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序

論 現

代

の

日

本

に

は
仏

と

神

祇
が

共

存

し

て
い

る
。

例

え

ば

、

結

婚
は

神

社

で
挙

式

し

、

葬
式

は
仏
教

の

僧
侶

が

執
り

行
う

。

神
社

特

有

だ

っ

た

は

ず
の

お

守

り
や

御

朱

印

な
ど
が
、

寺

で

見

受

け

ら
れ

る

の

も
さ

ほ

ど

珍

し
い

こ
と

で

は
な

い

。 

さ

て

、

本

論

で

論

じ

る

「

神

祇

」

と

「

仏

」

の

関

係

に

つ

い

て

だ

が

、｢

神

祇｣

は

日

本

古

来

の

信

仰

対

象

で
あ

る

も

の

に

限

定

し

て

論

じ

て

ゆ

く
。

あ

く

ま
で

も
神

社

に
祀

ら
れ

て

い

る

「

神

」
な

い

し

は
「

神

道
」

と
仏

の
関
係

性

を
ま

と

め
た

い
の

で
あ
り

、

キ

リ

ス

ト

教

で

論
じ

ら

れ

る
「

神

」

と

は
区

別
し

た

い

為

で

あ

る
。 

で

は

仏

と

神

祇

の
共

存

が

受
け

入

れ

ら

れ
て

い
る

の

は

、

日

本

人
が

無

宗

教
だ

と

言

わ

れ
る

ほ
ど

宗

教
に

対

し

て
関
心

が

薄
い
か

ら

だ

ろ

う

か

。

ま
た

は

日

本
人

が

宗

教

に
対

し
て

寛

容

だ

か

ら

だ
ろ

う

か

。
こ

の

二
つ

の
疑

問
に
つ

い

て
、

末

木
文

美
士

氏
が

著

作

し

た

『
日

本

仏

教
史 

思

想
史

と

し

て

の
ア

プ
ロ

ー

チ

』
、
『

中

世
の

神

と

仏
』

を
参

考
に
考

え
て

み

る

と

、

ま

ず
前
者

は

仏
教
と

神

道

の

室

礼

が

生

活
の

一

部

に
溶

け

込

ん

で
い

る
た

め

、

宗

教

を

信
仰

し

て

い
る

と
い

う
意
識

が
彼

ら

の

中

で
は

薄
い
か

ら

だ
と

思

わ

れ

る

。

正

月

や

お
盆

な

ど

の
年

中

行

事

は
そ

の
最

た

る

例

だ

ろ

う
。

そ

の

た
め

私
た

ち
日
本

人
に

は

宗

教

の
信

仰
と
い

う

よ
り
も

日

本

文

化

の

継

承

と
捉

え

た

方
が

、

抵

抗

感
が

少
な

い

か

も

し

れ

な
い

。

そ

れ
ほ

ど
ま

で
に
両

宗
教

が

日

本

の
生

活
に
溶

け

込
ん
で

い

る

の

は

、

分

業

体
制

を

取

っ
て

い

る

か

ら
に

他
な

ら

な

い

。

仏

教
は

葬

儀

や
死

後
の

法
要
な

ど
の

死

に

関

す
る

儀
礼
を

、

神
道
は

七

五

三

や

結

婚

式

な
ど

の

生

に
関

す

る

儀

礼
を

担
う

こ

と

で

相

互

補
完

関

係

を
構

築
し

て
い
る

。 

次

に

後

者

だ

が

、
こ

れ

は

日
本

人

が

寛

容
な

の
で

は

な

く

、

仏

教
が

寛

容

な
の

で

あ

る

。
世
界
宗

教

で

あ
る

仏

教
は

様

々

な

形
で

そ

の

土

地

に

定

着
し

て

い

っ
た

。

し

か

し
、

土
着

の

宗

教

と

の

並
存

を

選

ん
だ

ケ

ー
ス

は
非

常
に
特

異

的
で

あ

る
。

も
ち

ろ
ん
仏

教
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と

土

着

の

宗

教

と
の

並

存

が
一

朝

一

夕

で
実

現
し

た

わ

け

で

は

な
い

。

そ

も
そ

も
仏

教
伝
来

時
は

仏

の

方

が
優

位
的
で

あ

っ
た

。

な

ぜ

な

ら

当

時

仏

教
と

い

う

の
は

イ

ン

ド

・
中

国
の

古

代

文

化

の

中
で

磨

か

れ
た

非
常

に
高
度

な
も

の

だ

っ

た
か

ら
で
あ

る

。
し
か

し

神

仏

習

合

が

浸

透
す

る

と

、
仏

と
神

祇

の
上

下
関

係

は

あ

ま

り

意
識

さ

れ

な
く

な
る

。
さ
ら

に
は

親

鸞

が

生
き

た
十
二

世

紀
か
ら

十

三

世

紀

に

は

、

仏
と

神

祇

の
明

確

な

区

分
が

存
在

し

な

く

な

る

。 

本

論

は

そ

の

よ

う
な

時

代

背
景

を

よ

く

踏
ま

え
、

そ

の

上

で

親

鸞
は

神

祇

に
つ
い

て
ど

の
よ

う
に

捉

え

て
い

た

か
を

考
察

す

る
も

の

で

あ

る

。 

   

本

論 

 

第

一

章 

日

本
社

会

か

ら
見

た

神

祇

と
仏

の
関

係 

 
 

第

一

節 

神
祇

の

定

義 

 

民

衆

に

と

っ

て
「

神

」

と
は

畏

怖

畏

敬
す

る
存

在

で

あ

る

。

古
来

か

ら

考
え

ら
れ

て
き
た

神
の

性

格

は

丁
重

に
祀
る

と

恩
恵
が

与

え

ら

れ

、

蔑

ろ

に
す

る

と

わ
ざ

わ

い

や

怨
念

な
ど

の

悪

影

響

を

も
た

ら

す

と
い

っ
た

極
端
な

も
の

だ

っ

た

。
江

戸
時
代

中

期
に
活

躍

し

た

本

居

宣

長

（

一

七

三

〇

―

一

八

〇

一

）

は

、
『

古

事

記

伝

』

に

て

神

の

定

義

を

「

何

に

ま

れ

、

尋
常

な
ら

ず

優

れ

た
る

徳

の

あ

り

て

、

可

畏

き

も
の

」

と

説
明

し

て

い

る
。

本
居

宣

長

が

指

し

て
い

る

神

と
は

、

天

地

諸
々

の
神

、

自
然

や

自
然
現

象

、

動
植

物

、



コピー厳禁

3 

 

先

祖

な

ど

善

悪

関
係

な

く

、
人

知

を

越

え
た

不
可

思

議

な

存

在

す
べ

て

を

含
む

概
念

の

こ
と
で
あ

っ
た

。 

仏

教

伝

来

直

後

は
仏

も

「
藩
神

」
、
「

大

唐
神

」
な

ど

と

呼

ば

れ

て
い

た

。

仏

は
神
の

一

種
で

あ
り

、

日
本

古

来

の
国
神

と

は
異
質

の

神

を

指

し

て

い
た

の

で

あ
る

。

当

時

日
本

国
内

に

は

「

仏
」

と
い

う

概

念
は

無
く

、
元
来

あ
っ

た

「

神

祇
」

と
い
う

概

念
に
当

て

は

め

て

「

仏

」

と
い

う

存

在
を

理

解

し

よ
う

と
試

み

て

い

た
。

し
か

し

、

イ
ン

ド

・
中

国
・

朝
鮮
を

経

て

伝
わ

り
、

教

義

的
に
も

体

系

的

に

も

相

当

に
発

達

し

て
い

た

仏

教

を
日

本
固

有

で

育

っ

た

土
着

宗

教

の
枠

内
で

理
解
し

よ
う

と

す

る

の
は

、
当
然

な

が
ら
難

儀

だ

っ

た

。 

そ

こ

で

仏

教

を

仏
教

そ

の

も
の

の

枠

内

で
理

解
し

よ

う

と

す

る

動
き

が

、

聖
徳

太

子

に

よ
っ
て
現

れ

る

。

教

科

書
で

説

明

さ

れ
る

聖

徳

太

子

（

五

七
四

―

六

二
二

）

と

い

え
ば

、
日

本

最

初

の

女

性
天

皇

で

あ
る

推

古
天

皇
（

五
九

二

―

六

二
八

在
位

）

の

摂
政

を

勤

め

、

冠

位

十

二

階
や

憲

法

十
七

条

の

制

定
、

遣
隋

使

の

派

遣

な

ど
、

中

央

集
権

の
新

し
い
鎮

護
国

家

体

制

を
作

り
上
げ

る

た
め
尽

力

し

た

偉

人

で

あ

る
。

国

内

に
新

た

な

ク

ニ
と

し
て

の

機

能

を

作

り
上

げ

た

聖
徳

太

子
は

、
百

済
、

高

句

麗

、
新

羅
の
朝

鮮

半
島
の

文

化

や

隋

、

唐

の

中
国

文

化

の
受

け

入

れ

を
外

交
と

い

う

形

で

積

極
的

に

行

っ
た

。

そ
れ

は
仏

教
だ
け

で

な

く
、

儒
教
、

道

教
な
ど

の

宗

教

や

土

木

、

建
築

な

ど

の
技

術

、

さ

ら
に

は
芸

能

な

ど

多

方

面
の

受

容

が
あ

っ
た

。
さ
て

、
飛

鳥

文

化

の
時

代
が
仏

教

文
化
の

開

花

時

期

で

あ

る

こ

と

は

明

白

な

事

実

で

あ

る

。
『

日

本

書

紀

』

の

欽

明

天

皇

十

三
年

冬

十

月
の

条

に

は

、

百

済
の

聖
明

王

が

「

西

部

姫

氏

達

率

怒

唎

斯
致

契

ら

を
遣

は

し

て

、
釈

迦
仏

の

金

剛

像

一

軀
・

幡

蓋

若
干

・
経

論
若
干

の
巻

を

献

る

」
と

書
か
れ

て

お
り
、

こ

れ

は

百

済

か

ら

倭
国

へ

仏

教
が

伝

わ

っ

た
こ

と
を

示

す

。

し

か

し
、

伝

来
し
た

仏

教
は

百
済

仏
教

だ

け

で

な
く

、
朝
鮮

半

島
の

高

句

麗

、

新

羅

の

仏

教
や

中

国

仏
教

も

伝

来

し
て

お
り

、

日

本

で

は

複
数

の

仏

教
文

化

を

一

度
に

受
け

入

れ

て

い
た

。
そ
う

し

て
様

々

な
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仏

教

文

化

の

思

想
に

触

れ

た
結

果

、

輸

入
し

た
宗

教

を

自

国

の

状
況

に

合

わ
せ

て

変

容

さ
せ
る
こ

と
で

受

容

す

る
こ
と

に

つ
な
が

っ

た

。 

  

