰
な

ど

は
見

ら

れ
な

い
う
え

に
、
他

宗

教
同
士

の

争

い
も

多

い
と

知

っ
た

か

ら
で

あ

る
。

こ
の
事

実

に
対

し

て
、

私
た
ち

日

本
人

は
ど
の

よ

う
な
姿

勢
で
神

と
仏

を

捉
え

る

べ
き

な

の

だ

ろ
う

か

。
こ

こ
で
は

、

現
在

ま

で
多

く
の
人

々

に
親

し

ま
れ

続

け
て

い

る
浄

土

真
宗

の
立
場

と
し
て

、

そ
の
宗
祖
親
鸞

（
一

一

七

三

～
一

二

六
二

）
が
ど

の

よ
う

に

神
祇

を

捉
え

て

き
た

の

か
を

調

べ
る

。

更
に

親
鸞

を

受
け
継

ぎ

教
え

を

説
い

た

存
覚

（

一
二

九

〇

～

一
三

七

三
）

は
、
神

祇

に
対

す

る
著

作

を
多

く

残
し

て

い
る

為
、
浄

土

真
宗

に

お
け

る
神
祇

観
を
よ

り

詳
し
く

考
察
で

き
る

と

考

え

た
。

従

っ
て

、
親
鸞

の

神
祇

観

を
調

べ

た
後

に

存
覚

が

、
ど

の
よ
う

な

発
展
を

さ
せ

た

の
か

を

研
究

し

、
親

鸞
・
存

覚
に
お

け

る

神

祇
観

の

姿
勢

を

明
ら

か

に
さ

せ

る
。

ま
ず
本

論

第
一

章

で
は

、
日
本

に

仏
教
が

伝
来

し

て
か

ら

親
鸞

以
前
の

神
仏
関

係

に
つ
い

て

見

て
い

き

た
い

。
続
い

て

第
二

章

で
は

、
親
鸞

の

神
祇

観

を
『

教
行
信

証

』
等

を
用
い

て
考
察

す
る
。

第

三
章
で
は
、
神

祇
に

関

す

る

書
物

を

多
く

残

し
た

存

覚
の

神

祇
観

を
『
諸

神

本
懐

集

』
等

を
用
い

て

考
察
し

て
い

く
。
最

後

に
、

第

一
章

か
ら
第

三
章
を

踏

ま

え

た
上

で

結
論

と

し
て

自

分
の

考

え
を

述

べ
た

い

。 
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本

論 第

一

章 
親

鸞

以
前

の

神
仏

関

係 

第

一

節 

仏

教

伝
来

後

の
神

仏

関
係 

 

日

本
に

仏

教
が

初

め
て

伝

来
し

た

の
は

西

暦
五

三

八
年

、
朝

鮮
半

島
か

ら

で
あ

る
と
さ

れ

て
い
る

。『

上
宮
聖

徳
法
王
帝

説

』
に
お

い

て

「

志

癸

島

天

皇

御

世

戌

午

年

十

月

十

二

日

百

済

国

主

明

王

始

め

て

仏

像

経

教

並

び

に
僧

等
を

渡

し
奉

る

」
１

と

あ

る

よ

う

に

、

百

済

の
聖

明

王
（

？

～
五

五

四
・
在

位 

五

二
三

～

五
五

四

）
か

ら
日
本

の

欽
明

天

皇
（

五
一
〇

～

五
七
一

）
へ

と
伝
来

さ
れ
た

と
い

わ

れ

て
い

る

。 

当

時

の
日

本

で
は

自

然
に

対

す
る

畏

怖
の

念

か
ら

、
自

然
界

そ

れ
ぞ

れ
の

物

に
対

し

て
霊
魂

や
精

霊

の
存

在

を
認

め
信
仰

す
る
ア

ニ

ミ

ズ
ム

的

信
仰

を

経
て

、
巫

女

を
通

し

て
神
の

信

託
を

受

け
る

シ

ャ
ー

マ

ン
信

仰
、
更

に
そ
れ

ぞ

れ
の

氏
族
で

神
を
持

つ

氏
神
信

仰

へ

の
移

行

期
で

あ

り
、

突
然

の

外
来

宗

教
伝
来

に

よ
り

日

本
で

は

半
世

紀

も
の

間
、

崇
仏
派
と
廃

仏
派
に

よ
る

論

争
が

政

権
内

部

で

起

こ
る

こ

と
と

な

っ
た

。
２ 

崇

仏

派
と

は

、
蘇

我
稲
目

（

？
～

五

七
〇

）
を
代

表

と
し

た

仏
教

を

受
け

入

れ
よ

う

と
行
動

を
起

こ

す
人

々

で
あ

る
。
百

済
は
当

時

の

日
本

の

友
好

国

で
あ

る

。
そ
の

よ

う
な

百
済

か

ら
仏

教

が
伝

来

さ
れ

た

と
い

う
の
だ

か

ら
、
こ

れ

を
受

容

す
る

こ
と

に

よ
っ

て
、

百

済

と
の

友

好
関

係

を
よ

り

深
く

し

て
い

こ

う
と

考

え
た

の

で
あ

っ

た
。

そ
れ

に
対
抗

す

る
人
々

を

廃
仏

派

と
呼

ん

だ
。

廃
仏

派
は
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物

部

尾
輿

（
世

没

年
未
詳

）

を
代

表
と

し

た
仏
教

を

日
本

か

ら
排

除

し
よ

う

と
動

く

人
々

で
あ
る

。
日
本

で
は

古
来
よ
り
神

祇
を

崇

拝

し

敬
っ

て

い
る

為
、
外

来

の
神

々

や
仏

陀

を
受

容

す
る

必

要
は

無

く
、

受
容

し

よ
う

も

の
な
ら

ば
神
々

か

ら
の
祟

り
や
災

い
が

起

こ

る

と
主

張

を
続

け

た
。 

こ

の

論
争

は

、
西

暦

五
八

七

年
に

、

聖
徳

太

子
（

五

七
四

～

六
二

二
）
と

蘇

我
馬

子
（
？

～

六
二
六

）
が
物

部
守

屋
（
？

～

五
八

七

）
を

滅

ぼ
し

た

こ
と
に

よ

っ
て

正

式
な

仏

教
受

容

へ
と

決

着
が

つ

い
た

の

で
あ

っ
た
。

権
力
闘

争
に
よ

っ

て
受
容

さ
れ
て

い
っ

た

仏

教

は
、

日

本
の

国

教
と

し

て
始

ま

り
、

平

安
時

代

ま
で

続

い
て

い

く
。 

し

か

し
実

は
、

権

力
闘
争

に

よ
っ

て

仏
教

が

受
容

さ

れ
た

の

は
日

本

な
ら

で

は
の
出

来
事

で

あ
っ

た
。
中

国
や

朝

鮮
半
島
で

の
仏

教

受

容
は

、
民

間

人
の
交

流

が
盛

ん

に
な

る

こ
と

に

よ
っ

て

伝
え

ら

れ
て

い

っ
た
の

で
あ

る
。
日

本

に
仏

教

が
伝

来

し
た

と
さ
れ

る

西

暦

五
三

八

年
よ

り

以
前

の

事
に

つ

い
て

喜

多
氏

は

、「

こ
れ

よ
り

以

前
は

、
中

国
大
陸

や
朝

鮮
半
島

か
ら
の

渡
来

人

の
多

く

は
す
で

に

仏

教
信

仰

を
持

ち

、
仏

教

信
仰

を

携
え

て

、
日

本

列
島

に

渡
っ

て

き
た

と

考
え

ら

れ
る

。
」
３

と

述

べ
る

。
百
済
の

聖
明

王
か
ら

仏

教

が

伝
来

さ

れ
る

以

前
か

ら

仏
教

は

渡
来

人

に
よ

っ

て
日

本

に
渡

っ

て
き

て

い
た

の
で
あ

る

。
そ
れ

に
も
関

わ
ら

ず

日
本

で

正
式
に

仏

教

が
受

容

さ
れ

た

の
は

民

間
人

の

交
流

で

は
な

く

、
権

力
闘

争
に

よ
る

も

の
だ

っ

た

。
喜

多
氏

は

更
に

、「

仏

教
の

国
教

化

は
言

い

換

え

れ
ば

、
鎮

護
国

家
の

為

の
宗

教

と
し

て

導
入

し

て
い

っ

た
の

で

あ
る

。
そ

こ
に

は

一
般
民
衆

を
教
化

対

象
と
す

る
の
で

は
な

く
、

権

力

者
の

為

の
宗

教
・
仏

教

と
な

っ

て
い

く

の
で

あ

る

。
」
４

と

述

べ
る
。
そ
れ

に

伴
い
、
時

代
が

進

む
に

つ
れ
、
仏
教
寺

院
は
広

大

な

荘

園
を

手

に
入

れ

て
い

く

が
、

神
社

は

そ
う
で

は

な
か

っ

た
。

仏
教
が

日

本
に
本

格
的

に

伝
来

し

て
か

ら
神
仏

習
合
と

い

う
思
想

が

現

れ
始

め

る
の

だ

が
、

神
祇

側

は
仏

教

に
対
抗

す

る
術

が

無
い

ま

ま
仏

教

と
習

合

さ
れ
、
神
仏
習

合
に
拍

車
が

か

か
っ

て

い
く

こ
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と

と

な
る

の

で
あ

っ

た
。 

  
 

