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（
一
七
）

⽝
神
道
集
⽞
と
浄
土
系
諸
派
の
神
道
言
説

―
神
の
分
類
と
三
熱
を
め
ぐ
っ
て
―

有

賀

夏

紀

は
じ
め
に

文
和
・
延
文
年
間
（
一
三
五
二
～
一
三
六
一
）
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
⽝
神
道
集
⽞
に
は
、
日
本
各
地
の
神
々
に
関
す
る
縁
起
や
、

中
世
に
流
布
し
た
神
道
説
な
ど
、
五
十
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

内
題
下
に
⽛
安
居
院
作
⽜
と
天
台
系
唱
導
集
団
の
名
が
記
さ
れ
る

も
の
の
、
現
時
点
で
詳
し
い
編
者
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

本
書
の
題
名
の
⽛
神
道
⽜
は
、
現
代
に
お
い
て
想
起
さ
れ
る
宗

教
と
し
て
の
⽛
神
道
⽜
で
は
な
く
、
神
々
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
指

し
示
す
言
葉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
書
は
⽛
神
々
に
関
す
る
所

説
を
類
聚
し
た
書
⽜
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
伊
藤
聡
氏
に
よ
れ

ば
、
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
類
聚
し
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
指
向
は

院
政
期
以
降
、
宗
教
・
文
芸
な
ど
の
各
分
野
で
見
ら
れ
る
現
象
だ

が
、
遅
れ
て
現
れ
た
神
道
説
の
場
合
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期

に
至
っ
て
顕
著
に
な
る
と
い
う
（
1
）。
本
書
も
そ
う
し
た
潮
流
の
な
か

で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
地
垂
迹
説
が
隆
盛
し
た
中
世
に
お
い
て
、
神
（
垂
迹
）
は
仏

（
本
地
）
が
⽛
神
国
⽜
で
あ
る
日
本
の
衆
生
に
合
わ
せ
て
顕
現
し
た

姿
だ
と
解
釈
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
学
侶
た
ち
は
神
を
仏
の
一
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
神
々
を

語
る
こ
と
は
、
仏
を
語
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
僧
侶
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
⽝
神
道
集
⽞
も
、
冒
頭
に
本
地
垂

迹
説
が
説
か
れ
、
神
々
の
由
来
譚
で
は
殆
ど
の
神
の
本
地
仏
が
あ

か
さ
れ
る
な
ど
、
神
が
仏
に
包
括
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
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し
て
い
る
。

こ
の
仏
の
化
身
と
し
て
の
神
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
前
稿
（
2
）で
は

⽛
権
者
・
実
者
⽜⽛
権
現
・
大
菩
薩
・
大
明
神
⽜
と
い
っ
た
⽝
神
道

集
⽞
で
言
及
さ
れ
る
神
の
分
類
概
念
に
つ
い
て
、
お
も
に
中
世
の

密
教
説
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
た
。
本
稿
で
は
前
稿
で
十
分
に

言
及
し
得
な
か
っ
た
、
中
世
の
浄
土
系
諸
派
に
見
え
る
神
道
説
と

の
比
較
か
ら
、⽝
神
道
集
⽞
の
神
ᷫ
観
の
輪
郭
を
よ
り
明
確
に
し
て

い
き
た
い
。

一
、⽝
神
道
集
⽞
と
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
二
分
類

⽝
神
道
集
⽞
の
本
文
に
浄
土
系
言
説
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
村

上
学
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
3
）。
ま
た
福
田
晃
氏
は
、⽛
安
居
院
流
⽜
の

大
成
者
で
あ
る
聖
覚
（
一
一
六
七
～
一
二
三
五
）
が
法
然
の
弟
子

で
あ
り
、⽝
法
然
上
人
行
状
図
絵
⽞
巻
十
七
に
見
え
る
〈
聖
覚
伝
〉

の
記
事
か
ら
は
、
鎌
倉
後
期
の
上
州
国
府
付
近
に
安
居
院
流
の
念

仏
道
場
が
あ
っ
た
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
示
し
た
（
4
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
⽝
神
道
集
⽞
と
浄
土
系
諸
派
と
の
距
離
を
確

認
す
べ
く
、⽝
神
道
集
⽞
と
比
較
的
近
い
時
代
に
成
立
し
た
浄
土
系

典
籍
の
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞⽝
神
本
地
之
事
⽞
を
比

較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
ᷫ
観
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
前
稿

と
重
複
す
る
が
、
比
較
検
討
の
都
合
上
、
ま
ず
は
⽝
神
道
集
⽞
の

神
ᷫ
観
を
確
認
し
て
お
く
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
の
神
ᷫ
観
を
示
す
も
の
の
一
つ

に
、⽛
権
者
⽜⽛
実
者
⽜
と
い
う
神
の
分
類
概
念
が
あ
る
。
権
者
は

仏
菩
薩
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
神
の
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
垂