第

二

節 
中

世
の

一

般

的
な

神

祇

観 

新

し

く

や

っ

て

き
た

仏

が

す
ん

な

り

と

受
け

入
れ

ら

れ

た

か

と

い
う

と

そ

う
で

も

な

く

、
崇
仏
派

と

廃

仏
派

が

衝
突

す

る

こ

と
も

し

ば

し

ば

で

あ

っ
た

。

し

か
し

、

そ

の

論
点

は
教

理

・

思

想

的

な
も

の

で

は
な

く
、

仏
が
災

い
を

も

た

ら

す
の

か
、
そ

れ

と
も
福

を

も

た

ら

す

の

か

と
い

っ

た

、
そ

れ

ま

で

の
日

本
の

神

祇

へ

の

信

仰
を

ベ

ー

ス
と

し
た

次

元
の
も
の

で
あ

っ

た

。

先
程
述

べ

た
通
り

、

こ

の

と

き

の

仏

の

立

ち

位

置

は

仏

を

仏

と

し

て

捉

え

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、
「

他

国

神

」
と

い

う

神

と

し

て
日

本

に

招

か
れ

て
い

た

。

当

時

考

え

ら
れ

て

い

た
神

の

性

質

か
ら

そ
の

論

争

が

起

こ

る
の

は

不

自
然

で

は

な

い
が

、
そ

れ

と

同

時
に

土
着
の

宗

教
が

ま

だ

体

系

化

さ

れ

て

い
な

い

こ

と
に

対

す

る

裏
付

け
で

も

あ

る

。

つ

ま
り

、

仏

教
と

土
着

宗
教
と

の
教

義

的

論

争

は

不
可
能

だ

っ
た
の

で

あ

る

。 

そ

の

争

い

を

具

体
的

に

記

録
し

て

い

る

書
物

の
一

つ

に

『

日

本

書
紀

』

が

挙
げ

ら
れ

る

。
例

え
ば
欽

明

天
皇

十

三
年

（

五
五

二
）

十

月

の

条

に

は

、
大

王

が

群
臣

に

礼

仏

を
諮

問
し

た

お

り

、

蘇

我
大

臣

稲

目
は

崇
仏

を
主
張

し
た

の

に

対

し
、

物
部
大

連

尾
興
と

中

臣

連

鎌

子

は

廃

仏
を

主

張

し
た

の

で

蘇

我
氏

の
礼

拝

す

る

仏

像

を
難

波

の

堀
江

に
流

棄
し
た

。
さ

ら

に

敏

達
天

皇
十
四

年

（
五

八

五

）

三

月

の

条

に

は

物
部

大

連

守
屋

と

中

臣

連
勝

海
が

崇

仏

に

あ

ら

が
い

、

仏

像
と

仏

殿

を

焼
き

討
ち

し

た

。

そ
の

後
、
最

初

は
廃
仏

を

掲

げ

て

い

た

物

部
氏

や

中

臣
氏

も

氏

寺

を
建

立
す

る

な

ど

、

廃

仏
の

姿

勢

を
軟

化

し

て

い
っ

た
。

そ
こ

に

は
廃

仏
派
の

仏

に
対
す

る
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寛

容

性

、

つ

ま

り
仏

教

受

容
の

態

度

か

ら
神

仏
習

合

の

兆

し

が

垣
間

見

ら

れ
る

。
神

仏
習
合

に
つ

い

て

は

日
本

仏
教
の

宗

教
形
態

を

考

察

す

る

の

に

不
可

欠

な

た
め

、

次

章

で
詳

し
く

ま

と

め

る

。 

   

第

二

章 

仏

教
か

ら

影

響
を

受

け

る

土
着

宗
教

（

神

道

） 
 

 
 

第

一

節 

中
世

の

時

代
背

景 

 

仏

教

伝

来

以

前
の

日

本

の
神

祇

に

対

す
る

宗
教

形

態

は

祖

先

崇
拝

が

主

流
で

あ

っ

た

。
つ

ま
り

死

ん
だ

者

は
祖
先

神

と

な
っ

て

子

孫

を

見

守

る

と

い
う

概

念

が
神

道

の

根

本
だ

と
考

え

ら

れ

る

。

そ
の

た

め

人
格

的
な

個
性
を

も
た

な

い

存

在
だ

っ
た
。

祖

先
崇
拝

が

根

付

い

た

神

道

（
古

代

）

は
ま

だ

体

系

的
な

教
義

を

持

っ

て

お

ら
ず

、

自

然
崇

拝
な

ど
の
原

始
的

宗

教

の

性
格

を
色
濃

く

保
持
し

て

い

た

。

民

衆

に

と
っ

て

「

神
祇
」

は

身

近
な

存
在

で

は

あ

っ

た

が
、

宗

教

と
し

て

体
系

化
さ

れ
た
信

仰

を
行

う

の
は

貴
族

が
主
流

で

あ

っ

た

。

信

仰

は
善

く

も

悪
く

も

人

の

心
を

一
つ

に

す

る

。

そ

れ
は

政

治

を
担

う
貴

族
と
相

性
が

良

く

、

宗
教

は
古
代

か

ら
政
治

的

手

段

の

一

つ

と

し
て

用

い

ら
れ

て

き

た

。
仏

教
が

や

っ

て

き

た

奈
良

時

代

か
ら

鎌
倉

時
代
ま

で
は

、

仏

教

が
強

い
勢
力

と

し
て
政

治

に

も

大

き

い

影

響
力

を

と

ど
ろ

か

す

。

し
か

し
、

そ

れ

と

同

時

に
八

世

紀

後
半

か
ら

十
一
世

紀
に

か

け

て

仏
教

の
中
に

神

祇
信

仰

を

取

り

入

れ

る

神

仏
習

合

が

進
行

す

る

。

そ
れ

は
仏

教

が

民

衆

に

も
教

え

を

広
げ

た
た

め
、
民

衆
も

体

系

化

さ
れ

た
宗
教

を

信
仰
す

る

よ

う

に

な

っ

た

こ
と

が

考

え
ら

れ

る

。

し
か

し
民

衆

に

は

「
神

祇
」

と

い

う
思

想

が

根

強
か

っ
た

た

め
に

、

仏
教
を

仏

教

そ
の

も

の

の

枠

内

で

理

解

し
よ

う

と

す
る

動

き

が

弱
か

っ
た

。

ま

た

、

神

道
と

し

て

土
着

宗
教

が
体
系

化
で

き

た

の

は
仏

教
の
お

か

げ
で
あ

り

、
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少

な

か

ら

ず

仏

教
の

影

響

を
受

け

て

い

る
。

そ
の

た

め

仏

教

的

思
想

を

内

包
し

た

神
道

的
思

想
が
よ

り

一
層

強

ま
っ

た
。 

  
 

第

二

節 

神
仏

習

合

の
変

遷 

 

神

仏

習

合

は

本
地

垂

迹

の
概

念

が

主

流
に

な
る

と

よ

り

顕

著

に
表

れ

る

。
黒

田

俊
雄

氏
は

そ
の
期

間

に
見

え

る
神

仏
習

合
の
変

遷

を

以

下

の

よ

う

に
整

理

し

て
い

る

。 

 
 

（
ａ

）

神

は
自

身

が

輪
廻

の

世

界

を
流

転
す

る

存

在

で

あ

る
こ

と

を

嘆
き

、

仏
法

に
よ

っ
て
解

脱

す
る

こ

と
を
願

っ

て
い
る

。 

（
ｂ

）

神

は

仏

教
を

守

護

す
る

善

神

で

あ
る

。 

（
ｃ

）

神

は

仏

教
経

典

に

説
く

仏

（

本

地
）
が
、

生

き

と

し

生

け
る

も

の

を
救
済

す
る

た
め

〔
日
本

へ

〕
化

身

と
し

て
現

れ
た 

 
 

 
 

 

（

垂

迹

）
の

も

の

で
あ

る

。  

（

ｄ

）
神

は

仏

の
清

浄

な

た
ま

し

い(
本

覚)

で
あ

る

。
１ 

 
 

 
 

 
 

 