第
二

節 

神

仏

習
合 

神

仏

習
合

の

思
想

は

奈
良

時

代
か

ら

現
れ

始

め
た

。
そ
の

神
仏

習

合
の
思

想

は
「
護
法

善

神
」
と
「
神
身

離
脱

」
で

あ
る

。
「
護

法

善

神

」
と

は

、
「

神
は

仏
法

を

悦
び

、
仏

法

を
擁
護

す

る
」
と
い

う

考
え
で

、
天
平
神
護

元

年
十
一

月

の
詔

に

は
「
神
等
を

ば

三
宝

よ

り

て

離
れ

て

触
れ

ぬ

物
ぞ

と

な
も

人

の
念

て

あ
る

、
然

れ

ど
も

経

を
見
ま

つ

れ
ば

、
仏
の

御
法
を

護

り
ま

つ
り
尊

み
ま
つ

る

は
諸
の

神

た

ち
に

い

ま
し

け

り
」

と

あ
る

。
５

こ

れ

は

護
法

善

神
の

代

表
的

な

例
で

あ

る
。 

次

に
「
神

身

離
脱

」
と
は

、「

神
も

一

個
の

衆
生
で

あ

り
、
仏

法
に

よ

っ
て

苦

悩
を

免

れ
よ

う
と
す

る

」
と

い
わ
れ

る
考
え

で

あ
り
、

神

も

そ
の

身

を
離

脱

し
て

悟

り
を

得

よ
う

と

し
て

い

る
の

だ

と
い

う

。
延

慶

（
生
没

年
不

詳

）
の

『

武
智

麿
伝
』

に
は
、 

公

の

仏

法

を

愛

慕

し

た

ま

う

こ

と

人

も

神

も

共

に

知

り

ぬ

。

幸

は

く

は

、

吾

が

為

に

寺

を

造

り

、

吾

が

願

を

助
済

せ

し

め

よ

。

吾

れ

宿
業

に

困
り

神

た
る

こ

と
も

と

よ
り

久

し
。

今

仏
道

に
帰

依

せ
む
と

欲

し
て
福

業
を

修

行
す

る

に
因

縁
を
得

ず
。
故

に

来

た

り

て
之

を

告
ぐ

。
６ 

と

、

夢
中

に
気

比

神
が
早

く

仏
道

に

帰
依

し

て
神

で

あ
る

こ

と
を

免

れ
た

い

と
告

げ
た
こ

と

を
き
っ

か
け
と

し
て

、
武
智

麿

（
六

八

〇

～

七
三

七
）

は

越
前
の

気

比
神

宮

を
造

っ

た
の

だ

と
さ

れ

る
。

こ
の
よ

う

な
神

宮

寺
は

神
仏
習

合
の
特

徴

で
も
あ

り
、
神

社
の

境

内

な

ど
に

あ

る
寺

院

の
こ

と

を
い

う
。

越

前
の
気

比

神
宮

寺

の
他

に

も
、

若

狭
の

神
願
神

宮
寺
や

伊

勢
の

多
度
神

宮
寺
、

常

陸
の
鹿

島

神

宮
寺

、

山
城

の

賀
茂

神

宮
寺

、

豊
前

の

宇
佐

神

宮
寺

な

ど
が

あ

る
。

ま

た

、
『

日
本
霊

異
記

』

に
お

い
て
は

、 
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我

れ

は

東

天

竺

の

大

王

な

り

。

彼

の

国

に

修

行

の

僧

の

従

者

数

千

あ

り

。

故

に

農

業

を

怠

る

。

困

り

て

我

れ

制
め

て

言

は

く

、

従

者

多
き

こ

と
莫

れ

と
。

其

の
時

我

れ
は

従
衆
の

多

き
を

と

ど
め

、
道
を

修
む
る

を

と
ど
め

ず
と

雖

も
、

従

者
を

防
ぐ
る

に
困

り

と

罪
報

と

成
る

。

故
に

こ

の
身

を

脱
れ

ん

が
為

に

、
此

の

堂
に

住

居
し

て
我
が

為

に
法
華

経
を

読

め
。
７ 

と

記

さ
れ

、
近

江

国
野
洲

の

陀
我

の

神
が

猿

と
な

っ

て
現

れ
、

神

身
を
脱

す

る
た

め

に
法

華
経
を

読
誦
し

て

ほ
し
い

と
い
う

説
話

を

伝

え

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

神

仏

習

合

で

は

、

神

を

煩

悩

を

持

っ

た

衆

生

と

し

て

捉

え

、

仏

法

に

救

い

を

求

め

、

三

宝

に

帰

依

し

、

そ

の

神
力

を

も
っ

て

仏
法

を

守
護

す

る
も

の

で
あ

る

と
考

え

ら
れ

て

き
た

の

で
あ
っ

た
。

こ
こ
か

ら
、
仏

教
と
神

祇
は
非

常
に
密

接

な

関

係
性

に

あ
っ

た

こ
と

が

わ
か

り

、
こ
う

し
た

神

仏
習

合

の
思

想

は
し

だ

い
に
論

理
的

な

根
拠

を

与
え

る
た
め

本
地
垂

迹

説
へ
と

発

展

し
て

い

く
の

で

あ
る

。 

  
 

第
三

節 

本

地

垂
迹

説 

本

地

垂
迹

説

と
は

、
神
は

本

地
で

あ

る
仏

が

生
き

と

し
生

け

る
も

の

を
救

済

す
る

た
め
に

日

本
へ
化

身
と

し

て
現

れ

た
も

の
で
あ

る

と

考
え

る

説
で

あ

る
。

本

地
垂

迹

と
い

う
表
現

が

初
め

て

使
用

さ

れ
た

と

さ
れ

て

い
る
の

は
、

貞

観
元

年
（
八

五
九
年

）
八
月

の

「

延

暦
寺

十

禅
師

伝

灯
大

法

師
位

恵

亮
の

表

」
で

あ

る
。 

 

皇

覚
物

を

導
き

、

且
は

実

、
且

は

権
、

大
士
迹

を

垂
れ

、

或
い

は

王
、

或

い
は

神

、
故
に
能
く
聖

王
国

を

治
め

、

必
ず

神
明
の 

 
 

 

冥

助

を
頼

む

。
神

道
累
を

剪

り
、

只

調
御

の
慧
刃

を

憑
む

。

伏
し

て
惟
う

金
輪
陛

下

六
牙
に

乗
じ

神

の
迹

を

降
し

、
九
歳

に
逮 

 

び

て

九
五

に

登
り

、

仏
の

付

属
を

う

け
て

大

法
輪

を

転
じ

、

法
門

の

余
慶

還

り
て

今

に
在

る
か
。
８ 



コピー厳禁

6 

 

と

記

さ
れ

て

お
り

、
本
格

的

な
垂

迹

説
で

は

な
く

未

だ
漠

然

な
も

の

だ
が

、

権
実

・
垂
迹

と
い
う

表

現
を

見
る
こ

と
が
で

き

る
。
更

に

、『
走

湯

山
縁

起
』
巻
二

の

な
か

で

は

、「
権
現

の

御
体

を

神
殿

に

込
め

奉

る
」
９

と
記

さ
れ
て
い
る

こ
と
が

わ
か

る
。
権

現
と
い

う

表

現

は
、

仏
や

菩

薩
が
仮

に

神
の

姿

と
な

っ

て
こ

の

世
に

現

れ
た

こ

と
を

意

味
し

て
お
り

、
本
地

垂
迹
の

関

係
に
よ

っ
て
仏

と
神

を

関

係

づ
け

て

い
た

こ

と
の

根

拠
と

な

る
。

こ
の
他

に

も
、

承

平
二

年
（
九

三

二
年
）

延
教

の
記
で

あ

る
『

走

湯
山

縁
起
』

巻
五
に

お

い

て

、 

 
 

根
本

地

主
に

二

神
あ

り

。
一

は

白
道

神
に
し

て

本
地

は

地
蔵

菩

薩
埵

、

男
形

、
二
は

早
追
権

現

に
て

女
形
、

本
地
は

大

威
徳
明 

 

王

で

あ
る

。
１

０ 

と

あ

り
、
天

慶
二

年

菅
原

氏

胤
の

記

で
あ

る
『
走

湯

山
縁

起

』
巻

四
に
お

い

て
は

、「
本
地

は
甚

深

の
儀

、
垂
迹

は
和
光

の

霊
験

で

あ

る

」
１

１

と

あ

る

。

こ

こ

か
ら

「

本

地

」
「

垂

迹

」
と

い

っ

た

表

現

が

見

ら
れ

る

こ

と

は

、

つ

ま

り
平

安
時

代

中
頃

に

は

す
で
に

本

地

垂

迹

思
想

が

広
く

流

行
し

て

い
た

の

で
は

な

い
か

と

考
え

ら

れ
る

。 

 

こ

う
し

た

本
地

垂

迹
思

想

は
平

安

末
期

に

な
る

と

、
旧

仏
教

側

か
ら
の

法

然
（

一
一
三

三
～
一

二

一
二

）
の

念

仏
宗
を

非

難
す
る

際

の

理
論

と

し
て

用

い
ら

れ

る
よ

う

に
な

っ

て
く

る

。 

  
 

第
四

節 

法

然

の
神

祇

観 

専

修

念
仏

を

支
持

し

て
い

た

法
然

は

、
南

都

や
北

嶺

な
ど

か

ら
弾

圧

を
受

け

る
こ
と

と
な

っ

た
。

弾
圧
の

理
由
は

、

神
祇
不
拝
・

軽

蔑

に
よ

る

も
の

で

あ
る

。
こ

れ

は
、

仏
教

界
全

体

と
し

て

の
神

祇

理
解

が

本
地
垂

迹
と

し

て
理

解

さ
れ

て
い
た

こ
と
の

証

明
と
も
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い

え

る
だ

ろ

う
。 

ま

ず

、
法
然

の

専
修

念
仏

教

団
へ

の

弾
圧

で

あ
る

承

元
の

法

難
の

契

機
と

な

っ
た

の
は

、
解
脱
房

貞

慶
（
一

一

五
五
～
一

二
一
三
）

の

『

興
福

寺

奏
状

』
で
あ

っ

た
。

こ

こ
で

は
、
第

一

「
新

宗

を
立

つ

る
失

」

第
二

「

新
像
を
図
す
る

失
」
第

三
「

釈
尊
を

軽

ん
ず

る

失

」

第
四

「

万
善

を
防
ぐ

る

失
」

第

五
「

霊
神
に

背

く
失

」

第
六

「
浄
土

に

暗
き
失

」
第

七
「
念

仏

を
誤

る

失
」

第

八
「

釈
尊
を

損

ず

る

失
」

第

九
「

国
土
を

乱

る
失

」

と
い

っ
た
九

ヶ

条
の

過

失
を

挙

げ
、

専

修
念

仏

そ
の
も
の
に
対

し
て
や

専
修

念

仏
者

の

行
為

へ

の

批

判
・

紛

糾
が

綴

ら
れ

た

。
そ

の

中
で

も

、
第

五

条
に

は

「
霊

神

に
背

く

失
」

と
し
て

、 

念

仏

の
輩

、

永
く

神
明
に

別

る
。

権

化
実

類
を
論

ぜ

ず
、

宗

廟
大

社
を
憚

ら
ず
。

も

し
神
明
を
恃

め

ば
、

必

ず
魔

界
に
堕

つ

と 
 

 