迹
神
を
指
し
、
実
者
は
邪
神
や
悪
霊
な
ど
の
本
地
を
持
た
な
い
雑

多
で
卑
俗
な
神
々
と
さ
れ
る
（
5
）。

こ
う
し
た
な
か
、⽝
神
道
集
⽞
も
神
ᷫ
を
権
者
と
実
者
に
分
け
て

説
き
、
当
時
の
一
般
的
な
二
分
法
に
従
っ
て
、
権
者
は
仏
菩
薩
が

神
と
し
て
垂
迹
し
た
姿
、
実
者
は
悪
霊
や
悪
蛇
な
ど
蛇
鬼
の
類
い

だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、⽝
神
道
集
⽞
は
⽛
実
者
の
神
と

い
っ
て
も
神
と
し
て
現
れ
た
の
だ
か
ら
、
利
益
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
⽜
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
6
）。
こ
れ
は
実
者
を
許
容
す
る

⽝
神
道
集
⽞
の
神
ᷫ
観
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
地
域
の
小
祠
を
祭

祀
す
る
庶
民
生
活
に
即
し
た
現
実
的
な
態
度
で
あ
る
と
同
時
に
、

前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
権
実
不
二
を
基
調
と
す
る
密
教
的
解
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釈
も
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
7
）。

⽝
神
道
集
⽞
と
同
様
に
、
神
の
権
実
に
つ
い
て
言
及
し
た
⽝
諸
神

本
懐
集
⽞
は
、
親
鸞
の
玄
孫
で
あ
る
存
覚
が
、
元
亨
四
年
（
一
三

二
四
年
）
に
著
し
た
浄
土
真
宗
の
談
義
本
で
あ
る
（
8
）。
存
覚
は
仏
菩

薩
の
垂
迹
で
あ
る
権
者
（
9
）の
利
益
を
尊
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
一
方
、
実

者
は
仏
の
垂
迹
で
は
な
く
、
祟
り
を
お
こ
し
て
人
々
を
悩
ま
す
の

で
、
な
だ
め
る
た
め
に
神
と
し
て
崇
め
て
い
る
⽛
邪
神
⽜⽛
生
霊
・

死
霊
等
ノ
神
⽜
と
し
（
10
）、
実
者
に
祈
れ
ば
未
来
永
劫
ま
で
悪
道
に
沈

み
、
五
百
度
の
蛇
身
を
受
け
る
と
し
て
い
る
。

存
覚
は
邪
神
の
例
と
し
て
⽝
白
氏
文
集
⽞
の
黒
潭
龍
の
説
話
（
11
）を

引
い
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

シ
カ
レ
バ
、仏
法
ヨ
リ
コ
レ
ヲ
イ
マ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。

世
間
ニ
モ
、
カ
ク
ノ
ゴ
ト
キ
ノ
邪
神
ヲ
タ
ウ
ト
ム
ハ
、
正
義

ニ
ア
ラ
ズ
ト
キ
コ
ヘ
タ
リ
。
世
ニ
ア
ガ
ム
ル
カ
ミ
ノ
ナ
カ

ニ
、
コ
ノ
タ
グ
ヒ
マ
タ
オ
ホ
シ
。（
一
九
一
頁
）

仏
法
で
も
世
間
で
も
、
邪
神
を
尊
ぶ
こ
と
は
正
義
で
は
な
い
。

し
か
し
、
世
で
崇
め
ら
れ
る
神
に
は
、
こ
の
類
い
が
多
い
の
だ
と

断
じ
て
い
る
。
存
覚
は
権
者
と
し
て
、
鹿
嶋
・
熊
野
・
二
所
三
嶋

な
ど
の
神
々
の
名
を
具
体
的
に
列
挙
し
、
権
実
を
明
確
に
区
別
し

て
い
る
。
専
修
念
仏
を
標
榜
す
る
念
仏
門
徒
は
、
い
わ
ゆ
る
⽛
神

ᷫ
不
拝
⽜
と
呼
ば
れ
る
態
度
を
他
宗
か
ら
指
弾
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
実
者
を
礼
拝
対
象
と
し
て
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
で
、
念

仏
門
徒
た
ち
が
排
除
す
る
の
は
、
本
地
を
も
た
な
い
邪
神
だ
け
だ

と
示
し
た
わ
け
で
あ
る
（
12
）。

そ
れ
と
同
時
に
、
阿
弥
陀
仏
の
化
現
と
さ
れ
る
権
者
は
礼
拝
対

象
と
し
て
許
容
し
、
神
ᷫ
信
仰
と
の
融
和
を
は
か
っ
た
（
た
だ
し
、

本
来
的
に
は
阿
弥
陀
仏
へ
直
接
祈
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
）。
こ