こ

の

引

用

を

元

に
神

仏

習

合
の

変

遷

を

ま
と

め
る

。 

（

ａ
） 

の
典

型

的

な

例

と

し

て

、

神

宮

寺

に

大

い

に

見

ら

れ

る

。
『
藤

原
家

伝
』

に

は

、

霊
亀

元

年

（

七

一

五

）
、

気

比
神

が

仏

教

に

よ

っ

て

救

済
さ

れ

た

い
為

に

藤

原

武
智

麻
呂

に

お

願

い

し

て
、

気

比

神
社

に

神
宮

寺
を

建
立
さ

せ

た

と
記

載
さ
れ

て

い
る
。

ま

た

、
『

日

本

逸

史

』

所

引

『

日

本

後

紀

』

天

長

六

年

（

八

二

九
）

三

月

十

六

日

条

に

は

、

養

老

年

中

（

七

一

七
―

七

二

四

）
に

神

が

仏

法

に

帰

依

し

た
い

が

そ

れ
を

果

た

さ

な
い

た
め

に

祟

り

を

な

し
た

の

で

若
狭

比

古
神

宮
寺

が
建
立

さ

れ
た

。

こ
の
よ

う

に
神
宮

寺

は

、

衆

生

で

あ

る
神

の

願

い
に

よ

っ

て

神
社

の
傍

ら

に

寺

が

建

設
さ

れ

、

仏
の

力
に

よ
る
救

済
が

行

わ

れ

る
場

所
と
し

て

作
ら
れ

た

。 
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（

ｂ
） 

の

説

が

最

初

に

出

て

き

た

の

は

『

続

日

本

紀

』

に

記

載

さ

れ

た

天

平
勝

宝

元

年

（

七

四

九

）

に

宇
佐

八

幡

宮

の

託

宣

で

あ

る

。

そ

れ

は

大
仏

建

立

を
援

助

す

る

た
め

に
上

京

し

た

と

い

う
も

の

で

あ
る

。

八
幡

神
は

も
と
も

と

北
九

州

に
ゆ
か

り

の
あ

る

神

で

、

海

の

神

と

も
銅

山

の

神
と

も

言

わ

れ
て

い
る

。

そ

の

後

、

応
神

天

皇

の
霊

と

習

合

し
た
。
そ

れ
が

仏

教

と

の
関

係

を
強
化

し

、

平

安

初

期

に

は

「
八

幡

菩

薩
」

と

菩

薩

号
を

得
る

ま

で

に

な

り

、
仏

教

と

の
密

接

な

関

係
を

持
つ

神

と
し

て

名
を
馳

せ

た

。
こ

こ

で

菩

薩

号

を

得

た

と
あ

る

が

、
神

は

迷

え

る
存

在
な

の

で

仏

の

救

済
を

必

要

と
し

て

い
る

か
ら

仏
法
に

帰

依
す

る

（
ａ
）

が

前
提

な

の

で

あ

る

。

そ

の

た
め

神

の

前
で

読

経

す

る
こ

と
で

、

神

が

そ

の

教
え

と

出

会
い

、

衆
生

の
地

位
か
ら

菩

薩
の

地

位
ま

で
高

め
る
こ

と

に

な

り

、

神

は

菩
薩

の

位

を
与

え

ら

れ

る
よ

う
に

な

っ

た

の

で

あ
る

。

例

え
ば

多

度

神

は
天

平
宝

字

七
年

（
七

六
三
）

に

多
度

大

菩

薩

と

称

さ

れ

、

八
幡

神

は

天
応

元

・

延

暦
二

年
（

七

八

一

・

七

八
三

）

の

二
度

に

わ

た

り
護

国
霊

験

威
力

神

通
大
自

在

王

菩
薩

と

い

う

菩

薩

号

が

寄

与
さ

れ

た

。
こ

の

よ

う

に
仏

を
助

け

、

仏

法

を

守
護

す

る

「
護

法

神
」

と
い

う
考

え

方

が

広
く

見
ら
れ

た

。
そ

う

し

て

、

神
祇

は

と

う
と

う

仏

の
地

位

に

ま

で
到

達
す

る

。

つ

ま

り
神
祇

と

仏

を
イ

コ

ー

ル

で
結

ぶ
よ

う

に
な

っ

た
の
だ

。

そ

れ
が

（

ｃ

）

の

変

遷

へ

と

つ

な
が

る

。 

次

の

（

ｃ

）

と

は
つ

ま

り

、
本

地

垂

迹

説
の

こ
と

で

あ

る
。

本

地
垂

迹

と

は
、
本

来
の

在
り

方
を
し

て

い

る

仏

（
本

地

）

が
、
仮

の

姿

を

と

っ

て

応
現

し

た

の
が

神

（

垂

迹
）
と
い

う

考

え

方

で

あ
る

。

神

は
仏

の

仮

の

姿
で

あ
り

、

仏
の

衆

生
救
済

の

は

た
ら

き

を

担

っ

て

い

る

と

意
味

し

て

い
た

。

以

下

の
引

用
は

本

地

垂

迹

説

に
も

意

味

の
変

容

が
あ

り
、

そ
れ
を

分

か
り

や

す
く

ま
と

め
て
い

る

内

藤

知

康

氏

の

「
親

鸞

の

神
祇

観

に

つ

い
て

の
一

考

察

」

の

引

用
で

あ

る

。 

本

地

垂

迹

説

は

『
法

華

経

』

に
説

か

れ

る
本

迹
を

日

本

の

仏

と

神
と

の

関

係
に
応

用

し

た
も

の
と

考

え
ら

れ

、
平
安

初

・

中
期
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は

、

漠

然

と

神

は
仏

の

化

現

で
あ

る

と

す
る

に
過

ぎ

な

か

っ

た

が
、

平

安

末
期
に

は

、

何
々

の
神

の

本
地

は

何
々
の

仏

と

い
う

対

応

関

係

が

説

か
れ

る

よ

う

に
な

り

、

鎌
倉

期
に

完

成

し

て

、

宇
宙

万

物

は
大
日

如

来

の
現

れ
で

あ

る
と

す

る
真
言

教

義

に
基

づ

く

両

部

神

道

や
、

根

本

的

仏
性

を

万

物
の

根
源

と

す

る

天

台

教
義

に

基

づ
き
、

ま

た

日
吉

の
神

の

俗
称

山

王
の
文

字

に

三
諦

即

一

・

一

心

三

観
の

教

説

を
結

合

し

た

山
王

神
道

が

成

立

す

る

。
２ 

 

こ

の

よ

う

に

十

一

世

紀

頃

に

は

、

本

地

垂

迹

説

の

枠

内

の

中

に

お

い

て

、
「

神

」

は

仏

の

化

身

で

あ

る

と

い

う
地

位
を

手

に

入

れ
て

仏

教

的

言

説

の

一
部

と

な

る
こ

と

で

固

定
化
し
て

い

た

。

中

世

で
は

仏

教

の
一

部

に

「

神
道

」
が

含

ま

れ

て
い

る
の
が

前

提
で
あ

る

。

は

じ

め

は

漠

然

と
日

本

の

神
は

仏

の

現

れ
だ

と
言

わ

れ

て

い

た

の
が

、

十

二
世

紀

頃
か

ら
は

ど
の
神

が

ど
の

仏

の
垂

迹
で

あ
る
か

が

決

め

ら

れ

る

よ

う
に

な

っ

た
。

例

え

ば

熊
野

三
社

は

阿

弥

陀

・

薬
師

・

観

音
、

日
吉

は
釈
迦

、
伊

勢

は

大

日
と

い
う
よ

う

な
具
合

で

あ

る

。

こ

れ

は

、
こ

の

後

長
く

続

く

神

仏
関

係
の

根

本

に

根

付

く
も

の

と

し
て

日

本
の

文
化

に
大
き

な

影
響

を

与
え

て
い

く
。 

 

最

後

の

（

ｄ

）
の

意

味

に
変

遷

す

る

頃
に
は
神

仏

関

係

に

お

け
る

仏

の

優
位

性

が

揺

ら
ぐ

。
現

世

的

な

存
在

で
あ
る

神

祇
は

そ

の

ま

ま

悟

り

の

世

界
の

存

在

で
も

あ

り

、

そ
の

た
め

仏

よ

り

も

優

れ
て

い

る

と
考

え
ら

れ
る
よ

う
に

な

っ

た

本
覚

思
想
が

発

想
さ
れ

た

。

つ

ま

り

、

仏

本

神
迹

か

ら

神
本

仏

迹

へ

と
転

換
し

た

の

で

あ

る
。
こ

れ

に

つ
い

て
は

次
回
へ

の
課

題

と

し

た
い

た
め
、

今

回
は
割

愛

さ

せ

て

い

た

だ

く
。 

さ

て

、

十

三

世

紀
か

ら

十

四
世

紀

頃

に

神
仏

習
合

が

本

格

化

し
、
仏

教

の

影
響

下

に

神

道
思
想
が

形

成

さ
れ

た

こ
と

か

ら

体

系
化

し

た

神

道

は

中

世
後

期

以

降
に

成

立

し

た
。

神
仏

習

合

と

は

広

義
的

な

意

味
と

し

て

、

神
祇

信
仰

と

仏
教

の

儀
礼
・

神

話

・
意

味

付

け

な

ど

に

関

す

る
関

係

を

一
般

的

に

指

す
。
神
道

成

立

以

前

の

日
本

の

神

祇
に

関

す
る

祭
祀
は
神

祇
崇

拝

と

呼

ば
れ

、

成
立
し

た

神
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道

と

区

別

さ

れ

る

。

次

節

で

は

「

神

道

」

と

い

う

用

語

の

意

味

の

移

り

変

わ

り

に

注

目

し

て

、
「

神

道

」

が

ど
の

よ

う

に

し
て

土

着

の

宗

教

か

ら

体

系
化

さ

れ

た
宗

教

へ

と

変
容

し
た

の

か

を

ま

と

め
た

い

。 

  

第

三

節 
「

神
道

」

成

立
の

諸

説 

「

神

道
」

と

い

う
用

語

が

初
め

て

使

わ

れ
た

文
献

は

、

八

世

紀

前
半

の

歴

史
書

『

日

本

書
紀

』
だ

と

い
わ

れ

て

い
る
。

杉
岡

孝
紀

氏

の

「

親

鸞

の

神
祇

観

に

関
す

る

予

備

的
考

察
」

と

い

う

論

文

の
中

で

、

津
田

左
右

吉
は
「

神
道

」
の

用

例
か

ら
様

々

な
意
味

を
検

討

し

整

理

し

て

、
そ

の

意

味
内

容

を

六

つ
に

分
類

し

た

。 

（
一

）

古

く

か

ら
伝

え

ら

れ
て

き

た

日

本
の

民
族

的

風

習

と

し

て
の

宗

教

（
呪
術

を
含

め
て

い
う

）

的
信

仰

。 

（
二

）

神

の

権

威
、

力

、

は
た

ら

き

、

し
わ

ざ
、

神

と

し

て

の

地
位

、

神

で
あ

る

こ

と

、
も
し
く

は
神

そ

の

も

の
。 

（
三

）

第

一

の

意
義

で

の

神
道

、

或

い

は
宗

教
的

意

義

に

見

ら

れ
た

神

代

の
説

話

に

、

何
ら
か
の

思
想

的

解

釈

を
加

え

た
思
想 

 
 

 

や

教

説

（
両

部

神

道
・

唯

一

神

道
・

垂
加

神

道

等

）
。 

（
四

）

特

定

の

神
社

を

中

心
と

し

て

宣

伝
さ

れ
て

い

る

特

異

な

教
説

（

伊

勢
神
道

・
山

王
神

道

）
。 

（
五

）

日

本

に

特
殊

な

政

治
的

・

道

徳

的
な

規
範

。 

（
六

）

い

わ

ゆ

る
宗

派

神

道
。
３ 

 
 

 