云

々

。
実

類

の
鬼

神
に
お

い

て
は

、

置
い

て
論
ぜ

ず

。
権

化

の
垂

迹
に
至

っ
て
は

、

既
に
是
れ
大

聖

な
り

。

上
代

の
高
僧

皆

以 

っ

て

帰
依

す

。
１

２ 

と

記

さ
れ

て

い
る

。
こ
れ

は

、
専

修
念

仏

の
人
は

権

化
神

と

実
類

神

の
区

別

を
知

ら

な
い

の
で
魔

界
に
落

と

す
。
権
化
神
は

本
地

垂

迹

の

神
々

で

あ
る

か

ら
、
上
代

の

高
僧

は

皆
帰
依

し

た
と

述

べ
て

い

る
の

で

あ
る

。
つ

ま
り
、
本

地

垂
迹

の
立
場

か
ら
、
神
を

権
化
・

実

類

に
分

け

、
専

修
念
仏

教

団
が

権

化
神

ま

で
排

し

て
い

る

こ
と

を

批
判

し

て
い
る

の
だ

。
こ
こ

で

出
て

く

る
、

権
化
神

と
は
、

本

地

垂

迹
が

適

用
さ

れ

た
神

々

の
こ

と

を
い

い
、
不

空

羂
索

観

音
・

薬
師
如

来

・
地

蔵

菩
薩
・
十
一
面

観
音
の

神
仏

習

合
神

で

あ
る

春

日

権

現
や

熊

野
本

宮

大
社

・

熊
野

速

玉
大

社
・
熊

野

那
智

大

社
の

祭

神
で

あ

る
熊

野
権
現

な

ど
が
そ

う
で
あ

る
。

ま
た
、

実

類
神

と

は

、

人
類

・

畜
類

な

ど
で

祟

り
を

起

こ
す

と

信
じ

ら

れ
て

い

る
生

霊

や
死

霊

を
神
格

化
し

た

も
の

の

こ
と

を
い
う

。
１

３ 

承

元

の
法

難

（
一

二
〇
五

年

）
か

ら

十
九

年
後
に

は

、
嘉

禄

の
法

難
（
一

二

二
七

年
）
の

契
機
と

な

る
比
叡

山
か
ら

上
奏

さ

れ
た
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『

停

止
一

向

専
修

記
』
に

よ

り
、

一

向
専

修
の
停

止

を
要

請

さ
れ

た
。
中

で

も
第

二

条
に
は
「
一
向

専
修
の

党
類

神

明
に

向

背
す

る

不

当

の
事

」
１

４

と

掲

げ

て
、
専

修

の
人

は
神

明

を
敬

わ

な
い

が

、
こ

れ

は
神

国

の
礼

を

失
う

も
の
で

あ

っ
て
、
当
然

神
の
咎

が

あ
っ

て

し

か
る

べ

き
で

あ

る
の

だ

と
批

判

し
た

。
１

５ 

こ

の

よ
う

に

南
都

や

北
嶺

か

ら
の

弾

圧
が

続

い
た

の

だ
が

、
法

然

が
神
祇

に

関
し

て

明
確
に

批
判

を

し
た

文

や
、

軽
蔑
を

す
る
文

は

な

い
の

で

あ
る

。
し
か

し

な
が

ら

、
『

三

部
経

釈

』
や
『
選

択
集

』
に

お

い
て

、
神

祇

不
拝
を

説

く
と

み

ら
れ

る
要
素

を
内
包

し

て

い

る

可
能

性

は
あ

る

。
１

６ 

『

三

部
経

釈

』
は

文

治
六

年
（
一

一

九
〇

年
）
に

重

源
の

請

に
よ

っ

て
東

大

寺
で

講
述
さ

れ

た
も
の

で
あ

る

。『

大
経
釈

』
の
正
宗

文

『

漢
語

灯

録
』

で
は
、

四

十
八

願

の
興

意
・
依

願

修
行

・

所
得

修

正
・

往

生
行

業

の
四

つ
に
分

け
て
述

べ

ら
れ
て

お
り
、

特
に

往

生

行

業
で

は

、
読

誦
正
行

・

観
察

正

行
・

礼
拝
正

行

・
称

名

正
行

・
讃
嘆

供

養
正
行

の
五

正

行
の

中

か
ら

称
名
こ

そ
が
正

定

業
で
あ

る

と

明
か

し

た
。
更
に
、
正
行

に

対
し

読

誦
雑
行
・
観

察

雑
行
・
礼

拝
雑

行
・
称

名
雑

行
・
讃
嘆
供

養
雑

行

の
五

種

雑
行

を

説
い

た
。

法

然

は
、

こ

の
五

雑
行
の

内

容
と

し

て
、

阿
弥
陀

仏

以
外

の

仏
や

菩

薩
、

神

々
を

崇

拝
す
る
こ
と
や

名
号
を

称
す

る

こ
と

、

讃
嘆

供

養

す

る

こ

と

を

雑

行

と
さ

れ

た

の

で

あ

る

。
１

７

ま

た

、
『

阿

弥

陀

経

釈

』
に

お

い
て

は
、

阿
弥

陀
仏

以

外
の

一

切

の

行
業
を

廃
捨

す

る

べ

き
で

あ

る
と

示

さ
れ

た

。１
８

し

か

し
当

然

な
が

ら

、
こ

れ

は
神

祇

不
拝

を

含
む
も

の
と

し

て
捉

え
ら
れ

、
先
程

も

述
べ
た

通
り
、

仏

教

界
全

体

と
し

て

の
神

祇

理
解

が

本
地

垂

迹
と

な

っ
て

い

た
こ

と

か
ら

、
法

然
や

そ

の
門
下
の

神
祇
観

に

対
す
る

他
宗
派

の
反
応

は

厳

し
い

も

の
と

な

っ
た

の

で
あ

る

。 

一

方

で
、

法

然
が

神

祇
護

念

の
立

場

を
持

っ

て
い

た

こ
と

も

そ
の

著

作
か

ら

窺
う
こ

と
が

で

き
る

。
『

浄
土
宗

略
抄
』
に

は

、 
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仏

に

帰
し

、

法
に

帰
し
、

僧

に
帰

す

る
人

に
は
、

一

切
の

神

王
、

恒
沙
の

鬼
神
を

眷

属
と
し

て
、

つ

ね
に

こ

の
人

を
ま
も
り

給 
 

ふ

と

い
へ

り

。
し

か

れ
ば

か

く
の

ご

と
き

諸

仏
・

諸

神
、

圍

繞
し

て

ま
も

り

給
は
ん

う
ゑ

は

、
又

い

づ
れ

の
仏
・

神
か
あ

り 
て

な

や
ま

し

、
さ

ま

た
ぐ

る

こ
と

あ

ら
ん

。
１

９ 

と

三

宝
に

帰

依
し

た

者
は

、

神
祇

に
護

ら

れ
て
い

る

と
述

べ

諸
仏

・
諸
神

に

護
ら
れ

て
い

る

の
で

、

ど
の

仏
神

も

悩
ま
し

た

り
す
る

こ

と

は
無

い

の
だ

と

示
さ

れ

て
い

る
。

こ

の
よ
う

な

考
え

は
、

法

然
を
師

と

慕
っ
て

い
た

親

鸞
の

思

想
に

も
大
き

く
影
響

を

与
え
る

こ

と

と
な

る

の
で

あ

る
。 

 
 

 

第

二

章 

親

鸞
の

神

祇
観 

 
 

第
一

節 

神

祇

不
拝 

 

浄

土
真

宗

に
お

け

る
神

祇

観
の

基

本
的

な

構
造

は

宗
祖

親

鸞
に

よ

っ
て

定

立
さ

れ
た
。

仏
教
が

日
本
に

伝

来
し
て

以
来
、
固

有
信

仰

で

あ
る

神

祇
崇

拝

と
の

間

で
様

々

な
問

題

を
抱

え

た
が

、
大

多
数

の
宗

派

は
神

仏

習
合

と
い
う

形
で
一

応

の
解
決

と
な
っ

て
い
た
。

し

か

し
、

こ

の
よ

う
な
状

況

下
に

お

い
て

も
、
雑

行

雑
修

を

排
し

、
真
実

信

心
に
生

き
た

親

鸞
の

御

消
息

か
ら
は

、
神
祇

不

拝
の
立

場

を

表
わ

す

表
現

が

多
く

確

認
で

き

る
。
特

に
親

鸞

の
神

祇

観
を

窺

う
事

が

で
き

る
資
料

は
『
教

行

信
証

』「

化
身

土
巻

」
で
あ
る
。 

 
 

そ
れ

も

ろ
も

ろ

の
修

多

羅
に

よ

っ
て

、
真
偽

を

勘
決

し

て
、

外
教
邪

偽

の
異
執

を
教

誡

せ
ば

、
『
涅
槃

経

』
（

如
来
性

品

）
に
の 

 
 

た
ま

は

く

、
「

仏
に

帰

依
せ

ば

、
つ

ひ

に
ま

た

そ
の

余

の
も

ろ

も
ろ

の

天
神

に

帰
依

せ

ざ
れ

」

と
。
２

０ 
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と

い

う
文

か

ら
始

ま

る
外

教

釈
と

称

さ
れ

て

い
る

部

分
か

ら

、 

 
 

『
般

舟

三
昧

経
』
に

の

た
ま

は

く

、
「

優
婆

夷

、
こ

の

三
昧

を
聞
き

て

学
ば

ん

と
欲
せ

ん
も

の

は
、
（

乃
至

）

み
づ

か

ら
仏

に
帰 

 
 

命
し

、

法
に

帰
命
し

、

比
丘

僧

に
帰

命
せ
よ

。

余
道

に

事
ふ

る
こ
と

を

得
ざ
れ

、
天

を
拝
す

る

こ
と

を

得
ざ

れ
、
鬼

神
を
祠

る 

 
 

こ
と

を

得
ざ

れ

、
吉

良

日
を

視

る
こ

と

を
得

ざ

れ
」

と

な
り

。
２

１ 

「

ま

た
の

た

ま
は

く

、（
同

）「

優

婆
夷

、
三
昧

を
学

ば

ん
と

欲

せ
ば

、（

乃
至

）
天

を
拝

し

神
を
祠
祀

す
る
こ

と

を
得
ざ

れ
」
と
な

り

。
」

２

２

と

様

々

な

典

拠

を

用

い
な

が

ら

神

祇

不

拝

の

証
明

と

し

て

見

せ

る

。

こ
の

よ

う

な

引

用

か

ら

、
親

鸞

は

「

天
神

」
「
天

」
「

鬼

神

」

「

神

」
「

魔

」
「

鬼
」

を
神

祇

と
し

て

捉
え

て

い
る

と

考
え

ら

れ
、

更
に
野

世

氏
は

親

鸞
が

不
拝
の

対
象
と

し

て
捉
え

た
神
祇

を
以

下

の

よ

う
に

ま

と
め

た

。 

 
 

㊀
経

論

釈
等

に

見
ら

れ

る
鬼

・
魔

・
天

等
の

神

祇
及

び

日
本

古

来
の

神

々
、

㊁
人

間

存
在
そ

の
も
の

に

内
在
す

る
神
祇

と
し
て 

 

捉

え
ら

れ

た
我

執

性
や

迷

妄
性

、
㊂

本

地
垂
迹

説

を
教

義

に
取

り

入
れ

神

仏
習

合

し
た
聖

道
仏

教

教
団

に

お
け

る
神
祇
性
、
㊃ 

 
 

自
ら

の

政
治

的

権
威

を

神
祇

に

よ
っ

て

裏
打

ち

し
、

自
ら

を

神
聖
化

・
絶

対

化
し
て

民
衆
を

支

配
し

て
ゆ
こ

う
と
す

る

世
俗
的 

 
 

権
力

に

お
け

る

神
祇

性

等
で

あ

る
。
２

３ 

親

鸞

は
こ

の

よ
う

に

幅
広

く

神
祇

を

捉
え

、

そ
れ

ら

に
対

し

明
確

に

不
拝

の

立
場

を
表
わ

し

て
い
る

の
で
あ

る
。 

 

親

鸞
が

な

ぜ
こ

こ

ま
で

明

確
に

神

祇
不

拝

の
立

場

を
示

す

の
か

、
そ
の

考

え
が

よ

く
理

解
で
き

る
の
は

、
同

じ
く
外
教
釈

の
い

く

つ

か

の
引

用

文
に

よ

っ
て

読

み
取

る

こ
と

が

で
き

る

。 

 
 

神
智

法

師
釈

し

て
い

は

く
（

天

台
四

教

儀
集

解

）
、「

餓

鬼
道

は
つ
ね

に

飢
ゑ

た
る
を

餓

と
い
ふ

、
鬼

と
は
帰

な
り
。『

尸
子
』
に 
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い
は

く

、
〈

古

は
死

人

を
名

づ

け
て

帰

人
と

す

。
ま

た

人
神

を
鬼
と

い

ひ
、

地

神
を
祇
と
い
ふ

〉
と
。
（
乃
至
）
形

あ

る
い

は

人 

 
 

に
似

た

り
、

あ

る
い

は

獣
等

の

ご
と

し

。
心

正

直
な

ら

ざ
れ

ば

、
名

づ

け
て

諂
誑
と

す

」
と
。
２

４ 

 
 

大
智

律

師
の

い

は
く
（

盂

蘭
盆

経

疏
新

記
）
、
「

神

は
い

は

く
鬼

神
な

り

。
す
べ
て

四
趣

、
天
・
修
・
鬼
・
獄
に
収
む

」
と
。
２

５ 

 
 