う
し
た
批
判
へ
の
反
論
意
識
は
、
お
な
じ
く
存
覚
の
⽝
破
邪
顕
正

抄
⽞
に
も
表
れ
て
い
る
。

一

神
明
ヲ
カ
ロ
シ
メ
タ
テ
マ
ツ
ル
ヨ
シ
ノ
事
。

コ
ノ
条
ア
ト
カ
タ
ナ
キ
虚
誕
ナ
リ
。
ソ
ノ
ユ
ヘ
ハ
神
明
ニ
ツ

イ
テ
権
実
ノ
不
同
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
オ
ホ
ク
ハ
コ
レ
諸

仏
・
菩
薩
ノ
変
化
ナ
リ
。
衆
生
ヲ
利
益
セ
ン
ガ
タ
メ
、
群
類

ヲ
化
度
セ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、
カ
リ
ニ
凡
惑
ノ
チ
リ
ニ
マ
ジ
ハ
リ

テ
、
シ
バ
ラ
ク
分
段
ノ
サ
カ
ヒ
ニ
現
ジ
タ
マ
ヘ
リ
。（
中
略
）
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イ
マ
念
仏
ノ
行
者
ハ
、
フ
カ
ク
ソ
ノ
垂
迹
ノ
本
意
ヲ
シ
リ
、

カ
ノ
大
悲
ノ
恩
致
ヲ
サ
ト
リ
テ
、
専
心
ニ
往
生
ヲ
モ
ト
メ
一

向
ニ
念
仏
ヲ
修
ス
。
サ
ダ
メ
テ
釈
迦
・
弥
陀
ナ
ラ
ビ
ニ
六
方

恒
沙
諸
仏
ヲ
ヨ
ビ
一
切
ノ
菩
薩
等
ノ
本
懐
ニ
カ
ナ
フ
ベ
シ
。

（
中
略
）
西
方
欣
求
ノ
行
者
、
ナ
ニ
ヽ
ヨ
リ
テ
カ
神
明
ヲ
忽
諸

シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ン
ヤ
。
ヒ
ト
タ
ト
ヒ
讒
言
ヲ
イ
タ
ス
ト
イ
フ

ト
モ
、
神
ム
シ
ロ
照
鑑
ヲ
タ
レ
タ
マ
ハ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
（
13
）

神
明
を
軽
ん
じ
る
と
い
う
念
仏
門
徒
た
ち
へ
の
非
難
を
、⽛
ア

ト
カ
タ
ナ
キ
虚
誕
⽜と
し
て
強
く
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、神
々

の
本
意
を
知
り
、
そ
れ
に
応
え
る
念
仏
行
者
た
ち
を
神
は
見
守
り

た
ま
う
の
だ
と
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞と
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
存
覚
に
お
け
る
権
実
の
分
類
に
は
、
念
仏
門
徒

た
ち
へ
の
批
判
の
払
拭
と
い
う
目
的
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
（
14
）。

か
か
る
存
覚
の
主
張
は
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
執
筆
の
際
に
参
照
し

た
と
さ
れ
る
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
や
、⽝
神
本
地
之
事
⽞
と
比
較
す
る

と
、
そ
の
性
質
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
両

書
は
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
と
類
似
す
る
内
容
を
有
す
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
実
者
に
対
す
る
態
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次

に
、
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
の
廟
神
と
蛇
身

⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
は
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
に
浄
土
僧
の
敬

西
房
信
瑞
が
、
諏
訪
氏
人
の
上
原
馬
允
敦
広
の
問
い
に
答
え
て
著

し
た
も
の
で
あ
る
。
上
原
氏
が
連
な
る
諏
訪
社
の
神
は
狩
猟
を
好

む
と
い
わ
れ
、
御
狩
神
事
や
御
贄
の
習
俗
が
多
い
。
そ
の
た
め
、

本
書
に
は
殺
生
と
信
仰
、
念
仏
に
関
す
る
質
問
が
並
ぶ
。⽝
諸
神

本
懐
集
⽞
は
執
筆
に
際
し
て
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
を
参
照
し
た
と
さ

れ
て
お
り
（
15
）、
内
容
に
も
重
な
る
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
や
⽝
神
道
集
⽞
で
実
者
の
信
者
が
堕
ち

る
と
さ
れ
る
⽛
蛇
身
⽜
に
つ
い
て
、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
の
記
述
を
確

認
し
て
い
き
た
い
。
中
世
の
神
と
蛇
身
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば

⽝
渓
嵐
拾
葉
集
⽞
巻
六
⽛
山
王
御
事
⽜
に
、⽛
神
明
ノ

垂
迹
必
現
二

蛇

身
一

方
如
何
⽜
と
見
え
る
な
ど
、
神
明
が
蛇
身
を
現
す
こ
と
が
言
及

さ
れ
て
い
る
が
（
16
）、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
で
は
神
ᷫ
と
蛇
身
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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廟
神
に
つ
か
へ
ん
者
は
、
必
蛇
身
を
受
べ
き
義
を
明
さ
ば
、