（

一

）
（

二

）

の

用

例

は

「

仏

法

」
に

対

し

て

、

日

本

の

神

祇
に

対

す

る

祭

祀

（

一
）

や

「
神

」

自

体

（

二

）
を

意

味

し

て
い

た
。

飛

鳥

時

代

後

半

か
ら

平

安

時
代

に

か

け

て
祭

祀
体

系

と

独

自

の

神
話

が

形

成
さ

れ

た
。

し
か

し
、
体

系

化
さ

れ

た
教

義
は

ま
だ
形

成
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さ

れ

て

い

な

い

。
こ

の

よ

う
に

早

い

時

期
か

ら
外

来

の

仏

教

に

対
し

て

日

本
独

自
の

祭
祀
体

系
と

い

う

発

想
が

あ
っ
た

こ

と
は
明

白

で

あ

る

。
（

三

）

か

ら

（

六

）

の

用

例

は

宗

教

と

し

て

体

系

化

さ

れ

た

「
神

道

」

を

指

し

て

い

る

。

鎌

倉

・

室
町

期

に

体

系
化

さ
れ

た

教

義

も

形

成

さ

れ

、

宗

教

体

系

と

し

て

「

神

道

」

が

確

立

す

る

。
「

神

道

」

が

仏

教

と

は

異

な

る

一

つ

の

宗

教

と

し

て

確
立

し

た

時

期

は
述

べ

た

通
り

で

あ

る
が

、

そ

れ

は
「
国
家

神

道

」

が

成

立
し

て

よ

う
や

く

の

こ

と
で
あ
っ

た
。 

津

田

氏

に

よ

る

と
、
『

日
本

書

紀

』
の

用

例

は

（
一

）

に

該

当

す

る
。
「

神
道

」

の
神
話

が

記

載

さ
れ
た

『

日
本

書

紀
』

は
、

の
ち

の

神

道

の

聖

典

と

し

て

扱

わ

れ

る

。

な

ぜ

な

ら

、
『

日

本

書

紀

』

は

日

本

に

残

る

最

も

古

い

文

献

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

た
め

仏

教

伝

来

以

前

に

日

本
が

何

ら

か
の

宗

教

的

な
活

動
が

あ

っ

た

こ

と

は
確

か

で

あ
る

が

、

そ

れ
が

ど
の

よ

う
な

も

の
で
あ

っ

た

か
を

確

実

に

知

る

こ

と

の

で
き

る

史

料
は

な

い

。

し
か

し
、
こ

こ

で

忘

れ

て
は

い

け

な
い

の

が

『

日
本
書
紀

』
は

す

で

に

中
国

文

化
や
仏

教

の

影

響

を

強

く

受

け
て

い

る

と
い

う
こ

と

で
あ

る
。

つ

ま

り

、

純

粋
な

日

本

古
来

の

宗
教

の
在

り
方
が

記

さ
れ

て

い
る

わ
け

で
は
無

い

。

『

日

本

書

紀

』

が
書

か

れ

た
頃

と

い

う

の
は

、
日

本

社

会

や

政

治
体

制

の

大
き

な
転

換
期
で

あ
り

、

天

皇

中
心

の
中
央

集

権
国
家

が

確

立

し

た

時

期

で
あ

る

。

高
度

な

文

明

を
築

き
上

げ

て

い

た

中

国
の

制

度

を
見

習
い

、
律
令

の
制

定

や

国

家
の

制
度
的

な

整
備
等

が

急

速

に

進

め

ら

れ
て

い

た

。
日

本

の

神

祇
に

対
す

る

祭

祀

は

七

世
紀

末

か

ら
八

世

紀

初

め
に
か
け

て
整

備

さ

れ

、
律

令

制
度
の

中

の

「

神

祇

令

」

に

お
い

て

年

間
の

国

家

祭

祀
と

し
て

定

め

ら

れ

た

。
そ

の

前

か
ら

祭
祀

自

体
は

天
皇

の

特

権

行
為

に
帰
属

し

、
皇
室

の

祖

神

と

し

て

固

定
化

は

し

て
い

た

。

し

か
し

、
鎮

護

国

家

の

主

神
と

し

て

神
道

を

成

り

立
た

せ
る

た

め
に

、

民
衆
か

ら

の

支
持

を

得

ら

れ

る

信

仰

、

す
な

わ

ち

教
義

的

な

体

系
化

が
必

要

不

可

欠

で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

。
そ

う
い

っ

た

時

代
背

景
が
あ

る

こ
と
か

ら

、

「

神

道

」

と

い

う
用

語

が

元
か

ら
「

日

本
の

民
族

的

宗

教

」
の

固
有

名

詞

と
し

て
使

用
さ
れ

て
い

た
と

は

考
え

に
く
い

。

む
し

ろ

土
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着

の

習

俗

的

信

仰
一

般

を

指
す

意

味

で

用
い

ら
れ

た

と

考

え

る

方
が

自

然

で
あ

る
。 

ま

と

め

る

と

（

一

）
（

二

）

は

、

仏

教

の

伝

来

に

よ

り

、

だ

ん

だ

ん

と

仏

教

が

優

位

的

存

在

と

し

て
認

め

ら

れ

は

じ

め

る

中

で

、

「

神

道

」

と

い

う

用

語

は

仏

教

と

区

別

す

る

た

め

の

祭

祀

的

意

義

か

ら

人

と

区

別

し

て

神
祇

を

畏

敬

す
る

考

え
の

も
と

、
「

神

の

権

威

、

力

、

は

た

ら

き

、

し

わ

ざ

、

神

と

し

て

の

地

位

、

神

で

あ

る

こ

と

、

も

し

く

は

神

そ

の

も

の

。
」

と
い

う
意

義

に

変

遷

し

た

時

期

を

表

し

て

い

る
。

こ

の

時
点
で

は

ま

だ
体

系
的

宗

教

と

し

て

の
意

味

合

い
は

薄

か
っ

た
の

で
あ
る

。 

（

三

）
（

四

）

の

用

例

は

仏

教

と

集

合

し

た

神

道

理

論

を

指

し

て

い

る

。

真

言

系

の

両

部

神

道

（

三

）

と

そ
の

両
部

神

道

に

関

わ

り

の

深

い

伊

勢

神
道

（

四

）
は

仏

教

と

集
合

し
た

神

道

理

論

を

ま
と

め

る

上
で

よ

く
挙

げ
ら

れ
る
例

だ

。
両

部

神
道

の

「

両
部

」

と

い

う

の

は

、

曼

荼
羅

の

胎

蔵
界

と

金

剛

界
の

二
つ

の

こ

と

で

あ

る
。

胎

蔵

界
は

「

智
」

を
、

金
剛

界

は

「

理
」

を
表
す

と

さ
れ

、

そ

れ

を

両

部

神

道

で
は

伊

勢

の
内

宮

の

天

照
大

御
神

が

胎

蔵

界

に

、
外

宮

の

豊
受

大

御

神

が
金

剛
界

に
あ

た

る

。

両
部
神

道

は
見
て

の

通

り

伊

勢

神

宮

と
の

関

わ

り
が

深

く

、

そ
れ

に
伴

い

伊

勢

神

道

と
も

関

係

が
深

い
。

両

部
神
道
が

分

類

さ

れ
る

仏
教
系

の

神
道
理

論

に

対

し

て

、

仏

教
か

ら

自

立
す

る

た

め

の
神

道
理

論

を

展

開

し

よ
う

と

い

う
動

き
が

顕
著
に

な
っ

た

時

に

代
表

す
る
の

が

伊
勢
神

道

で

あ

る

。

伊

勢

神
宮

は

豊

受
大

御

神

を

祀
る

外
宮

と

天

照

大

御

神
を

祀

る

内
宮

か

ら
な

る
の

だ
が
、

こ

の
頃

は

内
宮

の
ほ

う
が
勢

力

が

大

き

く

な

っ

て
い

た

。

豊
受

大

御

神

は
天

照
大

御

神

の

お

食

事
を

司

る

神
で

、
現

在
で
は

内
宮

に

対

し

て
外

宮
と
並

び

称
さ
れ

る

。

内

宮

側

に

勢

力

が
偏

っ

た

こ
と

に

反

発

し
た

外
宮

の

神

官

た

ち

が
、

自

ら

の
地

位
を

高
め
よ

う
と

し

て

起

こ
し

た
運
動

が

伊
勢
神

道

の

始

ま

り

で

あ

る
。

先

に

も
述

べ

た

通

り
、

伊
勢

神

道

の

成

立

は
、

仏

教

に
依

存

し

て

宗
教

理
論

を

組
み

立

て
て
い

た

神

道
が

、

拙

い

な

が

ら

も

神

道
自

体

で

宗
教

理

論

を

組
み

立
て

る

よ

う

に

な

っ
た

の

が
始
ま

り

で
あ

る
。

そ
の
後

、

神
道

は

仏
優

位
の

関
係
性

を
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逆

転

さ

せ

、

さ

ら
に

は

仏

教
を

神

道

に

従
属

さ
せ

て

理

論

化

を

試
み

た

吉

田
兼

倶

（
一

四
三
五
―

一
五

一

一

）

の
唯
一

神

道
な
ど

、

仏

教

か

ら

自

立

し
た

神

道

の
立

場

を

確

立
し

た
。
４ 

(

五)
(

六)

に

つ

い
て

は

今

回

論
じ

た

い

こ
と

と
異

な

る

為

、

次

回
の

課

題

と
さ

せ

て

い

た
だ

く
。 

   

第

三

章 

親

鸞
の

神

祇

観 
 

 
 

第

一

節 

仏
教

的

神

祇
の

位

置

づ

け 

内

藤

知

康

氏

の

「
親

鸞

の

神
祇

観

に

つ

い
て

の
一

考

察

」
に

よ

れ
ば

、

親

鸞
に
お

け
る

神
祇

の
位
置

づ

け

は

二
種
類

あ
る

。

一
つ

目

は

「

超

自

然

的

な

存

在

で

は

あ

る

が

、

解

脱

に

至

っ

て

い

な

い

存

在

と

し

て

の

神

々

」
。

二

つ

目

は

「

仏

、
菩

薩

の

化

身
と

し
て

の

神

々

」
。

こ

の

章

で

は

「

親

鸞

の

神

祇

観

」
と

い

う

こ

と

で

仏

教

的

観

点

か

ら

「
神

祇

」
を

取

り

扱

う

。

後
者

に

つ

い

て
は

本
地

垂

迹

説

を

指

し

て
い

る

。

そ
れ

は
第

二

章
で
ま
と

め

て

い

る

の

で
、

前

者
を
重

点

的
に

書
き

た
い

。 

さ

て

、

前

者

の

「
超

自

然

的
な

存

在

で

は
あ

る
が

、

解

脱

に

至

っ
て

い

な

い
存

在

と

し

て
の
神
々

」

に

つ
い

て

井
上

見

淳

氏
は

、 

「
解

脱

に

至

っ

て
い

な

い

存

在
と

し

て

の
神

々
」

に

つ

い

て

は

、
六

道

説

に

立
脚

し

た

う
え
で
、

神
を

迷

界

の

衆
生

の

一
と

捉

え

る

も

の

で

あ

り

、

仏

へ

の

帰

依

を

分

岐

と

し

て

善

鬼

神

・

悪

鬼

神

と

展

開

す

る

神

祇

観

（

所

謂

「

護

法

善

神

説

」
）
で

あ
る

。

こ

の

立

場

は

、

宗
祖

の

『

大

集
経

』

引

用
に

お
け

る

、

仏

に

対

す
る

波

句

や
諸
神

と

の

対
応

関
係

に

お
い

て

う
か
が

え

る

も
の

で

あ

り

、

ま

た

「
現

世

利

益

和
讃

」

で

顕
著

に
あ

ら

わ

れ

る

も

の
で

あ

る

。
い
わ

ば

宗

祖
の

神
祇

観

と
し

て

ベ
ー
ス

を

な

し
て
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い

る

理

解

と

い

う
こ

と

が

い
え

よ

う

。
５ 

と

論

じ

て

い

る

。

親

鸞

の

神

祇

観

を

神

祇

護

念

的

に

見

る

と

す

る

な

ら

ば

、
「

護

法

善

神

説
」

が

有

力

で

あ

る
。

井

上

氏

が
示

し

て

い

る

通

り

、

親

鸞
の

撰

述

し
た

「

現

世

利
益

和
讃

」

は

そ

れ

を

裏
付

け

る

内
容

と

な

っ

て
い
る
。 

 

と

こ

ろ

で

、

親
鸞

が

生

き
た

十

三

世

紀
の

鎌
倉

時

代

は

本

地

垂
迹

説

が

発
達

し

た
こ

と
に

よ
り
、

民

衆
の

間

で
は

神
祇

崇
拝
が

盛

ん

で

あ

っ

た

。

親
鸞

に

は

、 

 
 

（
一

〇

〇

）
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 

 
 

（
一

〇

一

）
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
６ 

と

善

神

が

護

法

す
る

こ

と

を
説

示

す

る

神
祇

護
念

の

面

が

見

ら

れ
る

。 

 

し

か

し

一

方

で

は

、
神

祇

と

仏

の

仏

優

位

と

す

る

上

下

関

係

を

明

ら

か

に

す

る

神

祇
不

拝
の

面

も

見

ら

れ

る

。
「
『

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

。
」
（
『

註

釈

版

』 

四

二

九

頁

）

と

述
べ

て

い

る
よ

う

に

神

祇
へ

の
不

帰

依

を

強

く

説
示

し

て

い
る

こ

と

が

分
か

る
。 

 