度
律

師

の
い

は

く
（

観

経
扶

新

論

）
、
「

魔
は

す

な
は

ち

悪
道

の

所
収

な

り
」
と

。
２

６ 

こ

れ

ら
の

引

用
文

に

お
い

て

、
親

鸞

は
神

祇
が
何

に

属
し

て

い
る

の

か
を

示

し
、
更

に
『

起
信
論

』
か
ら
引

用
し
、「
あ
る
い

は
衆
生

あ

り

て

、

善

根

力

な

け
れ

ば

、

す

な

は

ち

諸

魔
・

外

道

・

鬼

神

の

た

め
に

誑

惑

せ

ら

る

」
２

７

加
え

て

『
往

生

要

集

』
か

ら
引
用

し

、

「

魔

は
煩

悩

に
よ

り

て
菩

提

を
妨

ぐ

る
な

り

。
鬼

は

病
悪

を

起
し

命

根
を

奪

ふ

」
２

８

と

顕
わ

し
た
。
つ

ま
り
、
親

鸞
に

と
っ

て

神
祇

は

人

間
の

煩

悩
に

巣

く
い

、

そ
の

人
の

成

長
を
阻

む

だ
け

で

な
く

、
命
ま

で

も
を
奪

う
存

在

で
あ

る

の
だ

っ
た
と

思
わ
れ

る

。
こ
の

よ

う

な
理

由

か
ら

、
人
々

が

神
祇

に

仕
え

る

必
要

が

無
い

こ

と
を

強

く
主

張

し
、
特

に
『

論
語
』

先

進
篇

の

文
を

読
み
替

え
た
こ

と

は

神

祇
不

拝

の
決

定

的
な

態

度
を

表

わ
し

た

と
し

て

有
名

で

あ
る

。
２

９ 

 

親

鸞
の

こ

の
よ

う

な
立

場

は
、

法
然

か

ら
受
け

継

い
だ

念

仏
の

専

修
性

の

根
拠

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か

し
、

神
祇
不

拝
は

神

祇

軽

侮
へ

と

発
展

す

る
可

能

性
を

持

ち
、

や
が
て

そ

れ
は

造

悪
無

碍

の
異

義

の
一

部

を
構

成
す
る

こ
と
と

な

る
。
神
祇
軽
侮

や
造

悪

無

碍

の
異

義

は
世

俗

的
・

社
会

的

な
問

題

を
起
こ

す

こ
と

に

繋
が

る

恐
れ

が

あ
る

た

め
、

親
鸞
は

消

息
類

を
通
じ

て
軽
侮

を

戒
め
た

の

で

あ
っ

た

。
と

い
う
の

も

、
こ

の

よ
う

な
神
祇

軽

侮
は

す

で
に

法

然
教

団

で
問

題

と
な
り
、
元
久

二
年
十

月
『

興
福
寺

奏

状
』

の

第

五

条
や

、

貞
応

三

年
五

月

『
山

門

奏
状

』

の
第

二

条
で

追

求
・

糾

弾
さ

れ

て
い

た
か
ら

で

あ
る
。 

 

ま

た
他

に

『
正

像

末
和

讃

』
に

お

い
て

も

否
定

的

態
度

を

窺
う

こ

と
が

で

き
る

。 
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五
濁

増

の
し

る

し
に

は 

こ

の

世
の

道

俗
こ

と

ご
と

く 

外

偽

は
仏

教

の
す

が
た
に

て 

内

心

外
道

を
帰
敬

せ
り
３

０ 

 
 

か
な

し

き
か

な

や
道

俗

の 

良

時
・

吉

日
え

ら

ば
し

め 

天

神

・
地

祇

を
あ

が
め
つ

つ 

ト

占

祭
祀

つ
と
め

と
す
３

１ 

と

示

し
、

仏

法
者

が
「
良

時

吉
日

」

に
と

ら

わ
れ

て

「
天

神

地
祇

」
「
一

切

鬼
神

」

を
崇

め
、
「

ト

占
祭
祀

」
を
つ
と
め

る

こ
と

を

非

難

し

て
い

る

。
こ

の

和
讃

に

お
け

る

親
鸞

の

態
度

に

つ
い

て

野
崎

氏

は
、 

 
 

神
社

に

は
神

宮

寺
が

置

か
れ

、
社

僧

が
奉
仕

し

、
法

楽
と

称

し
て
神

前

に
読
経

す
る

。
こ
の

よ

う
な

光

景
が

本

地
垂

迹
思
想

の 

 
 

流

行

と

共

に

津

々

浦

々

の

有

名

大

社

は

勿

論

、

小

祠

に

至

る

ま

で

く

り

ひ

ろ

げ

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

内

容

的

に

み

る

な
ら

ば

、 

 
 

上
は

鎮

護
国

家

よ
り

下

は
個

人

的
な

攘

災
招

福

の
現

世

祈
祷

が

行
わ

れ

て
い

る
。

神

祇
へ
の

現
世
的

関

心
と
、
仏
教
、

就
中
天 

 
 

台
・

真

言
の

、
神
道

と

は
比

較

に
な

ら

ぬ
ほ

ど

、
高

度

に
体

系
化
さ

れ

、
複
雑

な
儀

式
を
も

つ

両
密

教

の
呪

術

的
な

魅
力
と

が 

 
 

結
合

し

た
の

が

本
地

垂

迹
思

想

と
考

え

ら
れ

る

。
親

鸞

に
と

っ

て
到

底

容
認

さ
れ
る

べ

く
も
な

い
事
は

明
ら

か

で
あ

る

。
３

２ 

と

述

べ
る

。
真

実

信
心
に

生

き
た

親

鸞
に

と

っ
て

、

こ
の

よ
う

な

神
祇
祭

祀

行
為

は

全
て

自
力
の

行
為
な

の

で
あ
っ

た
。
神

祇
を

信

仰

す

る

こ

と

は

、

自

力

的

行

為

で

あ

り

外

道

で

あ

る

か

ら

、

直

接

親

鸞

が

本

地

垂

迹

説

に

つ

い

て

触

れ

る

こ

と

は

無

い

に

し

て

も

、

神

祇

不
拝

の

立
場

を

堅
持

し

続
け

て

い
る

理

由
は

よ

く
理

解

で
き

る

で
あ

ろ

う
。 

  
 

第
二

節 

神

祇

護
念 

 

親

鸞
の

神

祇
観

の

中
に

は
、

こ

れ
ま

で

述
べ
て

き

た
よ

う

な
厳

し

い
神

祇

不
拝

の

立
場
と

共
に

、
神
祇

を
肯
定

的
に
見

る
か
の

よ

う

な

神
祇

護

念
の

立

場
も

あ

る
。

神
祇

護

念
と
は

、

念
仏

者
が

神

祇
に
よ

っ

て
護
ら

れ
障

り

を
受

け

ず
、

こ
れ

を

あ
な
づ

り

捨
て
る
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と

い

う
こ

と

は
無

い

と
い

う

意
味

で

あ
る

。
こ
の

よ

う
な

神

祇
護

念

の
立

場

を
証

明

す
る
も

の
は

、
同

じ
く
『
教
行

信
証

』「

化
身
土

巻

」
末

で
『

大

集
経

』
３

３

『

灌

頂

経
』
３

４

な

ど

に

よ
っ

て

鬼
神

が

仏
教

者

を
擁

護

す
る
と

い
う

こ

と
を

明

か
し

た

。
更
に

、
同
「

信

巻

」
で
は

、
信

心

獲
得
者

の

現
世

十

益
を

説

い
て

、
第
一

に
「

冥

衆
護
持

益

」
を

挙
げ

て

い
る
。
３

５

こ

こ

で
は
、
神
祇
の
仏
教

帰
依

者

や

念
仏

者

へ
の

守

護
を

説

い
て

い

る
が

、
同
じ

神

祇
護

念

説
で

も
、
神

祇

の
仏
教

帰
依

者

や
念

仏

者
へ

の
無
障

碍
を
説

い

て
い
る

内

容

も
あ

る

。
そ

れ

は
、
「

化

身
土

巻
」

末

の
『

日

蔵
経

』
「
念

仏

三
昧

品

」
に

お

い
て

「
も
し

衆
生
あ

り
て
、

仏

の
名
を

聞
く
こ
と

を

得

て

一

心

に

帰

依

せ
ん

、

一

切

の

諸

魔

、

か
の

衆

生

に

お

い

て

悪

を
加

ふ

る

こ

と

あ

た

は

ず
。
」
３

６

と

明

か

さ

れ
て

い
る
こ

と

か

ら

わ

か
る

。

特
に

、
『
現

世

利
益

和

讃
』

で

は
、 

 
 

南
無

阿

弥
陀

仏

を
と

な

ふ
れ

ば 

梵

王

・
帝

釈

帰
敬

す 

諸

天

善
神

こ

と
ご

と
く 

よ

る
ひ

る

つ
ね

に
ま
も

る
な
り 

南

無

阿
弥

陀

仏
を

と

な
ふ

れ

ば 
四

天
大

王

も
ろ

と

も
に 

よ
る

ひ

る
つ

ね

に
ま
も

り
つ

つ 

よ
ろ

づ
の
悪

鬼
を

ち

か
づ

け

ず 

天

神

・
地

祇

は
こ

と

ご
と

く 

善

鬼

神
と

な

づ
け

た

り 

こ

れ
ら

の

善
神

み

な
と

も

に 

念

仏
の

ひ

と
を

ま

も
る

な

り 

願

力

不
思

議

の
信

心

は 

大

菩
提

心

な
り

け

れ
ば 

天
地

に

み
て

る

悪
鬼

神 

み
な

こ
と

ご

と
く

お

そ
る

な
り
３

７ 

と

し

、
親

鸞

は
、

諸
天
善

神

・
天

神

地
祇

で
あ
る

善

鬼
神

等

は
念

仏

者
を

守

護
し

、

悪
鬼

神
は
念

仏

者
を

畏
れ
る

と
考
え

ら

れ
て
い

た

こ

と
が

よ

く
わ

か

り
、

信
心

獲

得
者

は

現
世
に

お

い
て

天

神
地

祇

か
ら

守

護
を

受

け
る
事
・
神
祇

は
念
仏

者
に

妨

げ
を

し

な
い

事

の

二

面
が

顕

わ
さ

れ

て
い

る

。 

 

更

に

、
『

御

消
息

集
』

四

に
は

、 

 
 

ま
づ

よ

ろ
づ

の

仏
・

菩

薩
を

か

ろ
し

め
ま
ゐ

ら

せ
、

よ

ろ
づ

の
神
祇

・

冥
道

を
あ
な

づ
り
す

て
た
て

ま

つ
る
と

申
す
こ

と
、

こ 
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の
事

ゆ

め
ゆ

め

な
き

こ

と
な

り

。（
中

略

）
仏

法

を
ふ

か

く
信

ず

る
ひ

と

を
ば

、
天
地
に

お
は

し

ま
す

よ

ろ
づ

の

神
は

、
か
げ
の 

 
 

か
た

ち

に
添

へ

る
が

ご

と
く

し

て
、

ま
も
ら

せ

た
ま

ふ

こ
と

に

て
候

へ

ば
、

念
仏
を

信
じ
た

る

身
に

て
、

天

地
の
神

を

す
て
ま 

 
 

う
さ

ん

と
お

も

ふ
こ

と

、
ゆ

め

ゆ
め

な

き
こ

と

な
り

。

神
祇

等

だ
に

も

す
て

ら
れ
た

ま

は
ず
。
３

８ 

と

述

べ
、

明
確

に

神
祇
不

捨

の
立

場

を
取

っ

て
い

る

事
が

わ

か
る

。
資
料

に

よ
っ

て

微
妙

な
態
度

の
違
い

が

あ
り
、
一
様
で

あ
る

と

は

言

い
が

た

い
が

、

神
祇

を

た
だ

廃

捨
す

る

の
で

は

な
く

、

肯
定

的

に
受

容

し
て

い
る
と

い

う
こ
と

は
理
解

さ
れ

る

。 

  
 