今
世
間
に
処
々
に
な
に
が
し
の
大
明
神
と
い
は
る
ゝ
廟
神

は
、内
証
を
ば
し
ら
ず
、外
相
は
正
し
く
蛇
身
な
り
。（
中
略
）

若
し
衆
生
往
生
の
因
果
に
な
ず
ら
へ
て
、
神
道
の
因
果
を
思

ふ
に
、
宿
縁
あ
る
者
は
、
今
生
に
霊
廟
の
神
民
と
な
る
。
な

れ
る
者
の
ね
ん
ご
ろ
に
事
る
は
、
現
世
に
は
神
恩
を
か
う
ぶ

り
、
後
生
に
は
蛇
身
を
受
べ
し
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
念
仏

す
る
も
の
は
、
順
次
往
生
す
。
蛇
身
に
つ
か
へ
ん
者
、
蛇
身

を
う
け
ざ
ら
ん
や
。（
六
八
頁
)
（
17
）

い
ま
世
の
中
で
、
な
に
が
し
の
大
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
彼
方

此
方
の
⽛
廟
神
⽜
は
、
蛇
身
で
あ
る
。
蛇
身
の
神
に
仕
え
る
霊
廟

の
神
民
は
、
現
世
に
は
神
恩
を
被
り
、
後
生
に
は
そ
の
因
果
で
蛇

身
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
諏
訪
一
族
で
あ
る
上
原
敦
広
に

と
っ
て
も
懸
案
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
諏
訪
神
も

ま
た
龍
蛇
神
と
さ
れ
る
伝
承
が
あ
っ
た
か
ら
だ
（
18
）。
そ
こ
で
彼
は
、

ど
う
す
れ
ば
廟
神
に
仕
え
る
者
が
蛇
身
と
な
る
悪
報
か
ら
逃
れ
ら

れ
る
の
か
と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
す
る
信
瑞
の
回
答
は
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

答
。
天
照
太
神
、
天
の
磐
戸
を
お
し
ひ
ら
き
玉
ひ
し
よ
り
已

来
た
、
こ
の
国
は
神
国
也
。（
中
略
）
静
に
吾
朝
の
神
明
の
本

地
を
聞
に
、
多
は
是
れ
釈
迦
、
弥
陀
、
観
音
、
勢
至
、
普
賢
、

文
殊
、
地
蔵
、
龍
樹
等
也
。（
中
略
）
此
の
（
阿
弥
陀
仏
の
─

引
用
者
注
）
名
号
は
、
一
念
能
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を

滅
す
。
何
況
、
今
生
一
世
の
蛇
道
の
業
を
や
。
あ
ま
ね
く
す

す
め
申
す
。
各
の
行
住
坐
臥
に
忘
れ
ず
、
弥
陀
の
名
号
を
唱

へ
て
、
毒
蛇
の
報
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
聖
聚
の
む
か
へ
に
預
る

べ
し
。
弥
陀
の
本
願
は
、
か
ゝ
る
悪
業
深
重
の
衆
生
の
為
に

発
し
玉
へ
る
也
。
唱
へ
ば
往
生
決
定
也
。
ゆ
め
〳
〵
疑
こ
と

な
か
れ
。（
六
九
頁
）

天
照
太
神
が
天
岩
戸
を
押
し
開
い
て
以
来
、
こ
の
国
は
神
国
で

あ
る
。
吾
が
朝
の
神
明
の
本
地
は
、
多
く
が
仏
菩
薩
で
あ
る
。
阿

弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
て
毒
蛇
の
報
い
を
免
れ
、
聖
衆
の
迎
え
に

預
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
こ
で
信
瑞
は
⽛
廟
神
⽜
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
蛇

身
の
報
い
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
本
地
で
あ
る
仏
菩
薩
（
ひ
い
て
は

阿
弥
陀
仏
）
へ
の
帰
依
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
⽝
諸
神
本
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懐
集
⽞
と
同
様
の
も
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
が
、
信
瑞
は
⽛
権

実
⽜
の
区
別
を
説
く
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
あ
ま
り
注
力
し
て
い
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
（
19
）。
こ
れ
は
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
と
の
大
き
な
相

違
点
と
い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
で
は
、
梵
釈
、
四
王
、
日
月
星
宿