こ

の

よ

う

に

親
鸞

に

は

神
祇

護

念

と

神
祇
不
拝

と

い

う

両

極

端
に

も

見

え
る

二

つ

の

立
場

が
存

在

し
、

か

ね
て
か

ら

ど

ち
ら

の

立

場

に

属

す

る

の

か
に

つ

い

て
議

論

が

重

ね
ら

れ
て

き

た

。

そ

の

矛
盾

に

も

見
え

る
親

鸞
の
両

立
場

を

そ

れ

ぞ
れ

見
て
い

き

、
親

鸞

に

お

け

る

神

祇

観

を
明

ら

か

に
し

て

い

き

た
い

。 
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第

二

節 

神
祇

護

念 
例

え

ば

九

月

二

日
付

の

念

仏
人

々

宛

の

消
息

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

の

事

ゆ

め

ゆ

め

な
き

こ

と

な

り
。

世

々

生
々

に
無

量

無

辺

の

諸

仏
・

菩

薩

の
利
益

に

よ

り
て

、
よ

ろ

づ
の

善

を
修
行

せ

し

か
ど

も

、

自

力

に

て

は
生

死

を

出

で
ず

あ

り

し
ゆ

ゑ
に

、

曠

劫

多

生

の
あ

ひ

だ

、
諸
仏

・

菩

薩
の

御
す

す

め
に

よ

り
て
、

い

ま

ま
う

あ

ひ

が

た

き

弥

陀
の

御

ち

か

ひ
に

あ

ひ

ま
ゐ

ら
せ

て

候

ふ

御

恩

を
し

ら

ず

し
て
、

よ

ろ

づ
の

仏
・

菩

薩
を

あ

だ
に
申

さ

ん

は
、

ふ

か
き

御

恩

を

し
ら

ず

候

ふ

べ
し

。

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

。
い

か
に

い

は
ん

や

、
よ
ろ

づ

の

仏
・

菩

薩

を

あ

だ

に

も
申

し

、

お

ろ
か

に

お

も
ひ

ま
ゐ

ら

せ

候

ふ

べ

し
や

。

よ

ろ
づ
の

仏

を

お
ろ

か
に

申

さ
ば

、

念
仏
を

信

ぜ

ず
、

弥

陀

の

御

名

を

と
な

へ

ぬ

身
に

て

こ

そ

候
は

ん
ず

れ

。
７ 

上

記

の

引

用

か

ら
分

か

る

通
り

、

諸

仏

・
諸

菩
薩

へ

の

軽

侮

と

神
祇

へ

の

軽
侮

が

と

も

に
「

ゆ
め

ゆ

め

な

き
こ

と
な
り

」

と
強

い

語

調

で

戒

め

ら

れ

て
い

る

。

こ
の

説

示

の

意
味

と
し

て

、

神

祇
と

仏
に

優

劣

を
付

け
た

こ
と
で

念
仏

者

の

中

に
は

曲
解
し

て

神
祇

を

軽

視

す

る

考

え

が

あ
っ

た

と

考
察

す

る

。

な
ぜ

な
ら
阿

弥

陀

仏

一

仏
に

帰

依

す
る

念

仏

者

に
と

っ
て

は

、
諸

仏

・
諸
菩

薩

・

諸
天

神

を

崇

拝

す

る

必

要

は
な

か

っ

た
か

ら

で

あ

る
。

実
際

親

鸞

も

そ

の

よ
う

に

考

え
て

お

り

、

そ
の

姿
勢

が

い

わ

ゆ
る

神
祇
不

拝

の
態
度

と
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し

て

示

さ

れ

た

の
で

あ

る

が
、

詳

し

く

は
次

節
に

て

ま

と

め

る

。 

し

か

し

、

あ

く

ま
で

も

親

鸞
は

「

阿

弥

陀
仏

一
仏

へ

の

帰

依
」
が
教

え

の

核
心

で

あ

っ

て
、

決
し
て

神

の

存

在
自
体

を
否

定

し
た

わ

け

で

は

な

い

。
そ

れ

が

わ
か

る

の

が
、
「

護

法
善

神

説

」

で

あ

る
。
「

護
法

善

神

説
」

と

は
、

善
神
は

念

仏
者

を

擁
護

す
る

存
在
で

あ

る

と

い

う

説

示
だ

。

そ

し
て
純

粋

に

「
信
」
に

向

き

合

え

る

よ
う

尽

く

し
て

く

れ

る

存
在

で
も

あ

る
。

だ
か

ら
親
鸞

は

「
ゆ

め

ゆ

め

な

き

こ

と

な

り
」

と

言

い
切

っ

て

、

神
祇

に
対

す

る

尊

敬

の

念
を

忘

れ

な
い

よ
う

言
い
含

め
た

。

そ

の

様
子

を
『
現

世

利
益
和

讃

』

に

て

次

の

よ

う

に
示

し

て

い
る

。 

（

一

〇

〇
）

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 

 
 

 

（

一

〇

一
）

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 

 
 

 

（

一

〇

二
）

南

無

阿
弥

陀

仏

を

と
な

ふ
れ

ば 

堅

牢

地

祇
は

尊

敬

す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
げ

と

か

た

ち
と

の
ご

と

く

に

て 

よ
る

ひ

る

つ
ね

に
ま

も
る
な

り 

 
 

 

（

一

〇

三
）

南

無

阿
弥

陀

仏

を

と
な

ふ
れ

ば 

難

陀

・

跋
難

大

龍

等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
量

の

龍

神

尊
敬

し 

よ

る

ひ

る

つ

ね
に

ま

も

る
な

り 

 
 

 

（

一

〇

四
）

南

無

阿
弥

陀

仏

を

と
な

ふ
れ

ば 

炎

魔

法

王
尊

敬

す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
道

の

冥

官

み
な

と
も

に 

よ

る

ひ

る
つ

ね

に

ま
も

る

な

り 
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（

一

〇

五
）

南

無

阿
弥

陀

仏

を

と
な

ふ
れ

ば 

他

化

天

の
大

魔

王 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

釈
迦

牟

尼

仏

の
み

ま
へ

に

て 

ま

も

ら
ん

と

こ

そ
ち

か

ひ

し

か 

 
 

 
（

一

〇

六
）

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 

 
 

 

（

一

〇

七
）

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
８ 

上

記

の

引

用

か

ら
親

鸞

が

「
神

祇

」

と

い
う

存
在

を

ど

の

よ

う

に
捉

え

て

い
た

か
が

分
か
る

。 

 

ま

た

、
（
一

〇

六
）

の
「

こ

れ

ら
の

善

神

み

な
と

も

に 

念

仏

の
ひ

と

を

ま
も

る

な
り

」
と
書
か

れ

て

い
る

通

り
、
「

念
仏

の
ひ

と
」 

と

は

金

剛

の

真

実
信

心

を

獲
得

し

た

者

の
こ

と
で

あ

る

。

神

祇

は
念

仏

者

の
利

益

と
し

て
念

仏
者
を

味

方
す

る

の
で

あ
り

、 

金

剛

の

真

心

を

獲
得

す

れ

ば

、
横

に

五

趣
八

難
の

道

を

超

え

、

か
な

ら

ず

現
生
に

十

種

の
益

を
獲

。

な
に

も

の
か
十

と

す

る
。

一

つ

に

は

冥

衆

護
持

の

益

、

二
つ

に

は

至
徳

具
足

の

益

、

三

つ

に
は

転

悪

成
善
の

益

、

四
つ

に
は

諸

仏
護

念

の
益
、

五

つ

に
は

諸

仏

称

賛

の

益

、
六

つ

に

は

心
光

常

護

の
益

、
七

つ

に

は

心

多

歓
喜

の

益

、
八
つ

に

は

知
恩

報
徳

の

益
、

九

つ
に
は

常

行

大
悲

の

益

、

十

に

は

正
定

聚

に

入
る

益

な

り

。
９ 

と

あ

る

よ

う

に

、
そ

の

利

益
と

は

念

仏

者
が

現
世

に

お

い

て

獲

る
利

益

と

し
て

そ

れ
ぞ

れ
諸

の
鬼
神

が

護
持

す

る
と

い
う

も
の
だ

。

十

種

の

益

う

ち

、

一

つ

目

の

冥

衆

護

持

の

益

が

そ

れ

に

該

当

す

る

。
『

現

世

利

益

和
讃

』

に

は
上

記
の

一

例

以

外

に

も

親

鸞

の

神

祇

観

が

分

か

る
和

讃
が

残

さ

れ
て

い

る

。

様
々

な
和

讃

を

通

し

て

親
鸞

が

一

貫
し

て

伝
え

て
い

る
こ
と

は

、
善

神

は
昼

夜
問

わ
ず
必

ず
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念

仏

者

を

護

る

存
在

な

の

で
、

念

仏

者

は
闇

を
恐

れ

る

必

要

が

な
い

と

い

う
こ

と
だ

。
そ
し

て
仏

道

修

行

を
妨

げ
よ
う

と

す
る
悪

鬼

神

は

念

仏

者

を

恐
れ

る

の

で
、

念

仏

者

は
心

配
し

な

く

て

よ

い

、
と

記

さ

れ
て

い
る

。
ま
た

、
以

上

の

例

に
挙

げ
た
八

首

の
う
ち

、

六

首

が

「

南

無

阿
弥

陀

仏

を
と

な

ふ

れ

ば
」
か
ら

始

ま

る

。

林

智
康

氏

の
「
親

鸞

の

神

祇
観

」
に

よ

れ

ば

、 

 
 

現

世

利

益

和

讃

の

「
南

無

阿

弥

陀

仏

を

と

な

ふ

れ

ば

」
と

い

う

言

葉

は

、
「

本

願

念

仏

に

生

き

る

信

決

定

の

身

と

な

っ
た

な

ら

ば
」

と

い

う

意

味
で

あ

る

。

こ
れ

は

自

力
の

念
仏

で

も

ま

た

は

単
な

る

呪

文

で
は

な

く

、
他
力
の

念
仏

で

あ

る

。
即

ち

真
実

信

心

を

獲

得

し

た

念
仏

者

は

、

自
ら

称

名

念
仏

を
と

な

え

る

。

名

号
は

固

然

た
る
も

の

で

は
な

く
、

絶

え
ず

は

た
ら
き

か

け

、
信

心

獲

得

し

た

念

仏
者

の

称

名

念
仏

と

な

る
。

そ
し

て

信

心

の

利

益
で

あ

る

冥
衆
護

持

を

念
仏

を
称

え

る
念

仏

者
の
と

こ

ろ

で
表

現

さ

れ

た

も

の

が
「

南

無

阿
弥

陀

仏

を

と
な

ふ
れ

ば

」
の

言

葉

と
み

ら

れ

る
。
１

０ 

と

あ

る

。

他

力

の

信

が

成

立

し

た

念

仏

者

が

称

名

念

仏

を

称

え

る

様

子

を

表

現

し

た

、

と

書

か

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

見

て

い

く

と

『

浄

土

文

類

鈔

』
問

答

分

に
は

、 

 
 