第
三

節 

小

結 

こ

れ

ま
で

に

見
た

親

鸞
に

お

け
る

、
神

祇
不

拝
の

立

場
と

神

祇
護

念

の
立

場

は
一

見

矛
盾
し

て
い

る

よ
う

に

も
見

え
る
。
し
か
し
、

真

実

信
心

に

生
き

る

親
鸞

の

思
想

を

鑑
み

る

と
、

一
つ

の

統
一

性

が
あ
る

こ

と
が

窺

え
る
。
親
鸞
が

神
祇
不

拝
の

立

場
で

厳

し
く

神

祇

を

否
定

し

た
に

も

関
わ

ら

ず
、

神

祇
が

仏
教
帰

依

者
・

念

仏
者

を
擁
護

す

る
と
説

い
た

事

は
、

つ

ま
り

、
信

心

の
真
価

を

発
揮
す

る

も

の
な

の

で
あ

る

。
例

え

ば

、
現

世
利

益

和
讃

に

お
い

て

、「
南

無
阿

弥

陀
仏

を

と
な

ふ

れ
ば 

梵
王
・
帝
釈

帰

敬
す 

諸
天

善
神

こ

と

ご
と

く 

よ

る

ひ
る

つ

ね
に

ま

も
る

な

り
」
３

９

や
「

天

神
・
地
祇

は
こ

と

ご
と

く 

善

鬼

神
と
な

づ
け

た

り 

こ

れ
ら
の

善
神

み

な

と
も

に 

念

仏

の
人

を

ま
も

る

な
り

」
４

０

な

ど

と

あ
る

よ

う
に

、
神
祇

護

念
を
語

る
も

の

に
は

念
仏
を

す
る
人

と

い
う
条

件
が

付

随

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

神

祇

護

念

は

全

て

信

心

を

獲

得

し

た

事

を

前

提

と

し

て

述

べ

ら

れ
て

い

る

事

が

わ
か

る

。 

ま

た

、
こ

の

『
現

世
利
益

和

讃
』

で

は
、

善
神
・

悪

神
を

分

け
て

考

え
て

い

る
が

、

本
地
垂

迹
説

の

考
え

で

も
あ

る
権
社

・
実
社

と

い

う
考

え

方
は

取

り
入

れ

ら
れ

て

い
な

い

こ
と

も

わ
か

る

。
権

社
・
実

社

と
い

う

の
は

親
鸞
の

後
、
存

覚

の
著
作
で
あ
る

『
諸

神
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本

懐

集
』
に

お
い

て

説
明

さ

れ
る

。「

こ
れ

す
な
は

ち

権
社

と

い
ふ

は

、
往

古

の
如

来
、
深

位
の
菩

薩
、
衆

生

を
利

益
せ
ん

か
た
め

に
、

か

り

に

神

明

の

か

た

ち
を

現

し

た

ま

へ

る

な

り
。
」
４

１

と

い

う

よ

う

に

、
本

地

仏

と

垂

迹

の

関

係
に
あ

る

神

を

権
社

と

い
う

。

こ

れ

は

、
春
日
・
住
吉
・
大
原

野
・
吉

田

の
大

明

神
と

あ

ら
わ

れ

た
も

の

で
あ

っ

て
、
他

に
熊

野

権
現

に
つ
い

て
も
本

地

を
示
し

て
い
る
。

ま

た

伊
勢

の

天
照

大

神
は

観

音
の

垂

迹
で

弥

陀
の

分

身
で

あ

る
と

さ

れ
て

い

る
。

実
社

に

つ
い
て

も
同
じ

く
『

諸
神
本
懐
集

』
に

て

説

明

が
な

さ

れ
て

お

り
、 

第

二

に
実

社

の
邪

神

を
あ

か

し
て

、

承
事

の
お
も

ひ

を
や

む

べ
き

む

ね
を

す

す
む
と

い
ふ

は
、
生

霊

・
死

霊
等
の

神
な
り

。

こ 
 

 
 

 

れ

は

如
来

の

垂
迹

に

も
あ

ら

す
、

菩

薩
の

化
現
に

も

あ
ら

す

。
も

し
は
人

類
に
て

も

あ
れ
、
も
し

は

畜
類

に

て
も

あ

れ
、

た
た 

り

を

な
し

、

ひ
と

を

な
や

ま

す
こ

と

あ
れ

は

、
こ

れ

を
な

た

め
ん

か

な
め

に

、
か

み

と
あ

か
め
た

る
た
く

ひ

な
り
４

２ 

わ

か

お
や

、

お
ほ

ち
等
の

先

祖
を

ば

み
な

か

み
と

い

は
ひ

て

、
そ

の
は
か

を

や
し
ろ

と
さ

た

む
る

こ

と
、

ま
た
こ

れ
た
り

。

こ 

れ

ら

の
た

く

ひ
は

、

み
な

実

社
の

か

み
な

り

。
４

３ 

な

ど

と
述

べ

ら
れ

る
。
つ

ま

り
実

社

と
は

、
主
に

土

俗
信

仰

の
祭

神

を
言

い

、
自

分
の
親

や
先
祖

を

神
と

し

て
ま

つ

る
こ

と

も
実

社

と

い

う
。 

こ

の

よ
う

な

権
社

・
実
社

の

区
別

は

法
然

の

時
代

か

ら
成

さ

れ
て

い

た
が

、

そ
れ
に

も
関

わ
ら
ず

、

親
鸞

に

お
い

て
は
『

現
世
利

益

和

讃
』

の

中
で

一
応
と

し

て
善

神

・
悪

神
の
み

が

区
別

さ

れ
る

だ

け
で

、
『

教
行

信
証

』
「
化
身

土

巻
」

の
外
教

釈
で
も

引

用
に
て

語

ら

れ
る

の

み
で

あ

っ
た

。
従
っ

て

、
親

鸞
の
本

地

垂
迹

説

へ
の

考

え
方

は

、
推

察
す
る

し
か
な

い
の
だ

が

、
野

崎
氏
は

、「

彼
に

と

っ

て

祭
神

の

何
で

あ

る
か

、

つ
ま

り
対

象

の
い
か

ん

に
よ

ら

ず
、

問
題
は

、

こ
の
よ
う

な

超
越
的

存

在
に

対

す
る

人

間
の

姿
勢
に

重
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点

を

置

い

て

い

る

の

で
は

な

い

か

」
４

４

と

述

べ

る

。

親

鸞

に

と

っ

て

、

善
神

・

悪

神
、

実
社

・
権
社

が
ど

う

だ
と

い

う

事
よ
り

も

、

そ

の

人
間

の

態
度

・

阿
弥

陀

仏
へ

の

信
心

の

有
無

が

ど
の

よ

う
で

あ

る
か

に

重
点

を
置
い

て

い
た
の

で
は
な

い
だ

ろ

う
か

。 

日

本

に
お

い

て
本

地

垂
迹

説

と
い

う

強
い

神

祇
信

仰

が
浸

透

し
て

い

た
時

代

の
中

で
、
神
祇
不
拝

の
立
場

に

よ
っ
て

信
心
の

真
実
性

を

よ

り
明

ら

か
に

さ

せ
、

神
祇

護

念
の

立

場
に
よ

っ

て
信

心

の
偉

力

を
高

め

る
事

で
、
一

種
の
統

一

性
の

あ
る
親

鸞
の
神

祇

観
を
窺

う

こ

と

が

で

き

た

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

ま

さ

に

、

親

鸞

の

思

想

と

当

時

の

時

代

背

景

が

交

わ

っ

て

出

来

た

思
想

で

あ

る

と

い
え

る

。 

  

第

三

章 

存

覚
の

神

祇
観 

 
 

第
一

節 

『

持

名
抄

』

に
お

け

る
神

祇

観 

 

最

後
に

存

覚
の

神

祇
観

を

考
察

す

る
。

存
覚
の

神

祇
観

を

窺
う

事

が
で

き

る
著

述

は
多

く
あ
る

が
、
ま

ず

は
『
持
名
抄
』

か
ら

見

て

み

た
い

。
『

持
名

抄
』

末

巻
・

一

の
問

い

に
お

い

て
、 

 
 

問
う

て

い
は

く

、
念

仏

の
行

者

、
伸

明

に
事

う

ま
つ

ら

ん
こ

と

、
い

か

が
は

ん
べ
る

べ

き
。 

 
 

答
へ

て

い
は

く
、
余

流

の
所

談

は
し

ら

ず
、

親

鸞
聖

人

の
勧

化
の
ご

と

き
は

、

こ
れ

を
い
ま

し

め
ら

れ
た
り

。
い
は

ゆ

る
『
教

行

証

の
文

類

』
の

六
（
化

身

土
巻

）

に
諸

経
の
文

を

引
き

て

、
仏

法
に
帰

せ

ん
も

の

は
、

そ
の
世

の
天
神

・

地
祇
に
事
う
ま

つ

る

べ

か
ら

ざ

る
旨

を

判
ぜ

ら

れ
た

り
。

こ

の
義
の

ご

と
き

は

念
仏

の

行
者

に

か
ぎ

ら

ず
、

総
じ
て

仏
法
を

行

じ
仏
弟

子
に
つ

ら

な

ら

ん
と

も

が
ら

は

、
こ

れ

に
事

ふ

べ
か

ら

ず
と

み

え
た

り

。
４

５ 
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と

述

べ
る

。
こ

こ

で
は
、

念

仏
者

が
神

明

に
仕
え

る

こ
と

の

善
し

悪

し
を

問

い
、

そ
の
答

え
と
し

て

神
明

に
は
仕

え
る
べ

き

で
は
な 

い

と

示
さ

れ

て
い

る

の
で

あ

る
。

ま

た
、

そ
れ
に

は

親
鸞

の

『
教

行
信
証

』

の
化
巻

の
内

容
を
引

い

て
い

る

事
か

ら
、
親

鸞
の
神

祇

観

を

受
け

継

い
で

い

る
事

が

わ
か

る

。
更

に

続
け

て

、 

 
 

垂
迹

の

本
意

は
、
し

か

し
な

が

ら
衆

生

に
縁

を

結
び

て

つ
ひ

に

仏
道

に

入
ら

し
め
ん

が

た
め
な

れ
ば
、
真

実

念
仏
の

行

者
に
な 

 
 

り
て

こ

の
た

び

生
死

を

は
な

れ

ば
、

神
明
こ

と

に
よ

ろ

こ
び

を

い
だ

き

、
権

現
さ
だ

め
て
笑

み

を
含

み
た
ま

ふ
べ
し

。

一
切
の 

 
 

神
祇

・

冥
道

、

念
仏

の

ひ
と

を

擁
護

す

と
い

へ

る
は

こ

の
ゆ

ゑ

な
り

。
４

６ 

と

も

述
べ

る
。

こ

こ
で
は

神

明
を

権

社
と

実

社
に

区

別
す

る

と
共

に
、
神

明

は
衆

生

に
縁

を
結
び

、
仏
道

に
入

ら
せ
る
事
を

目
的

と

し

て

い
る

旨

を
述

べ

る
。
す

な
わ

ち

、『

持

名
抄
』
末

巻
・
一

の
問

い
に
お

い

て
存

覚

は
、
初
め
は
親

鸞
と
同

じ
く

念

仏
者

は

神
祇

不

拝

の

態
度

を

取
る

べ

き
で

あ

る
と

述

べ
た

に

も
関

わ

ら
ず

、
後

に
本

地
垂

迹

説
に

沿

っ
て

神
祇
護

念
の
立

場

も
表
わ

し
て
い

る
事
が

わ

か

る
。 

 