等
の
諸
天
や
神
明
に
は
⽛
権
実
の
二
類
⽜
が
あ
り
、
諸
天
と
神
明

と
が
念
仏
を
受
け
る
の
は
⽛
法
味
飡
受
⽜⽛
勧
進
衆
生
⽜⽛
離
業
得

道
⽜
の
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
す
る
。

之
に
又
三
の
意
あ
り
。
一
に
は
先
き
の
如
く
法
味
飡
受
の
た

め
。
二
に
は
勧
進
衆
生
の
た
め
。
三
に
は
同
く
離
業
得
道
の

為
也
。

一
に
法
味
飡
受
の
た
め
と
云
は
、
夫
れ
神
明
の
法
味
を
飡
受

し
玉
ふ
こ
と
は
、
威
光
を
ま
さ
ん
が
為
な
り
。（
中
略
）

二
に
勧
進
衆
生
の
た
め
と
云
は
、
こ
れ
ら
の
神
明
の
本
地
を

尋
れ
ば
、
皆
是
深
位
の
大
士
、
果
満
の
如
来
な
り
。（
中
略
）

是
に
よ
り
て
化
来
の
神
明
等
、
済
度
の
胸
を
こ
が
し
、
利
生

の
袂
を
し
ぼ
り
玉
ふ
処
に
、
良
忍
上
人
の
融
通
念
仏
の
勧
進

を
照
見
し
て
、
不
信
の
衆
生
を
す
ゝ
め
、
信
を
と
ら
し
め
ん

が
為
に
、
神
達
同
心
に
眴

め
く
ば
せし
て
、
各
百
返
を
う
け
玉
ふ
也
。

（
中
略
）

三
に
離
業
得
道
の
為
と
云
は
、
こ
れ
ら
の
神
明
等
内
証
を
ば

し
ら
ず
、
示
同
の
面
な
を
是
輪
回
の
果
報
也
。
然
る
を
こ
の

念
仏
三
昧
の
法
は
、
善
悪
等
し
く
摂
し
、
末
代
あ
ま
ね
く
利

す
。
若
然
者
、
今
の
時
離
業
得
道
の
要
法
を
も
と
め
ん
神
明

い
づ
れ
か
こ
の
法
に
帰
せ
ざ
ら
ん
。
況
や
其
部
類
眷
属
の
な

か
に
、
実
者
又
多
し
。
奉
請
の
心
全
く
是
に
あ
り
。
疑
こ
と

な
か
れ
。（
八
八
～
九
一
頁
）

こ
こ
で
諸
天
に
は
権
実
の
二
類
が
あ
る
こ
と
や
、
神
明
の
眷
属

に
実
者
が
多
い
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
る
が
、
蛇
身
で
あ
る
先
述

の
⽛
廟
神
⽜
と
、
本
地
を
有
す
る
⽛
神
明
⽜
と
の
区
別
が
明
確
で

は
な
い
。
ど
ち
ら
も
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
そ
も
そ
も
、
廟
神
を
実
者
と
規
定
し
て
い
る
の
か
も
不
明

で
（
20
）、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
よ
う
に
、
権
神
の
名
を
具
体
的
に
挙
げ
る

こ
と
も
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
信
瑞
の
主
眼
は
、
ど

の
神
を
礼
拝
す
る
か
と
い
う
権
実
の
厳
密
な
区
別
よ
り
も
、
神
に

祈
る
際
に
は
、
常
に
本
地
の
仏
菩
薩
を
念
じ
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
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る
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
う
主
張
を
述
べ
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
（
21
）。

三
、⽝
神
本
地
之
事
⽞
の
神
ᷫ
観

⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
資
料

に
、⽝
神
本
地
之
事
⽞
が
あ
る
。⽝
神
本
地
之
事
⽞
は
浄
土
系
の
談

義
本
で
、
奥
書
に
よ
れ
ば
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
三
月
、
信

濃
国
埴
科
郡
の
法
花
寺
で
書
写
さ
れ
た
と
い
う
。
本
書
に
は
⽝
諸

神
本
懐
集
⽞
と
重
な
る
文
章
が
多
く
、
本
文
も
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞

同
様
、三
科
文
に
わ
か
れ
て
い
る
（
22
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、本
書
は⽛
権

社
ノ
神
ノ
本
地
⽜⽛
実
社
ノ
神
ノ
タ
タ
リ
⽜⽛
廻
向
ノ
功
徳
⽜
を
明

か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
23
）。

こ
こ
で
権
者
は
⽛
マ
ヨ
ヒ
ノ
マ
エ
ニ
ハ
、
神
ト
現
シ
、
サ
ト
リ

ノ
マ
エ
ニ
ハ
、
仏
ト
ア
ラ
ハ
レ
⽜
る
存
在
で
あ
り
、
神
仏
は
⽛
モ

ト
ヨ
リ
一
如
⽜
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
者
は
⽛
悪
霊
死
霊
等

ノ
神
⽜⽛
天
地
ニ
ミ
テ
ル
悪
鬼
神
⽜で
あ
り
、そ
の
本
地
は⽛
凡
夫
⽜、

つ
ま
り
人
間
と
お
な
じ
よ
う
に
六
道
を
輪
廻
し
、
苦
悩
す
る
迷
い

の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
実
者
の
神
を
崇
め
る
と
、つ
い
に
は⽛
三

悪
道
ニ
ヲ
ト
⽜
さ
れ
る
が
、
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
念
仏
を

信
じ
れ
ば
、
決
定
す
る
際
に
は
権
者
の
神
が
守
護
し
、
実
者
の
神

も
祟
り
を
な
さ
な
い
と
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
を
説
い
て
い

る
（
24
）。
こ
こ
ま
で
は
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
や
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
と
同
様