大

行

と

い

ふ
は

、

す

な
は

ち

無

礙

光
如

来
の

名

を

称

す

る

な
り

。

こ

の
行

は
あ

ま
ね
く

一
切

の

行

を

摂
し

、
極
速

円

満
す
。

ゆ

ゑ

に

大

行

と

名

づ
く

。

こ

の

ゆ
ゑ

に

称

名
は

、
よ

く

衆

生

の

一

切
の

無

明

を
破
し

、

よ

く
衆

生
の

一

切
の

志

願
を
満

て

た

ま
ふ
。

称

名

は

す

な

は

ち
憶

念

な

り
。

憶

念

は

す
な

は
ち

念

仏

な

り

。

念
仏

は

す

な
は

ち

こ

れ

南
無

阿
弥

陀

仏
な

り

。
１

１ 

と

あ

る

。

こ

こ

で
「

称

名

」
と

は

「

南

無
阿

弥
陀

仏

」

の

こ

と
と
説

示

さ

れ
る

。

ま
た

、 

 
 

こ

こ

に

知

ん

ぬ

、
「

能

生

清

浄

願

心

」

は

、

こ

れ

凡

夫

自

力

の

心

に

あ

ら

ず

、

大

悲

回

向

の

心

な
る

が
ゆ

ゑ

に

清

浄
願

心

と

の

た

ま

へ

り

。

し

か
れ

ば

、
「
一

心

正
念

」

と

い
ふ
は

、

正

念

は

す

な
は

ち

こ

れ
称

名

な

り

。 
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称

名

は

す

な

は

ち
こ

れ

念

仏
な

り

。
１

２ 
と

あ

り

、
「

称

名

」

と

は

「

念

仏
」

の

こ

と

と

説

示

さ

れ

る

。

つ

ま

り

、
「

称

名

」

と

は

「

念

仏

」

で

あ

り

、
「
南

無
阿

弥

陀

仏

」

で

も

あ

る

。

そ

れ

は
正

定

聚

に
定

ま

る

こ

と
と

同
意

義

で

あ

っ

た

。
最

初

に

述
べ

た

「
信

の
成
立
」

と
は

阿

弥
陀

仏
の

本

願
力
を

疑
う

こ

と

な

く

受

け

入
れ

る

こ

と
で

あ

る

。

親
鸞

教
義

の

真

髄

は

ま

さ
に

こ

こ

に
あ

る
と

言
っ
て

も
過

言

で

は

な
い

。 

 

こ

こ

ま

で

長

々
と

、

善

神
は

信

心

の

人
を

護
る

存

在

で

あ

る

の
で

、

念

仏
者

た
ち

は
善
神

を
軽

侮

し

た

り
、

否
定
し

た

り
し
て

は

い

け

な

い

「

神

祇
護

念

」

に
つ

い

て

ま

と
め

て
き

た

。

し

か

し

そ
れ

は

親

鸞
に

と

っ

て

神
祇

と
仏

の

仏

優

位
を

説
示
す

る

た
め
で

あ

る

。

帰

依

す

る

の
は

阿

弥

陀
仏

一

択

で

あ
り

、
そ

こ

に

神

祇
が

入
る

余

地

は
な

い
。

そ
れ
が

親
鸞

の

主

張

で
あ

る
と
考

察

す
る
。

阿

弥

陀

仏

一

仏

に

帰
依

す

る

た
め

に

神

祇

へ
の

不
帰

依

が

成

立

し

、
し

か

し

な
が

ら
そ

れ
は
神

祇
の

存
在

否

定
で

は
な
か

っ

た
と
い

う

考

察

の

も

と

、

次
に

神

祇

不
拝

に

つ

い

て
ま

と
め

る

。 

  
 

第

三

節 

教
義

的

な

面
か

ら

見

る

神
祇

不
拝 

 

『

教

行

信

証

』

の

「

化

身

土

文

類

」

末

の

外

教

釈

に

は

神

祇
へ

の

礼

拝

を

否

定

す
る

文
が

あ

る

。
「

そ
れ

も
ろ

も

ろ

の

修

多

羅

に

よ

つ

て

、

真

偽

を
勘

決

し

て
、

外

教

邪

偽
の

異
執

を

教

誡

せ

ば
、
」
（
『

註
釈

版

』

四
二

九
頁

）
か
ら

は

じ

ま
る

釈

で
、
「

も
ろ

も
ろ

の

修

多

羅

に

よ

つ

て

、

真

偽

を

勘

決

し

て

、
」

と

あ

る

よ

う

に

、

様

々

な

経

典

か

ら

真

と

偽

を

考

え

定

め
た

結
果

、

仏

教

以

外
の

宗
教

を

外

道

と

し

て

示
し

て

い

る
。

そ

し

て

、 

 
 

天

台

の

『

法
界

次

第

』
に

い

は

く
、
「

一

つ
に

は

仏

に

帰

依

す
。
『

経
』
（
涅

槃
経

）

に
の
た
ま

は

く

、
〈
仏

に

帰
依

せ
ん

も
の

、
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つ

ひ

に

ま

た

そ

の

余

の

も

ろ

も

ろ

の

外

天

神

に

帰

依

せ

ざ

れ

〉

と

。

ま

た

の

た

ま

は

く

、
〈

仏

に

帰

依
せ

ん
も

の

、

つ

ひ
に

悪

趣

に

堕

ち

ず

〉

と

い

へ

り

。

二

つ

に

は

法

に

帰

依

す

。

い

は

く

、
〈

大

聖

の

所

説

、

も

し

は

教

も

し

は

理

、

帰

依

し

修

習

せ

よ

〉

と

な

り

。

三
つ

に

は

僧

に
帰

依

す

。
い

は
く

、
〈

心

、
家

を

出

で

た
る

三

乗

正
行
の

伴
に

帰
す
る

が

ゆ

ゑ

に
〉
と

。
『
経

』

（
同

）

に

の

た

ま
は

く

、
〈

永

く

ま
た

更

つ

て

、
そ

の

余

の

も

ろ

も
ろ

の

外

道
に
帰

依
せ

ざ
る

な
り
〉
」
と

。
１

３ 

こ

れ

は
「

そ

の

余
の

も

ろ

も
ろ

の

外

道

に
帰

依
せ

ざ

る

な

り

」

と
書

か

れ

て
い

る

通
り

、
阿

弥
陀

仏
に

帰

依
す

る
も

の

は
神
祇

に
帰

依

す

る

こ

と

は

あ
っ

て

は

な
ら

な

い

と

い
う

こ
と

だ

。

神

仏

習

合
が

進

み

、
民

衆
の

意
識
と

し
て

は
よ

り

神
祇

と
い
う

存

在
が

身

近

に

な

る

中

で

も

親
鸞

は

、

仏
道

に

お

い

て
は

仏
と

神

祇

の

違

い

を
明

確

に

し
、

仏

教

的

教
義
に
則

っ
て

阿

弥

陀

仏
に

帰

依
す
る

の

を

当

た

り

前

と

し

た
。 

 

さ

て

、

教

誡

さ
れ

る

外

教
邪

偽

と

は

、 

 
 

『

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

。 

 
 

『

般

舟

三

昧

経

』

に

の

た

ま

は

く

、
「

優

婆

夷

、

こ

の

三

昧

に

聞

き

て

学

ば

ん

と

欲

せ

ん

も

の

は
、

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
祀

る

こ

と
得

ざ

れ

、

吉

良

日

を
視

る

こ

と
を

得

ざ

れ

」
と

な
り

。 

 
 

ま

た

の

た

ま
は

く

、
「

優

婆

夷
、

三

昧

を

学
ば

ん

と

欲

せ

ば

、
天

を

拝

し
神

を
祠

祀
す
る

こ
と

を
得

ざ

れ

」

と
な

り

。
１

４ 

と

あ

る

よ

う

に

「
天

神

に

帰
依

」
、
「

天

を
拝

す
る
」
、
「

鬼

神

を

祀
る

」
、
「
吉
良

日

を
視

る
」
、
「
神

を

祠

祀

す
る

」
な
ど

の

こ
と
で

あ
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る

。

こ

れ

ら
は

阿
弥

陀

仏

一
仏
に

よ

る

救
済

を
掲

げ

て

い

る

親

鸞
の

「

神

祇
不

拝

」
と

し
て
の
態

度

が

明

確

な

箇
所
で

あ

る
。

阿

弥

陀

仏

の

も

と

で

は
身

分

に

関
係

な

く

全

て
の

衆
生

が

平

等

で

あ

り
、

阿

弥

陀
仏
が

本
願

と
し

て
選
ん

だ

念
仏

を

称
え

る
こ

と
で

誰

も

が

救

済

さ

れ

る

と
親

鸞

は

説
示

す

る

。

故
に
阿
弥

陀

仏

は

絶

対

的
存

在

な

の
で

あ

る
。

し
か

し
親

鸞

は

神

祇
に

帰
依
す

る

こ
と
に

対

し

て

明

確

に

否

定
し

て

い

る
の

で

あ

り

、
神

祇
の

存

在

そ

の

も

の
を

否

定

し
た

わ

け

で

は
な
い
の

は

、

先

程
神

祇
護
念

の

と
こ
ろ

で

述

べ

た

通

り

で

あ
る

。 

親

鸞

の

神

祇

観

は
『

教

行

信
証

』

の

「

信
文

類
三

」

末

の

真

仏

弟
子

釈

に

説
示

さ

れ

て

い
る

。 

 
 

「
真

の

仏

弟
子

」

と

い
ふ

は

、

真

の
言

は
偽

に

対

し

仮

に

対
す

る

な

り
。

弟
子

と
は
釈

迦
・

諸

仏

の

弟
子

な
り
、

金

剛
心
の

行

人

な

り

。

こ

の

信
行

に

よ

り
て

か

な

ら

ず
大

涅
槃

を

超

証

す

べ

き
が

ゆ

ゑ

に
、

真

の

仏

弟
子

と
い

ふ

。
１

５ 

仮

と

い

ふ

は

、

す
な

は

ち

こ
れ

聖

道

の

諸
機

、
浄

土

の

定

散

の

機
な

り

。
１

６ 

偽

と

い

ふ

は

、

す
な

は

ち

六
十

二

見

・

九
十

五
種

の

邪

道

こ

れ

な
り

。
１

７ 

『

涅

槃

経

』

に

の
た

ま

は

く
、
「

世
尊

つ

ね

に

説
き

た

ま

は

く
、
〈

一

切

の
外

は

九

十
五
種

を
学

ひ
て
、

み

な

悪

道
に
趣

く
〉
」

と

。
１

８ 

光

明

師

の

い

は

く
、
「

九
十

五

種

み
な

世

を

汚

す
。

た

だ

仏

の

一

道
の

み

独

り
清

閑
な

り

」
と

。
１

９ 

と

、

真

、

仮

、

偽
の

三

重

判
を

述

べ

て

い
る

箇
所

を

引

用

し

た

。
真

の

仏

弟
子

は
第

十
八
願

の
真

実

信

心

を
獲

得
し
た

他

力
の
念

仏

行

者

を

、

仮

の

仏
弟

子

は

聖
道

の

諸

機

、
第

十
九

願

の

定

散

の

機
及

び

第

二
十

願
の

自
力
の

念
仏

行

者

を

、
偽

の
仏
弟

子

は
仏
道

以

外

の

教

え

を

求

め
る

者

を

指
す

。

こ

の

真
の

仏
弟

子

、

仮

の

仏

弟
子

、

偽

の
仏

弟
子

の

三
つ

は
『

教

行

信

証
』

の
「
化

身

土
文

類

」
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本

の

要

門

釈

の

は
じ

め

に

、 

 
 