そ

し
て

、
『

持
名

抄
』

末

巻
・

第

二
の

問

い
に

お

い
て

は

、 

 
 

ま
こ

と

の
信

心

を
う

る

ひ
と

は

、
現

世
に
も

そ

の
益

に

あ
づ

か

る
な

り

。
い

は

ゆ
る

善
導
和

尚

の
『

観
念
法

門
』
に

『

観
仏
三

昧

経

』
・
『

十

往
生

経

』
・
『

浄

土
三

昧
経

』
・
『
般

舟

三
昧

経

』
等

の
諸
経

を

引
き

て

、
一

心
に
弥

陀
に
帰

し
て
往

生

を
ね
が

ふ
も

の

に

は
、
諸

仏
・
菩
薩
か

げ

の
ご

と

く
に

し

た
が

ひ

、
諸

天
・
善

神
昼
夜

に

守
護
し

て
、
一

切
の

災
障
お

の
づ
か

ら

の
ぞ
こ

り
、

も

ろ

も
ろ

の

ね
が

ひ

か
な

ら

ず
み

つ

べ
き

義

を
釈

し

た
ま

へ

り
。
４

７ 

と

、

具
体

的
に

念

仏
者
が

諸

天
・

善
神

に

守
護
さ

れ

る
こ

と

を
示

し

て
い

る

。
信

心
を
得

た
者
が

神

祇
に

守
護
さ

れ
る
と

い

う
思
想 
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は

、

親
鸞

が
『

教

行
信
証

』

信
巻

に

お
い

て
信
心

獲

得
者

の

現
世

十

益
を

説

い
て

第

一
に

挙
げ
た

「
冥
宗

護

持
益
」
と
類
似

し
て

い 
る

。

更

に

、

親

鸞

の

『
浄

土

和

讃

』
「

現

世

利
益

讃

」

に

お

い

て

み

ら
れ

る

「

よ

る

ひ

る

つ

ね
に

ま

も

る

な
り

」
４

８

と

い

う
表

現

と

よ 

く

似

た
表

現

も
見

ら

れ
る

こ

と
か

ら
、

存

覚
は
親

鸞

の
神

祇

観
を

基

本
的

に

は
受

け

継
い

で
お
り

、
加

え

て
本

地
垂
迹
説
の

も
と
で 

自

身

の
神

祇

観
を

展

開
し

て

い
る

の

だ
と

考

え
ら

れ

る
。 

  
 

第
二

節 

『

破

邪
顕

正

抄
』

に

お
け

る

神
祇

観 

 

次

に

、
『

破

邪
顕

正
抄

』

に
見

ら

れ
る

神

祇
観

を

考
察

す

る

。
『

破
邪

顕

正
抄

』

の
八

条

に
お

い
て
、 

 
 

一 

神

明
を

か

ろ
し

め

た
て

ま

つ
る

よ

し
の

事

。 

 
 

こ
の

条

あ
と

か

た
な

き

虚
誕

な

り
。

そ
の
ゆ

へ

は
神

明

に
つ

い

て
権

実

の
不

同

あ
り

と
い
へ

ど
も
、

お
ほ

く
は
こ
れ
諸

仏
・

菩

薩

の

変
化

な

り
。

衆
生
を

利

益
せ

ん

が
た

め
、
群

類

を
化

度

せ
ん

が

た
め

に

、
か
り

に
凡

惑
の
ち

り

に
ま

じ
は
り

て
、
し

ば

ら

く

分

段
の

さ

か
ひ

に

現
じ

た

ま
へ

り
。

こ

れ
す
な

は

ち
仏

法

に
を

い

て
、

さ

し
た

る
善
因

を
た
く

は
へ
ざ

る

无
縁
无

怙
の
と

も

が

ら

、
信

を

い
た

し
て
わ

が

ま
え

に

い
た

ら

ば
、

こ

れ
を

も

て
來

縁
と
し

て

、
つ
ゐ

に
三

界
の
火

宅

を
い

だ
さ
し

め
て
、

す

み

や

か

に
一

実

の
金

刹

に
い

た

ら
し

め

ん
と

な

り
。

い

ま
念

仏

の
行

者
は
、

ふ

か
く
そ

の
垂

迹
の
本

意

を
し

り
、
か

の
大
悲

の

恩

致

を

さ
と

り

て
、

専
心
に

往

生
を

も

と
め

一

向
に

念

仏
を

修

す
。

さ
だ
め

て

釈
迦
・

弥
陀

な
ら
び

に

六
方

恒
沙
諸

仏
を
よ

び

一

切

の

菩
薩

等

の
本

懐

に
か

な

ふ
べ

し

。
仏

・
菩
薩

の

本
懐

に

か
な

は

ば
、

そ

の
垂
迹

た
ら

ん
神
明

、

し
た

が
ひ
て

ま
た
随

喜

を
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い

た

し
た

ま

ふ
べ

し

と
い

ふ

こ
と

、

そ
の

道

理
必

然

な
り

。
４

９ 
と

、
神

祇

に
対

す

る
存
覚

の

考
え

を

窺
う

事

が
で

き
、

こ

こ
で

も

存
覚
は

本

地
垂

迹

説
の

考
え
の

も
と
で

権

社
と

実

社
に

区
別
し

て

い

る

こ
と

が

わ
か

る
。
そ

し

て
、

神

明
に

権
社
や

実

社
の

違

い
が

あ

る
と

し

て
も

、

多
く

は
諸
仏

・

菩
薩

が
衆
生

を
救
済

す

る
た
め

に

現

れ
た

垂

迹
で

あ

っ
て

、

衆
生

を

救
う

事
こ
そ

が

真
の

目

的
な

の

で
あ

る

と
し

た

。
こ
の
よ
う
に

『
破
邪

顕
正

抄
』
で

は

、
権

社

と

実

社
を

区

別
す

る

も
の

の

、
共

に

崇
敬

す

る
こ

と

を
認

め

て
い

る

の
で

あ

る
。 

  
 

第
三

節 

『

諸

神
本

懐

集
』

に

お
け

る

神
祇

観 

 

次

に
『

諸

神
本

壊

集
』

に

お
け

る

神
祇

観

を
窺

う

。
『
諸

神

本
壊

集
』

に

お
い

て

は
冒

頭
で
、 

そ

れ

仏
陀

は

神
明

の

本
地

、

神
明

は

仏
陀

の
垂
迹

な

り
。

本

に
あ

ら
ざ
れ

ば
迹
を

た

る
る
こ

と
な

く

、
迹

に

あ
ら

ざ
れ
ば

本
を

あ

ら

は
す

こ

と
な

し
。
神

明

と
い

ひ

仏
陀

と

い
ひ

、

お
も

て

と
な

り
う
ら

と

な
り

て
た
か

ひ

に
利
益

を
ほ
ど

こ
し

、
垂
迹

と

い

ひ

本

地
と

い

ひ
、

権
と
な

り

実
と

な

り
て

と

も
に

済

度
を

い

た
す

。
た
だ

し

ふ
か

く
本
地

を

あ
が
む

る
も
の

は
、

か
な
ら

ず

垂

迹

に

帰
す

る

こ
と

は

り
あ

り

。
本

よ

り
た

る
る
迹

な

る
が

ゆ

へ
な

り
。
ひ

と

へ
に

垂

迹
を

た
う
と

ぶ
も
の

は

、
い
ま
だ
か
な

ら

ず

し

も
本

地

に
帰

す

る
い

ひ

な
し

、
迹

よ

り
本
を

た

れ
ざ

る

が
ゆ

へ

な
り

。

こ
の

ゆ
へ
に

垂
迹
の

神
明
に

帰

せ
ん
と

お
も
は

ば

た

だ

本
地

の

仏
に

帰

す
べ

き

な
り

。
５

０ 

と

、

本
地

垂

迹
説

に
沿
っ

て

仏
が

神

の
本

地

で
あ

る

こ
と

、

神
が

仏
の
垂

迹

で
あ

る

こ
と

を
示
し

た
。
加

え

て
、
神
と
仏
は

表
裏

の

関

係

で
あ

っ

て
、
共
に
衆

生

に
対

し

済
度

を

説
く

が

、
最

後

に
「

本
地
の

仏

に
帰

す

べ
き

な
り
。
」
と
強
調

し
勧

め

て
い

る
。
更

に
、 
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第
一

に

は
権

社

の
霊

神

を
あ

か

し
て

本

地
の

利

生
を

た

ふ
と

ぶ

べ
き

こ

と
を

を
し
へ

。
５

１ 

 
 

第
二

に

は
実

社

の
邪

神

を
あ

か

し
て

承

事
の

お

も
ひ

を

や
む

べ

き
む

ね

を
す

す
め
。
５

２ 

 
 

第
三

に

は
諸

神

の
本

懐

を
あ

か

し
て

仏

法
を

行

じ
念

仏

を
修

す

べ
き

を

も
む

き
を
し

ら

し
め
ん

と
お
も

ふ
。
５

３ 

と

三

門
に

区

別
を

し

た
。

第

一
・

第
二

に

お
い
て

は

、
先

に

第
二

章
で
も

説

明
し
た

通
り

、
権
社

と

実
社

に

分
け

、
第
三

で
は
諸

神

の

本

懐
は

念

仏
を

す

る
こ

と

で
あ

る

の
だ

と

示
す

。

す
な

わ

ち
、 

 
 

一
切

の

神
明

ほ

か
に

は

仏
法

に

違
す

る

す
が

た

を
し

め

し

、
う

ち
に

は

仏
道

を
す
す

む

る
を
も

て
こ
こ

ろ
ざ

し

と
す

、（

中
略
）

さ

れ

ば
仏

道

に
い

り

て
念

仏

を
修

せ

ん
ひ

と
、
も

は

ら
神

慮

に
か

な

ふ
べ

し

。
神
慮

に
か

な
ふ
な

ら

ば
、

え
ん
と

い
の
ら

ず

と

も

現

世
の

冥

加
も

あ

り
、

と

り
わ

き
つ

か

へ
ず
と

も

そ
の

利

生
に

は

あ
づ

か

る
べ

し
。
お

ほ
よ
そ

神
明
は

信

心
あ
り

て
浄
土

を

ね

が

ふ
ひ

と

を
よ

ろ

こ
び

、

道
念

あ

り
て

後

世
を

も

と
む

る

も
の

を

ま
も

り

た
ま

ふ

な
り

。
５

４ 

と

し
、

仏

道
に

入

り
念
仏

す

る
事

が

神
明

の

真
の

目

的
で

あ

り
、

更
に
念

仏

者
は

現

世
に

お
い
て

神
祇
の

護

念
を
受

け
る
事

が
記

さ

れ

て

い
る

。
続

い
て

、「
こ

れ

は
諸

仏

み
な

弥

陀
の

分

身
な

り

と
き

こ

へ
た

り

。
し

か
れ
ば
本

仏
の

弥

陀
に

帰
せ
ん

ひ
と
分

身

の
諸
仏

に

帰

す

る

こ

と

は

り

い
は

ざ

る

に

顕

然

な

り

。
」
５

５

と

述

べ

、

阿

弥

陀

仏
が

本

師

本

仏

で

あ

り

諸
仏
諸

菩

薩

は

そ
の

分

身
で

あ

る

と

し

た

。
そ

の

為
、

本
師
本

仏

で
あ

る

阿
弥

陀

仏
に

帰

す
る

事

に
よ

っ

て
、

諸

仏
諸
菩

薩
に

帰
す
る

事

と
な

り

、
そ

れ
が
諸

神
の
真

意

に

も

な
る

と

い
う

。

し
た

が

っ
て

、

諸
仏

諸

菩
薩

ま

た
諸

神

か
ら

の

守
護

を

受
け
る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に
な
る

の
で
あ

る

。 

  
 