の
展
開
だ
が
、⽛
実
社
ノ
神
ノ
由
来
⽜
を
釈
す
段
の
、
次
の
文
章
に

注
意
し
た
い
。

大
集
月
蔵
経
ニ
言
、
仏
ノ
世
ニ
出
給
事
ハ
、
ハ
ナ
ハ
タ
カ
タ

シ
。（
中
略
）
衆
生
ヲ
仏
ノ
斎
度
シ
タ
マ
フ
世
ニ
生
ア
フ
コ

ト
、
今
生
ヨ
リ
ホ
カ
ニ
、
又
カ
タ
シ
。（
中
略
）
タ
ト
ヒ
又
仏

法
僧
ニ
ア
エ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
自
力
難
行
ヲ
ツ
ト
ム
ル
悪
知

識
ニ
チ
カ
ツ
キ
、
邪
道
ヲ
信
シ
テ
、
カ
エ
リ
テ
悪
鬼
神
ト
ウ

マ
レ
テ
、
億
々
恒
沙
ノ
ア
ヒ
タ
、
コ
ノ
報
ヲ
エ
テ
、
六
十
二

見
九
十
五
種
ノ
邪
道
ニ
ヲ
チ
テ
、
ナ
カ
ク
ウ
カ
フ
期
ア
ル
ヘ

カ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
ナ
ム
ソ
ス
テ
ヽ
本
地
ノ
誓
願
ニ
カ
ナ
イ

テ
、
一
心
一
行
ニ
弥
陀
ヲ
念
シ
奉
サ
ラ
ム
ヤ
。
念
仏
シ
テ
、

実
社
ノ
神
ヲ
ミ
チ
ヒ
キ
奉
ヘ
シ
。
ヨ
リ
テ
実
社
ノ
神
ノ
由
来

ヲ
釈
シ
奉
ヲ
ハ
リ
ヌ
。（
八
四
、
八
五
頁
）



― 145 ―

（
二
四
）

― 144 ―

北海学園大学人文論集 第 76 号(2024 年 3 月)⽝神道集⽞と浄土系諸派の神道言説（有賀）

こ
こ
で
は
⽝
大
集
月
蔵
経
⽞（⽝
大
方
等
大
集
経
⽞⽛
月
蔵
分
⽜）

を
典
拠
と
し
て
、
仏
の
出
現
す
る
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
や
、
仏
法

僧
に
出
会
う
こ
と
の
難
し
さ
を
説
く
。
そ
し
て
、
邪
道
を
信
じ
て

悪
鬼
神
の
身
に
堕
ち
、
永
く
報
い
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
か

ら
、
念
仏
し
て
実
者
の
神
を
導
き
奉
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し

て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、⽛
念
仏
ヲ
シ
テ
、
実
社
ノ
神
ヲ
ミ
チ

ヒ
キ
奉
ヘ
シ
⽜
の
一
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
⽝
神
本
地
之
事
⽞
に
お

い
て
、
実
者
の
神
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
存
在

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
者

は
⽛
邪
道
ヲ
信
⽜
じ
た
罪
業
に
よ
っ
て
、⽛
悪
鬼
神
ト
ウ
マ
レ
テ
⽜

し
ま
っ
た
迷
え
る
凡
夫
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
者
が
救
済
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
続
く
⽛
第
三
⽜
の

⽛
廻
向
⽜
の
文
言
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
ニ
廻
向
ノ
功
徳
ト
申
ハ
、
今
此
神
神
ノ
本
地
ハ
、
皆
是

弥
陀
一
仏
ノ
分
身
ヨ
リ
変
化
シ
タ
マ
ウ
ナ
リ
ト
、
釈
シ
タ
マ

ウ
ナ
リ
。
則
弥
陀
ノ
宝
号
ヲ
唱
テ
、功
徳
ヲ
彼
天
衆
地
類
ト
、

一
切
ノ
諸
神
ト
、
乃
至
法
界
ニ
廻
向
シ
タ
テ
マ
ツ
ル
。
早
権

社
ヲ
シ
テ
ハ
、増
道
損
生
セ
シ
メ
タ
マ
イ
。
実
社
ヲ
シ
テ
ハ
、

離
業
得
道
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
ト
ナ
リ
。（
八
五
頁
）

権
者
の
神
々
の
本
地
は
、
み
な
阿
弥
陀
一
仏
の
分
身
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
宝
号
を
唱
え
て
、
そ
の
功
徳
を
天
衆
地
類
・
一
切
の

諸
神
・
法
界
に
廻
向
し
奉
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
権
者
は

⽛
増
道
損
生
⽜
し
、
実
者
は
⽛
離
業
得
道
⽜
す
る
の
だ
と
い
う
。
念

仏
に
よ
っ
て
済
度
さ
れ
る
⽝
神
本
地
之
事
⽞
の
実
者
の
姿
は
、
仏

法
と
の
邂
逅
で
救
済
さ
れ
た
、い
わ
ゆ
る⽛
神
ᷫ
実
類
観
⽜に
則
っ

た
古
代
の
神
々
に
通
じ
る
（
25
）。

こ
こ
で
⽝
神
本
地
之
事
⽞
と
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
違
い
を
よ
り