し

か

る

に

濁
世

の

群

萌
、

穢

悪

の

含
識

、
い

ま

し

九

十

五

種
の

邪

道

を
出

で
て

、
半
満

・
権

実

の

法

門
に

入
る
と

い

へ
ど
も

、

真

な

る

も

の

は

は
な

は

だ

も
つ

て

難

く

、
実

な
る

も

の

は

は

な

は
だ

も

つ

て
希

な

り

。

偽
な

る
も

の

は
は

な

は
だ
も

つ

て

多

く

、

虚
な

る

も

の
は

は

な

は
だ

も

つ

て

滋
し

。
２

０ 

と

説

か

れ

る
。
「

真

な

る
も

の
」
、
「
実

な

る

も

の
」

は

真

の

仏

弟

子
、
「

偽
な

る

も

の
」

は

偽
の

仏
弟

子

、
「

虚
な

る
も

の

」
は

仮

の

仏

弟

子

の

こ

と

で
あ

る

が

、
真

の

仏

弟

子
と

偽
、

仮

の

仏

弟

子

を
対

照

し

て
い

る
。

ま

た
、
そ
こ

に
書

か

れ

て

い
る

こ

と
は
外

道

を

出

て

仏

道

に

入

っ
た

も

の

の
、

真

実

の

者
は

稀
で

あ

り

、

虚

偽

の
者

は

数

多
く
い

る
と

述
べ

ら
れ

て

い

る

。
そ

し
て
、

真

の
仏
弟

子

を

分

か

り

や

す

く
解

説

し

て
い

る

の

が

以
下

の
通

り

で

あ

る

。 

こ

れ

を

仏

教

に

随
順

し

、

仏
意

に

随

順

す
と

名
づ

く

。

こ

れ

を

仏
願

に

随

順
す

と

名

づ

く
。

こ
れ

を

真
の

仏

弟
子
と

名

づ

く
。

２

１ 

こ

れ

は

親

鸞

が

『
教

行

信

証
』

の

「

化

身
土
文
類

」

本

に

お

い

て
、

本

願

を
信

じ

念
仏

す
る

者
は
阿

弥

陀
仏

の

本
願

に
随

順
し
、

釈

尊

の

教

説

に

随

順
し

、

諸

仏
の

教

意

に

随
順

す
る

者

で

あ

る

た

め
、

真

の

仏
弟

子
と

い
わ
れ

る
。

こ
の

姿

が
仏

教
徒

の

あ
る
べ

き
姿

と

し

、

そ

の

上

で
親

鸞

は

自
身

の
基

本

姿
勢

を
次

の

よ

う

に

明

ら
か

に

し

て
い

る

。 

 
 

こ

こ

を

も

つ
て

経

家

に
よ

り

て

師

釈
を

披
き

た

る

に

、
「

説

人

の

差
別

を

弁

ぜ
ば

、

お

ほ

よ
そ
諸

経

の

起

説
、
五

種
に

過
ぎ

ず

。

一

つ

に

は

仏
説

、

二

つ
に

は

聖

弟

子
説

、
三

つ

に

は

天

仙

説
、

四

つ

に
は

鬼

神

説

、
五

つ
に

は

変
化

説

な
り
」

と
。

し
か

れ

ば

、

四

種

の

所
説

は

信

用
に

足

ら

ず

。
こ

の
三

経

は

す

な

は

ち
大

聖

の

自
説

な

り

。
２

２ 
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こ

れ

は

善

導

の

「
玄

義

分

」
の

説

人

差

別
と

私
釈

と

を

合

わ

せ

た
一

文

で
、
「

四

種
の

所

説

は

信
用

に
足

ら

ず

」

と
言

い

切
っ
て

、

仏

説

の

み

が

信

じ
ら

れ

る

唯
一

の

も

の

と
し

た

。
「

こ

の

三

経

」

と
は

、
『
仏

説

無

量
寿

経
』
、
『
仏
説

観

無

量
寿

経
』
、
『

仏

説

阿
弥

陀

経

』

の

い

わ

ゆ

る
浄

土

三

部
経

の

こ

と

で
あ

る
。

そ

し

て

、

浄

土
三

部

経

の
位

置
づ

け
を
確

固
た

る

も

の

と
し

た
。

親

鸞

は
真

の

仏

弟

子

に

な

る

こ

と
が

救

済

に
つ

な

が

る

と
説

示
し
た

う

え

で

、

そ
の

根

拠

が
仏

説

で
あ

る
と
し
た

。
そ

の

た
め

、
仏
説

の

み
が
信

用

に

値

す

る

と

明

言
し

た

の

で
あ

る
。 

  
 

第

四

節 

社
会

的

な

面
か

ら

見

る

神
祇

不
拝 

 

今

ま

で

教

義

的
な

面

か

ら
「

神

祇

不

拝
」
を
見

て

き

た

が

、

そ
の

背

景

と
な

る

社
会

的
な

面
か
ら

も

見
て

い

き
た

い
。

社
会

的

問

題

の

背

景

と

し

て
は

、

良

時
・

吉

日

を

選
び

、
天

神

地

祇

を

崇

拝
し

、

卜

占
祭

祀

を

修

行
し

、
朝

廷

に
専

修

念
仏
の

禁

止

を
上

奏

し

た

既

成

仏

教

教

団
の

存

在

や
そ

れ

に

従

っ
て

念
仏

を

弾

圧

す

る

朝
廷

、

さ

ら
に

は

政
治

権
力

者
た
ち

に

よ
る

仏

教
批

判
が

考
え
ら

れ

る

。

例

え

ば
一

九
七

〇

年

代
を

中

心

に

、
黒

田
俊

雄

氏

が

提

唱
し
た

顕

密

体
制

は

親
鸞

の
「

神
祇

不

拝

」

の
社

会
的
問

題

の
背
景

を

よ

く

捉

え

て

い

る
と

言

え

る
だ

ろ

う

。

顕
密

体
制

と

は

、 

 
 

つ

ま

り

密

教

を

基

調

に

し

て

、

そ

れ

と

天

台

・

華

厳

・

唯

識

（

法

相
）
・

律

な

ど

各

種

の

顕

教

を

組

み

合

わ

せ

た

教

義
が

、

中

世

に

お

い

て

正

統
的

な

も

の

と
認

め

ら

れ
て

い
た

仏

教

の

教

理

で
あ

り

、

ま
た
そ

の

よ

う
な

各
種

の

教
義

を

も
つ
”

顕
密

“

仏

教

の

八

宗

教

が

国

家

権

力

と

相

互

依

存

の

関

係

を

公

認

し

あ

っ

て

精

神

界

を

支

配

す

る

の

が

、

基

本

的

な

体

制

で

あ

っ

た

。

２

３ 
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と

あ

る

。

顕

密
仏

教

の

体

系

は

日

本

の

文

化

に

合

わ

せ

て

変

容

し

た

結

果

、
「

国

家

権

力

と

相

互

依

存

の

関

係

を

公

認

し

あ
っ

て

精

神

界

を

支

配

」

し
た

。

そ

れ
は
荘

園

領

主
と

し
て

国

家

権

力

と

結
び

つ

い

た
。

そ

し

て

年
貢

・
公

事

の

納

入
が

神
仏
へ

の

信
仰

と

し

て

可

視

化

さ

れ

た
。

黒

田

氏
が
示

す

「

精
神

界
」

と

い

う

の

は

民
衆

の

意

識
の

こ

と
で

あ
る
。
民

衆

に

と

っ
て

年
貢
・

公

事
納
入

は

現

世

安

泰

、

極

楽
往

生

が

約
束

さ

れ

た

こ
と

と
同

意

義

に

な

り

、
未

納

入

の
場

合
は

神
仏
へ

の
反

逆

だ

と

見
な

さ
れ
た

。

仏
教

の

あ

る

べ

き

姿

と

は

言
い

が

た

い
が

、

往

生

の
条

件
に

年

貢

・

公

事

納
入

が

追

加
さ

れ

、
来

世
を
保
証

す
る

こ

と

で

民
衆
の

意

識
下
を

現

世

的

に

支

配

し

て
い

た

。

こ
れ

を
宇

治

和
貴

氏
は

「

民

衆

支

配

イ
デ

オ

ロ

ギ
―

」

と
呼

ん
で

い
る
。

そ

れ

を
崩

そ
う
と

し

た
の
が

親

鸞

で

あ
る

が

、

そ
の

体

制

へ
の

批

判

や

改
革

運
動

を

行

っ

た

こ

と
に

よ

り

「
異

端

」
と

位
置
づ
け

ら
れ

た

。
親

鸞
は
年

貢

・
公
事

の

納

入

に

よ

る

往

生
を

否

定

し
て

、

救

済

の
平

等
性

を

訴

え

る

こ

と
で

民

衆

に
か

け
ら

れ
た
意

識
支

配

を

解

こ
う

と
努
め

た

。
そ

れ

は

年

貢

・

公

事

の

納
入

が

出

来
な

か

っ

た

人
々

に
と

っ

て

の

希

望

と
な

り

、

宗
教

の
階

層
的
差

別
か

ら

の

解

放
に

つ
な
が

っ

た
と
考

え

ら

れ

る

。

し

か

し
当

時

、

権
力

者

に

よ

る
支

配
構

造

が

神

祇

信

仰
に

よ

っ

て
成

さ

れ
て

い
た

た
め
、

神

祇
へ

の

帰
依

は
当

た
り
前

の

価

値

観

と

し

て

各
方

面

に

共
有

さ

れ

て

い
た

。
そ

の

中

で

親

鸞

は
神

祇

へ

の
不

帰
依

を
表
明

し
た

が

故

に

当
時

の
価
値

観

を
批
判

し

た

こ

と

と

な

り

、
そ

れ

は

権
力

に

逆

ら

う
こ

と
を

意

味

し

て

い

た
。 

 

そ

れ

で

も

親

鸞
が

そ

の

姿
勢

を

崩

さ

な
か

っ
た

の

は

、

宇

治

氏
曰

く

「
仏
に

帰

依
す

る
こ

と
で
往

生

の
目

的

が
利

他
と

な
る
こ

と

に

よ

り

生

ず

る

社
会

的

態

度
」

を

貫

く

た
め

で
あ

る

。

そ

れ

は

他
の

衆

生

に
功

徳

利

益

を
施

す
も

の

に

な

る

と

い
う
こ

と

で
あ

る

。

し

か

し

本

来

、

人
間

は

仏

に
成

り

た

い

と
願

う
は

ず

の

無

い

存

在
だ

と

理

解
さ

れ
て

い
た
。

な
ぜ

な

ら

、

煩
悩

具
足
と

表

現
さ
れ

る

人

間

が

自

己

の

願
い

を

一

切
持

た

ず

、

他
の

衆
生

の

利

益

の

み

を
願

う

存

在
に

な
れ

る
は
ず

が
な

い

か

ら

で
あ

る
。

そ

れ

を
仏
に

帰
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依

す

る

こ

と

で

、
あ

り

得

な
い

現

象

で

あ
る

利
他

の

存

在

に

な

る
こ

と

を

実
現

す

る
と

さ
れ

た
。

そ
し

て

「
利

他
の
存

在

に
な
る

」

こ

と

は

神

祇

か

ら
の

解

放

も
意

味
し

て

い
た

。
信

が

成

立

し

利

他
を

願

う

存
在

に

な
る

と
、

自
己
の

願

い
を

叶

え
る

た
め

に
神
祇

に

祈

る

こ

と

が

な

く
な

る

の

で
、

神

祇

を

頼
る

必
要

も

畏

れ

る

必

要
も

な

く

な
る

か
ら

だ
。
そ

の
た

め

、 

 
 