第
四

節 

『

六

要
鈔

』

に
お

け

る
神

祇

観 
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続

け
て

、
『
六

要

鈔
』
に

お

け
る

神

祇
観

を

見
て

い

く

。
『

教
行

信

証
』
「

化

巻
」
外
教

釈
に

て
述
べ

ら
れ
て

い
る
「
仏
に
帰

依
す
る

も

の

は

一

切

の

諸

天

神
に

帰

依

し

て

は

な

ら

な
い

」
５

６

に

対

し

、
『

六

要
鈔

』

第

六

に

お

い

て

、
な
ぜ

戒

め

る

の
か

を

問
い

、

そ

の

答

え

を
明

か

す
。 

 
 

問
。

天

地
神

祇
は
世

の

貴
ぶ

る

と
こ

ろ

な
り

。

何
ぞ

こ

れ
を

誡
む
る

や

。
答

。
仏
陀

に
帰
す

る

は
釈

教
の
軌

範
、
神

明

を
崇
む 

 
 

る
は

世

俗
の

礼

奠
、

内

外
別

な

る
が

故
に
法

度

か
く

の

如
し

。
こ
れ

即

ち
月
氏

・
晨
旦
の
風
教

、
崇
む

る
と

こ
ろ
の

神

多
く

は 

 
 

邪
神

な

る
が

故

に
、

三

宝
に

帰

す
る

者

こ
れ

に

事
ふ

る

こ
と

を

得
ず

。
５

７ 

と

、

仏
・

法
・

僧

の
三
宝

に

帰
依

す

る
も

の

は
、

邪

神
で

あ

る
と

さ
れ
る

異

国
の

神

に
仕

え
る
こ

と
は
無

い

の
だ
と

明
か
し

た
。

そ

の

一

方
で

、 

 
 

こ
れ

ら

皆
邪

神

に
事

ふ

る
者

損

有
り

て

益
無

き

こ
と

を

誡
し

む
、
権

社

に
於

い

て
は

こ
の
限

り
に
あ

ら

ざ
る
か
。
な
か

ん
づ
く 

 
 

我
が

朝

は
こ

れ

神
国

な

り

、（

中
略

）
故
に
弥

陀

を
念

ず

れ
ば

必

ず
諸

仏
・
菩
薩

の
冥

護
を
得

、
そ
の
垂

迹
た

る

天
神
・
地

祇
ま 

 
 

た
本

地

の
聖

慮

に
違

す

べ
か

ら

ず
、

故
に
一

心

を
専

ら

に
し

て

唯
一

仏

を
念

ず

る
、

こ
れ
を

も

つ
て

要
と
為

す
。
か

の

諸
神
の 

 
 

本
地

等

に
於

い

て
は

、

深
く

信

状
を

致

す
、

忽

緒
す

べ

か
ら

ず

。
５

８ 

と

、
異

国

の
邪

神

と
は
異

な

り
、

諸
大

明

神
の
本

地

は
弥

陀

如
来

で

あ
り

国

を
守

護

し
て

い
る
の

だ
と
い

う

事
を
条

件
に
つ

け
た

上

で

、

却

っ

て

権

社

の

神

な

ら

ば

崇

敬

す

る

べ

き

で

あ

る

の

だ

と

述

べ

る

。

そ

し

て

、
一

心

に

阿
弥

陀

仏

を

念

ず

る

こ

と
に

よ

っ

て

、

念

仏

者
を

守

護
す

る

と
し

て

い
る

。 
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第
五

節 

小

結 

 
存

覚
の

神

祇
観

は

以
上

の

如
く

、
『
持

名

鈔
』
『

破

邪
顕

正

抄
』
『

諸
神

本

懐
集

』
『
六
要

鈔
』

に

窺
う

事

が
で

き
た
が

、
主
に

は

三

つ

の

神
祇

観

に
区

別

す
る

こ

と
が

で

き
る

。 

 

一

つ
は

、
『

持
名

鈔
』
に

見

ら
れ

た
神

祇

不
拝

の

立
場

、
二
つ

は
『
破

邪

顕
正

抄
』
に

見
ら
れ

た

神
祇
崇

拝
の
立

場
、
三

つ

は
『
諸

神

本

懐
集

』
『
六

要

鈔
』
に

見

ら
れ

た

、
神

祇
を
権

化

の
神

と

実
類

の

神
に

分

類
し

、
権
社

の
神
を

崇

敬
、
実

社
の

神
に
は

崇

敬
す

る

こ

と

を
禁

止

す
る

と

い
う

立

場
で

あ

る
。

こ
の
点

か

ら
見

て

も
、

基
本
的

に

は
親
鸞

の
神

祇

観
を
受

け
継
い

で
い

る

と
考

え

ら
れ

る

が

、
三

つ

目
の

権

社
の
神

を

真
実

の

神
と

捉

え
る

神

祇
観

や
、

日

本
を
神

国

と
捉

え

る
点
は

親
鸞

の

神
祇

観

か
ら

窺

う
事

は
出
来

な

か

っ

た
。

こ

の
二

点
の
立

場

は
、

存

覚
よ

り
以
前

、

法
然

の

時
代

に
提
出

さ

れ
た

解

脱
房

貞
慶
の

『
興
福

寺

奏
状
』
第
五
条

「
霊

神

に

背

く
失

」
５

９

や

、
『

停
止

一

向
専

修

記
』
第
二
条
「

一
向

専
修

の

党
類
神

明

に
向

背

す
る

不
当
の

事

」
６

０

に
記
さ

れ

て
い
る

内

容

と

よ

く
似

て

い
る

の

で
あ

る

。
存

覚
は

、
十

四
世

紀

に
入

り

本
地

垂

迹
思

想

が
日
本

に
浸

透

し
て

き

た
時

代
に
活

躍
し
た

。

か
つ
て

南

都

北
嶺

の

旧
仏

教

が
法

然

の
専

修

念
仏

教

団
を

批

判
し

、
そ

の
後

親
鸞

の

神
祇

観

に
お
い

て
も

見

ら
れ
な

か
っ
た

本
地

垂

迹
説
や

神

国

思
想

を

取
り

入

れ
た

こ

と
は

、
そ

の

時
代
に

合

わ
せ

つ

つ
も

、
諸
神

の

本
意

は

あ
く

ま
で
も

弥
陀
法

を

勧
め
る

と
こ
ろ

に
あ

る

の

だ

と
主

張

す
る

、
存
覚

独

自
の

神

祇
観

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。
ま
た

、

存
覚

の

神
祇

観
は
親

鸞

の
神

祇
不
拝

、
神
祇

護

念
の
関

係

を

さ
ら

に

、
本

地

垂
迹

説

に
よ

り

体
系

化

し
総

括

し
た

も

の
で

も

あ
る

の

で
は

な
い
だ

ろ

う
か
。 
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結

論 

 

以

上
、

古
代

か

ら
存
覚

ま

で
の

神

祇
観

を

見
て

き

た
。

多
く

の

人
々
の

宗

教
的

心

情
と

し
て
、

日
本
の

固
有

信
仰
で
あ
る

神
々

へ

の

崇

敬
感

情

は
い

つ

の
時

代

も
根

強

く
存

在

し
て

い

る
。

私
た

ち

が
、
神

社

参
詣

な

ど
の

宗
教
行

事
に
参

加

す
る
要

因
は
、

宗
教
心

以

外

に
も

、
社

会

的
な
習

慣

で
あ

る

な
ど

様

々
な

理

由
が

考

え
ら

れ

る
が

、

日
本
人
の

神

祇
観
は

時

代
が

変

わ
っ

て

も
、

大
き
な

変

化

は

無
か

っ

た
の

で

は
な

い

だ
ろ

う

か
。 

 

親

鸞
は

、

神
々

へ

の
態

度

と
し

て

一
貫

し

て
神

祇

不
拝

の

態
度

を

取
っ

た

。
内

藤
氏
が

、 

 
 

そ
こ

に

於
け

る

神
々

の

位
置

づ

け
は

、
大
部

分

が
仏

の

教
化

の

対
象

で

あ
る

迷

界
の

衆
生
と

い
う
位

置

づ
け
で

あ
り
、
仏
法
に 

 
 

帰
依

し

て
仏

法

を
守

護

す
る

神

々
、

仏
の
教

化

に
背

き

仏
道

を

妨
げ

る

神
々

と

い
う

相
違
は

あ
る
に

せ

よ
、
い
ず
れ
に

せ
よ
仏 

 
 

の
教

化

の
対

象

で
あ

る

迷
界

の

衆
生

で

あ
る

と

い
う

点

で
は

変

わ
り

が

な
い

。
す
で

に
迷
界

の

衆
生

で
あ
る

以
上
、

帰
依
・
師 

 
 

事
の

対

象
で

は

有
り

得

な
い

。

或
は

、
仏
・

菩

薩
の

化

身
と

し
て
の

神

々
の
位

置
づ

け

が
、

僅

か
に

存
在
す

る
が
、

そ

れ
は
当 

 
 

然
神

々

へ
の

帰

依
・

師

事
を

意

味
す

る
も
の

で

は
な

い

。
た

と
い
仏

・

菩
薩
の

化
身

で
あ
る

神

々
で

あ

っ
て

も
、
そ

の
教
え

は 

 
 

未
究

竟

で
あ

り
、
す

で

に
仏

に

帰
依

・
師
事

し

て
い

る

身
が

、
神
々

に

帰
依
・

師
事

す
る
こ

と

は
有

り

得
な

い
、
と

言
う
こ

と 

 
 

が
で

き

る
。
６

１ 

と

述

べ
る

様

に
、

親
鸞
は

、

神
祇

不

拝
の

立
場
か

ら

神
々

に

帰
依

す

る
事

は

徹
底

的

に
否

定
し
て

い
た
。

し

か
し
、
敬
意
を

持
っ

て

は

い

け
な

い

と
説

示

さ
れ

た

訳
で

は

な
く

、
帰
依

と

敬
意

は

完
全

に

異
な

る

こ
と

が

理
解

で
き
る

。
作

法

や
行

動
な
ど
外
面

に
お

い
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て

ど

の
よ

う

な
態

度

を
取

る

べ
き

か
、

具

体
的
方

法

は
述

べ

ら
れ

て

い
な

い

も
の

の
、
神

祇
不
拝

を

根
底

と
し
た

内
面
的

心

情
に
関

し

て

親
鸞

の

態
度

は

明
白

で

あ
っ

た

。
和

田

氏
は

、 

 
 

宗
祖

が

、「

悲

し
き

か

な
や

道

俗
の

、
良
時

吉

日
え

ら

ば
し

め
、
天

神

地
祇

を
あ
が

め

つ
つ
、
ト
占

祭
祀
つ

と
め
と
す

」
と

涙
し 

 
 