明
確
に
す
る
た
め
、
両
者
が
掲
げ
る
科
文
を
比
較
す
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

⽝
神
本
地
之
事
⽞

一
、
権
社
の
神
の
本
地
を
明
か
す

二
、
実
社
の
神
の
祟
り
を
明
か
す

三
、
廻
向
の
功
徳
を
明
か
す
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⽝
諸
神
本
懐
集
⽞

一
、
権
社
の
霊
神
を
あ
か
し
て
本
地
の
利
生
を
尊
ぶ
べ
き
事

を
教
え
る

二
、
実
社
の
邪
神
を
あ
か
し
て
承
事
の
思
い
を
止
む
べ
き
旨

を
勧
め
る

三
、
諸
神
の
本
懐
を
あ
か
し
て
仏
法
を
行
じ
、
念
仏
を
修
す

べ
き
思
い
を
知
ら
し
め
る

両
者
の
大
き
な
相
違
点
は
、
第
三
の
科
文
で
あ
る
。⽝
神
本
地

之
事
⽞
で
は
、
衆
生
に
念
仏
の
功
徳
を
⽛
廻
向
⽜
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、そ
の
対
象
に
は
実
者
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て⽝
諸

神
本
懐
集
⽞
の
第
三
項
目
は
、⽛
諸
神
の
本
懐
⽜
を
明
か
す
こ
と
で

あ
る
。
本
文
に
重
な
り
が
認
め
ら
れ
て
も
、⽝
神
本
地
之
事
⽞と⽝
諸

神
本
懐
集
⽞
と
で
は
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
た
め
、
実
者

へ
の
態
度
に
差
異
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
法
に
よ
る
神
の
救
済
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
語
ら
れ
て

お
り
、
浄
土
宗
の
神
ᷫ
観
も
基
本
的
に
は
神
ᷫ
実
類
観
と
本
地
垂

迹
説
と
が
融
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
存
覚
に
お
い
て
は
、

⽛
神
ᷫ
不
拝
⽜
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
、
権
実
を
厳
密
に
分
け

た
結
果
、
実
類
の
救
済
と
い
う
側
面
が
薄
ま
っ
た
の
だ
と
推
察
さ

れ
る
。

実
者
を
⽛
凡
夫
⽜
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞

（⽛
モ
ト
ヨ
リ
マ
ヨ
ヒ
ノ
凡
夫
⽜）
も
、⽝
神
本
地
之
事
⽞（⽛
皆
是
本

地
凡
夫
⽜）
も
同
様
だ
が
、
実
者
の
救
済
に
ま
で
言
及
す
る
点
が
、

⽝
神
本
地
之
事
⽞
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
段
目
が
⽛
廻
向
⽜
に

な
っ
て
い
る
点
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、⽝
諸
神

本
懐
集
⽞
の
三
段
目
は
⽛
諸
神
の
本
懐
⽜
で
あ
り
、
そ
こ
で
強
調

さ
れ
る
べ
き
は
、
諸
神
の
本
懐
＝
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
な
の
で
あ

る
。

四
、⽛
三
熱
⽜
を
め
ぐ
る
神
ᷫ
説
話

さ
て
、
古
代
の
神
々
が
担
っ
て
い
た
⽛
神
身
で
あ
る
こ
と
の
苦

痛
⽜
は
、
一
見
、
実
者
へ
と
引
き
継
が
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
じ
つ
は
仏
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
権
者
も
ま
た
神
で
あ
る

限
り
、
そ
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。⽝
神
本

地
之
事
⽞
で
は
、
権
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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（
権
者
の
神
に
変
化
し
た
阿
弥
陀
仏
は
─
引
用
者
注
）
ス
ヘ

テ
ハ
一
切
衆
生
ノ
、
コ
ノ
娑
婆
ニ
ア
ラ
ム
カ
キ
リ
ハ
、
我
モ

ト
ノ
浄
土
ヘ
カ
エ
ラ
シ
ト
、
チ
カ
イ
タ
マ
ヘ
リ
。
コ
ヽ
ヲ
モ

テ
シ
リ
ヌ
、
浄
土
ヲ
モ
ト
メ
、
往
生
ヲ
ネ
カ
フ
衆
生
ハ
、
権

現
・
大
明
神
ノ
タ
メ
ニ
、
恩
フ
カ
キ
人
ナ
リ
。
ソ
ノ
ユ
エ
イ

カ
ム
ト
ナ
レ
ハ
、
衆
生
ノ
念
仏
シ
、
往
生
ニ
信
心
ア
レ
ハ
、

神
モ
ト
ク
モ
ト
ノ
浄
土
ヘ
カ
エ
リ
タ
マ
ヒ
テ
、
不
退
ノ
タ
ノ

シ
ミ
ヲ
、
ウ
ケ
タ
マ
フ
ヘ
キ
ユ
エ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
又
念
仏
ヲ