『

菩

薩

戒

経
』

に

の

た
ま

は

く
、
「
出

家

の
人

の

法

は

、

国

王
に

向

か

ひ
て

礼
拝

せ
ず
、

父
母

に
向

か

ひ
て

礼
拝

せ

ず
、
六

親 
 

 
 

 
 

 

に

務

へ

ず
、

鬼

神

を
礼

せ

ず
。
」
と

。
２

４ 

と

神

祇

不

拝

の

態
度

と

し

て
現

れ

た

。

今
の

説
明

で

は

「

神

祇

に
帰

依

し

な
い

」

こ
と

は
神

祇
を
拝

ま

な
い

こ

と
の

よ
う

に
見
え

る

か

も

し

れ

な

い

。
し

か

し

そ
れ

だ

け

で

は
な

い
。

神

祇

の

価

値

観
を

密

接

な
権

力

関

係

か
ら

離
脱

さ

せ

る

こ
と

、
そ
し

て

第
十

八

願

の

真

実

信

心

を

獲
得

し

た

他
力

の

念

仏

行
者

と
し

て

成

立

す

る

こ
と

も

含

ま
れ

て

い
た

。
言

い
換
え

る

な
ら

ば

、
信

の
成

立
は
神

祇

に

よ

る

価

値

観

の
解

放

を

意
味

し

て

お

り
、

つ
ま

り

当

時

の

社

会
的

価

値

の
否

定

だ

っ

た
。
し
か

し
、

そ

れ

に

よ
っ
て

往

生
の

平

等

性

を

示

し

、

権

力
の

束

縛

か
ら

の

解

放

も
意

味
し

て

い

た

。

親

鸞
は

、

阿

弥
陀

仏
一

仏
に
帰

依
す

る

仏

教

の
純

粋
性
を

死

守
し
た

と

言

え

る

。

こ

の

よ
う

に

、

親
鸞

の

言

う

「
神

祇
不

拝

」

と

は
「

神
祇

に

帰

依
し

な
い

」

と
い

う
意

味

で

使

わ
れ

て
い
た

が

、
そ
こ

に

は

教

義

的

意

味

だ
け

で

な

く
社

会

的

意

味
も

含
ま

れ

て

い

た

。 
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結

論 

 
親

鸞

の

神

祇

観
に

は

「

神
祇

護

念

」

と
「
神
祇

不

拝

」

の

両

立
場

が

あ

る
。

そ

れ

は

紛
れ
も
な

い
事

実

で

あ

る
が

、

親
鸞
の

立

場

は

両

方

に

属

す

る
こ

と

が

わ
か

っ

た

。

一
見
矛
盾

し

て

い

る

よ

う
に

見

え

る
が

、

そ

れ

は
教

義
的

な

面

か

ら
で

あ
り
、

親

鸞
自
身

が

そ

の

と

き
身

を

置
い

て

い

た
状

況

を

考

え
る

と
矛

盾

は

し

て

い

な
い

。

つ

ま
り

、

親
鸞

の
神

祇
観
を

考

え
る

と

き
に

は
教

義
的
な

面

だ

け

を

考

え

る

の
で

は

無

く
、

社

会

的

な
面

も
考

慮

し

て

考

え

る
必

要

が

あ
っ

た
。

そ
の
た

め
、

教

義

的

に
親

鸞
の
神

祇

観
を
考

え

る

の

で

あ

れ

ば

「
神

祇

不

拝
」

を

唱

え

な
け

れ
ば

な

ら

な

い

。

な
ぜ

な

ら

、
阿

弥
陀

仏
を
一

心
に

信

じ

る

こ
と

が
唯
一

の

真
実
な

の

で

、

神

祇

を

信

じ

る

の

は

邪

道

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

は

親

鸞

が

一

番

大

切

に

し
て

い

る

教
義

で

あ

る

の

だ

か
ら

、
「

神

祇

護

念

」

と

い

う

立

場

が

生

ま

れ

る

は

ず

が

な

い

。
「

神

祇

不

拝

」

は
確

か

に

神

祇

否

定

を

意

味

す

る

も

の

で

あ
る

が
、

神

祇

そ

の
も

の

の

存

在

を

否

定

す

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

更

に

言

え

ば

、
「

神

祇

護

念

」

は

神

祇

へ

の

不
帰

依
を

徹

底

し

た

結

果
で

あ
っ

た

。

神

祇
は

超

自

然

的

な

存

在
で

は

あ

る
が

、

解

脱

に
至

っ
て

い

な

い

存

在

だ
と

定

義

さ
れ

た
の

も

、
念

仏
者

を

守

護

す
る

た
め
の

存

在
で
あ

る

「

護

法

善

神

説

」
が

提

唱

さ
れ

た

の

も

そ
う

い
っ

た

訳

が

あ

っ

た
。 

 

「

神

祇

護

念
」
と

「

神

祇
不

拝
」

は

ど
ち

ら
か

の

立

場

を

と

る
の

で

は

な
く

、

ど
ち

ら
の

立
場
も

確

か

に

存

在
し
て

い

た
。

こ

の

二

つ

の

立

場

は

相

反

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、

む

し

ろ

必

然

で

あ

っ

た

と

言

え
る

。

親
鸞

の
論

点

は

、
「

神
祇

」

の

存

在

そ

の

も

の

で

は

な

く

、

帰
依

す

る

対
象

が

阿

弥

陀
仏

な
の

か

、

そ

れ

と

も
神

祇

な

の
か

、

で

あ

る
。

親
鸞

は

仏

教

の
純

粋
性
を

護

る
た
め

、

神

祇

へ

の

帰

依

を
認

め

る

わ
け

に

は

い

か
な

か
っ

た

。

そ

れ

だ

け
で

な

く

神
祇

の

不

帰

依
を
掲
げ

る
こ

と

で

、

往
生

の

平
等
性

を

示

唆

し

、

権

力

と

の
密

接

な

関
係

性

を

真

っ
向

か
ら

否

定

す

る

と

い
う

意

味

も
内

包

し

て

い
た
。 
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親

鸞

に

お

け

る
救

済

と

は
、

自

ら

の

欲
を

満
た

そ

う

と

す

る

心
を

否

定

し
、

如
来

の
慈
悲

を
実

践

す

る

こ
と

だ
。
そ

の

根
幹
と

も

言

え

る

教

え

を

揺
る

が

す

「
神

祇

へ

の

帰
依
」
に

対

し

て

、

親

鸞
が

警

鐘

を
鳴

ら
す

の
は
当

然
の

こ

と

だ

ろ
う

。
そ
の

た

め
に
神

祇

不

拝

の

立

場

か

ら
神

祇

と

仏
の

仏

優

位

性
を

説
示

し

た

。

し

か

し
神

祇

は

民
衆

に

と

っ

て
社
会
的

価
値

観

と

し

て
共

有

さ
れ
て

い

た
。

つ

ま

り

、

神

祇

は
仏

と

い

う
余

所

者

よ

り
も

受
け

入

れ

や

す

い

存
在

で

あ

っ
た

、

と
い

う
こ

と
で
あ

る

。

い
か

に
仏
が

神

祇
よ
り

も

優

れ

て

い

よ

う

と
、

元

か

ら
根

付

く

神

祇
の

価
値

観

を

否

定

し

き
る

の

は

難
し

か
っ

た
の
で

は
な

い

だ

ろ

う
か

。
そ
こ

で

生
れ
た

の

が

「

護

法

善

神

説
」

で

あ

り
、

ひ

い

て

は
神

祇
護

念

の

立

場

で

あ
る

と

す

る
な

ら
ば

、
そ
こ

に
矛

盾

は

な

い
と

言
え
る

。

つ
ま

り

、

親

鸞

の

神

祇

観

で

あ

る

「

神

祇

護

念

」
と

「

神

祇

不

拝

」
は

表

裏

一

体

な

の

で

あ

る

。｢

神
祇

護

念｣

と｢

神

祇

不
拝｣

を

言
葉

通

り

に

見

る

な

ら

ば

、
「

神

祇

を

護

る

」
、
「

神

祇

を

拝

ま

ず

」

と

捉

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

そ

の

通

り

に

解

釈

す

る

事

は

安

易

で
あ

る

と

わ

か

っ

た

。

親

鸞
の

神

祇

観
を

考

察

す

る
に

は
両

立

場

が

必

要

で
あ

り

、

ど
ち

ら
が

欠
け
て

も
成

立

し

な

い
と

い
う
結

論

に
至
っ

た

。 

 

さ

て

、

親

鸞

の
神

祇

観

を
通

し

て

神

祇
と

仏
を

見

て

き

た

。

神
祇

と

仏

の
存

在

は
異

な
る

こ
と
が

分

か
っ

た

が
、

現
代

で
は

同

一

視

さ

れ

る

の

も

少
な

く

は

な
い

。

そ

れ

を
ど

う
差

別

化

し

て

い

く
の

か

。

そ
し

て

、
ど

う
理

解
し
て

貰

う
の

か

。
そ
れ

が

今
後
の

仏

教

界

、

特

に

真

宗
の

課

題

と
考

え

る

。 
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０
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今
堀

太

逸
『

神
祇
信

仰
の
展

開

と
仏

教
』
吉

川

弘
文

館

、
一

九
九
〇

年 

 
 

上
田

正

昭
『

神
と
仏
の

古
代

史

』
吉

川
弘
文

館

、
二

〇

〇
九

年 

 
 

加
藤

智

見
『

世
界
の
宗

教
か

ら

見
た

親
鸞
の

信

仰 

親

鸞
の

独
自
性

と

は
何
か

』
法

蔵
館
、

二

〇
一

五

年 

 
 

黒
田

俊

雄
『

王
法
と
仏

法
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法

蔵
館

、
二
〇

〇

一
年 

 
 

黒
田

俊

雄
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黒
田
俊
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四
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神

国
思

想
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仏
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館
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九
九
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年 

 
 

黒
田

俊

雄
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日
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岩
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店
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九

九
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年 

 
 

末
木
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士
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日
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史
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二 
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仏
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版
社
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〇
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三
年 

 
 

末
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文
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史
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し
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の
ア
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潮
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九
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仏
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〇
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菅
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期
大

学

紀
要

』
三
二

，

一
九

八

六
年 

 
 

藤
村

研

之
「

親
鸞
の
神

祇
観

を

め
ぐ

る
諸
問

題
」
『
仏

教
史

研

究
』

二

八
、

一

九
九

一
年 

 
 

間
島

憲

仁
「

親
鸞
教

学
の
歴

史

像 
―

と
く

に
「
神

祇

観
」

を
中
心

に―
」
『
仏
教
史

研
究

』

一
九

、

一
九

八
四
年 
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