た
そ

の

悲
歎

、
そ
れ

は

そ
の

ま

ま
当

時

よ
り

今

日
の

日

本
人

、
仏
教

者

、
ひ
い
て

は

あ
ろ
う

事

か
真

宗

者
の

在

り
方

に
対
し

て 

 
 

の
限

り

な
い

悲

歎
だ

っ

た
の

で

は
な

い

か
と

さ

え
感

じ

ら
れ

る

。
６

２ 

と

述

べ
る

。
根

強

い
神
祇

信

仰
、

ま
た

当

時
の
本

地

垂
迹

説

の
確

立

と
い

う

強
い

圧

力
の
下

で
も

妥

協
す

る

こ
と

無

く
、

独
自
の

神

祇

観

を
主

張

し
続

け

た
と

こ

ろ
に

、

親
鸞

の

阿
弥

陀

仏
一

仏

の
み

を

信
仰

す

る
純

粋
性
を

読

み
取
る

こ
と
が

で
き

る

。 

 

し

か
し

、
存

覚

の
時
代

に

は
こ

の

よ
う

な

厳
し

い

神
祇

不

拝
の

態

度
は

見

ら
れ

な
く
な

っ

た
。
本
地

垂
迹
説

と

神
国
思

想

を
取

り

入

れ

た
存

覚

の
神

祇

観
は

、
法

然
の

時

代
か

ら
続

い

て
い

た

念
仏

者

へ
の

非

難
に

対
応
す

る

為
に
作

ら
れ
た

立
場

な

の
で

は

な
い
か

と

考

え
ら

れ

る
。

厳
し
い

非

難
が

原

因
で

、
親
鸞

が

説
示

し

た
神

祇

不
拝

の

立
場

が

完
全

に
壊
れ

て
し
ま

う

前
に

、
時
代

に
合
わ

せ

た

神

祇
観

を

取
り

入

れ
る

事

に
よ

っ

て
、

親
鸞
の

神

祇
観

を

受
け

継

ぎ
つ

つ

も
、

自
身
の

神
祇
観

を

明
示

さ
せ
る

こ
と
が

で

き
た
の

だ

ろ

う
。

こ

の
社

会

情
勢

の

中
、

神

祇
不

拝

の
立

場

を
貫

い

た
親

鸞

の
神

祇

観
は
時

代
を

画

す
る

も

の
で

あ
っ
た

と
い
え

る

。 

 

親

鸞
の

信

仰
心

と

は
違

い
、

確

か
に

日

本
人
の

重

層
信

仰

は
純

粋

な
信

仰

心
で

あ

る
と

は
い
え

な
い
。

生
活

に
お
け
る
習

慣
と

も

な

っ

て
い

る

初
詣

等

の
神

社

参
詣

を

い
き

な

り
辞

め

る
よ

う

に
強

制

す
る

事

も
で
き

る
も

の

で
は

な

い
し

、
辞

め
る
事
が

正

し
い
と

い

う

訳
で

も

な
い

。
阿
弥

陀

仏
一

仏

と
い

う

確
固

た

る
信

仰

心
は

無

く
と

も

、
神

式
・
仏

式
問
わ

ず

、
そ

れ
ぞ
れ

に
敬
意

を

持
ち
各

行

事

に
参

加

す
る

事

こ
そ

が

、
今

私

た
ち

に

出
来

る

こ
と

な

の
だ

ろ

う
と

感

じ
た

。 
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二

五

―
六

二

六
頁 

２

０ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

二
九

頁 

２

１ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

二
九

頁 
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２

２ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

二
九

頁 
２

３ 

野

世

英
水

「

真
宗

に
お

け

る
神

祇

不
拝

の

教
学

的

変
遷

」
『

印
度

學
佛

教

學
研

究
』
三

九
巻
（

一
）
、
二
〇

三
頁 

２

４ 
『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

七
〇

頁 

２

５ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

七
〇

頁 

２

６ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

七
〇

頁 

２

７ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

五
五

頁 

２

８ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

七
一

頁 

２

９ 

星

野

元
豊

『

読
解

教
行

信

証
―

化

身
土

の

巻
本

・

末
』

二

二
一

四

頁
・

二
二
一

五

頁 

参
照 

３

０ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 
註

釈

版
第

二

版
』

六

一
八

頁 

３

１ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

六

一
八

頁 

３

２ 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の
神

祇

観

」
『

真

宗
教

学
研

究

』
一

四

一
頁

・

一
四

二

頁 

３

３ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

三
七

頁 

３

４ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

五
三

頁 

３

５ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

二

五
二

頁 

３

６ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

三
二

頁 

３

７ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

五

七
四

・

五
七

五

頁 

３

８ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

七

八
六

頁 

３

９ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

五

七
四

頁 

４

０ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

五

七
五

頁 

４

１ 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の
神

祇

観
」

一

四
二

頁 

４

２ 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の
神

祇

観
」

一

四
三 

４

３ 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の
神

祇

観
」

一

四
三 

４

４ 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の
神

祇

観
」

一

四
四 



コピー厳禁

27 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

 

４

５ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

一

〇
〇

九

頁 
４

６ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

一

〇
一

〇

頁 

４

７ 
『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

一

〇
一

〇

・
一

〇

一
一

頁 

４

８ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

五

七
四

・

五
七

五

頁 

４

９ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

九

八
頁 

５

０ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

二

五
頁 

５

１ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

二

五
頁 

５

２ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

二

五
頁 

５

３ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

二

五
頁 

５

４ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

三

七
―

五

三
九

頁 

５

５ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
五

四

七
頁 

５

６ 

『

浄

土
真

宗

聖
典 

註

釈

版
第

二

版
』

四

二
九

頁 

５

７ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
一

三

〇
六

頁 

５

８ 

『

聖

典
全

書

』
（

四

）
一

三

〇
七

頁 

５

９ 

註

1
2

に
同

じ 

６

０ 

註

1
4

に
同

じ 

６

１ 

内

藤

知
康

「

親
鸞

の
神

祇

観
に

つ

い
て

の

一
考

察

」
『
龍

谷

紀
要

』
八

七

巻
、

一

五
頁 

６

２ 

和

田

和
幸

「

親
鸞

聖
人

に

お
け

る

神
祇

観

」
『

宗

学
院

論

集
』

六

九
巻

、

九
六

頁 

  

参

考

文
献 

 

書

籍 

 
 

鎌
田

茂

雄 

田

中
久

夫

校
注

『

鎌
倉

𦾔

仏
教

』

岩
波

書

店
、

一

九
七

一

年 
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笹
山

晴

生
ほ

か

『
詳

説

日
本

史

』
山

川

出
版

社

、
二

〇

一
六

年 

 
 

浄
土

真

宗
本

願

寺
派

総

合
研

究

所
編

『

浄
土

真

宗
聖

典

―
註

釈

版
第

二

版
―

』
本
願

寺

出
版
社

、
一
九

八
八

年 

 
 

浄
土

真

宗
本

願

寺
派

総

合
研

究

所
編

『

浄
土

真

宗
聖

典

全
書

（

四
）
』

本

願
寺

出

版
社
、
二

〇
一
六

年 

 
 

塙
保

己

一
編

『

群
書

類

従
・

第

二
輯

・

神
祇

部

』
続

群

書
類

従

完
成

会

、
一

九

八
三

年 

 
 

浜
島

書

店
編

集

部
『

新

詳
日

本

史
』

浜

島
書

店

、
二

〇

一
三

年 

 
 

二
葉

憲

香
編

『

史
料

日

本
仏

教

史
』

永

田
文

昌

堂
、

一

九
八

六

年 

 
 

星
野

元

豊
『

読

解
教

行

信
証 

化
身

土

の
巻

本

・
末

』

法
蔵

館

、
一

九

八
三
年 

  

論

文 

 
 

浅
井

成

海
「

法

然
に

お

け
る

神

祇
の

問

題
」
『

真

宗
学

』

六
二

巻
、

一

九
八

〇

年 

 
 

嬰
木

義

彦
「

親

鸞
聖

人

の
神

祇

観

」
『

真
宗

研

究
：

真

宗
連

合

学
会

研

究
紀

要

』
一

七

巻
、

一

九
七

一
年 

 
 

柏
原

祐

泉
「

真

宗
に

お

け
る

神

祇
観

の

変
遷

」
『

蓮
如

大

系
』

二
巻

、

一
九

九

六
年 

 
 

喜
多

唯

信
「

親

鸞
聖

人

の
神

祇

観
に

つ

い
て

」
『

行
信

学

報
』

二
四

巻

、
二

〇

〇
一

年 

 
 

清
基

秀

紀
「

真

宗
の

土

着
（

二

）
―

中

世
真

宗

に
於

け

る
神

祇

観
―

」
『

印
度

学

仏
教
学
研

究
』
七

二

巻
、
一

九
八
八

年 

 
 

桐
山

六

字
「

初

期
本

願

寺
教

団

に
お

け

る
神

祇

観

」
『

伝

道
院

紀
要

』

三
〇

巻
、
一

九

八
五
年 

 
 

細
川

行

信
「

親

鸞
の

神

祇
観

」
『

日
本

仏
教

学

会
年

報

』
五

二

巻
、

一

九
八

八

年 

 
 

髙
田

未

明
「

存

覚
の

神

祇
思

想

に
つ

い

て
」
『

印

度
学

仏

教
学

研
究

』

一
一

〇

巻
、

二
〇
〇

六
年 

竜

尾

浩
月

「

法
然

聖

人
の

神

祇
観

」
『

人
間

・
歴

史

・
仏

教

の
研

究

：
中

西

智
海

先

生
喜
寿

記
念

文

書
』

永

田
文

昌

堂
、

二
〇

一

一

年 内

藤

知
康

「

親
鸞

の

神
祇

観

に
つ

い

て
の

一

考
察

」
『

龍
谷

紀

要
』

八
七

巻

、
一

九

九
三
年 

野

崎

正
璞

「

真
宗

の

神
祇

観

」
『
真

宗

教
学

研
究

』

永
田

文

昌
堂 
一
九

八

〇
年 

野

世

英
水

「

真
宗

神

祇
観

の

一
考

察

」
『
印

度
学

仏

教
学

研

究
』

七

四
巻

、

一
九

八

九
年 

野

世

英
水

「

真
宗

に

お
け

る

神
祇

不

拝
の

教

学
史

的

変
遷

」
『

印
度

学
仏

教

学
研
究

』
七

七

巻
、

一

九
九

〇
年 
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林
智

康

「
親

鸞

の
神

祇

観

」
『

九

州
龍

谷
短

期

大
学

紀

要
』

三

二
巻

、

一
九

八

六
年 

 
 

林
智

康

「
真

宗

に
お

け

る
神

祇

観

」
『

真
宗

学

』
七

八

巻
、

一

九
八

八

年 

 
 

藤
原

智

之
「

存

覚
に

お

け
る

神

祇
理

解

」
『

印

度
学

仏

教
学

研

究
』

六

九
巻

（

一
）
、

二
〇

二
〇
年 

 
 

二
葉

憲

香
「

日

本
に

お

け
る

神

仏
関

係

―
親

鸞

に
至

る

そ
の

歴

史
―

」

永
田

文
昌
堂

『

二
葉
憲

香
著
作

集
』

八

巻
、

二
〇
〇

一

年 

 
 

山
崎

龍

明
「

神

祇
不

拝

の
本

質

的
意

義

」
『

印

度
学

仏

教
学

研

究
』

三

七
巻

（

二

）
、
一
九

八

九
年 

 
 

和
田

和

幸
「

親

鸞
聖

人

に
お

け

る
神

祇

観
」
『

宗

学
院

論

集
』

六
九

巻

、
一

九

九
七

年 