モ
信
セ
ス
、
浄
土
ヲ
モ
ネ
カ
ハ
サ
ル
衆
生
ハ
、
権
現
・
大
明

神
ノ
タ
メ
ニ
、怨
ト
ナ
ル
人
ナ
リ
。
其
故
イ
カ
ム
ト
ナ
レ
ハ
、

衆
生
ノ
生
死
ヲ
離
ス
ハ
、
神
モ
久
此
娑
婆
世
界
ニ
留
テ
、
日

夜
ニ
三
熱
ノ
苦
ヲ
増
給
故
也
。（
八
六
頁
）

権
者
の
神
と
し
て
現
れ
た
阿
弥
陀
仏
は
、
一
切
衆
生
が
娑
婆
世

界
に
い
る
限
り
は
、
自
ら
も
浄
土
へ
帰
ら
な
い
と
誓
い
を
立
て
て

い
る
。
そ
の
た
め
、浄
土
を
求
め
て
往
生
を
願
う
衆
生
は
、権
現
・

大
明
神
に
と
っ
て
恩
深
い
人
で
あ
る
。
反
対
に
、念
仏
を
信
じ
ず
、

浄
土
も
願
わ
な
い
衆
生
は
、
権
現
・
大
明
神
に
と
っ
て
怨
と
な
る

人
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
衆
生
が
往
生
し
な
い
と
、
神
も
永
い
間
、

娑
婆
世
界
に
留
ま
っ
て
、
日
夜
⽛
三
熱
⽜
の
苦
を
増
し
た
ま
う
か

ら
だ
と
述
べ
て
い
る
（
26
）。

⽛
三
熱
⽜
は
、
神
々
が
そ
の
身
に
受
け
る
と
い
う
苦
患
で
あ
る
。

本
来
は
龍
蛇
が
受
け
る
三
種
の
苦
痛
（
27
）で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
は
神

が
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
な
ど
に
も

見
え
る
、
神
と
蛇
と
の
関
係
性
に
も
起
因
し
よ
う
。
著
名
な
例
を

あ
げ
れ
ば
記
紀
神
話
の
大
物
主
神
な
ど
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
古

来
、
神
と
蛇
と
の
関
係
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
な
る

と
、
さ
ら
に
仏
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
神
が
蛇
身
で
あ
る
こ
と
に
意

義
づ
け
が
な
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
⽝
渓
嵐
拾
葉
集
⽞
巻
百
八
に
は
⽛
神
明
必
現
二

蛇
身
一

事
⽜
と
し
て
、⽛
和
光
同
塵
ト

者
、
三
毒
権
成
凡
夫
ニ

為
レ

同
也
。
而
ニ

三
毒
極
成
体
ト

者
、
蛇
身
也
⽜（
大
正
七
六
・
八
六
六
ａ
）
と
、
仏

菩
薩
の
和
光
同
塵
と
は
⽛
三
毒
⽜
を
本
有
と
す
る
⽛
凡
夫
⽜
と
な

る
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に
神
は
三
毒
極
成
の
体
で
あ
る
蛇
身
な
の

だ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
28
）。

な
お
、⽛
三
毒
⽜
と
⽛
三
熱
⽜
は
混
在
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、⽝
八
幡
愚
童
訓
⽞
乙
本
（
一
三
〇
〇
年

頃
）
の
⽛
神
道
ニ
ハ
必
ズ
三
熱
ノ
苦
ミ
マ
ス
事
ナ
レ
バ
、
仏
法
弘
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通
ノ
智
カ
ヨ
リ
外
ハ
、三
毒
ノ
火
焔
ヲ
ケ
ス
ベ
キ
物
ナ
シ
⽜と
い
っ

た
記
述
や
、⽝
当
麻
曼
荼
羅
疏
⽞（
一
四
二
七
年
）
の
⽛
我
身
小

神
タ
ル
コ
ト
ヲ

恨
也
。
願
ハ

御
房
垂
二

慈
悲
ヲ

一

自
二

今
日
一

載
玉
ハ
ヽ

二

我
名
ヲ

一

止
テ

二

三
熱
毒
苦
ヲ

一

可
レ

帰
二

八
相
ノ

本
身
ニ

一

⽜
と
い
っ
た
記
述
な
ど

で
あ
る
。
こ
う
し
た
混
用
を
経
て
、
三
毒
と
三
熱
と
は
よ
り
結
合

し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、⽝
神
本
地
之
事
⽞
の
本
文
に
戻
る
と
、
た
と
え
仏
の
変
化

身
た
る
権
者
で
あ
っ
て
も
、
神
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
以
上
は

⽛
三
熱
⽜
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
三
熱
を
受
け
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
、
あ
え
て
神
の
姿
で
あ
ら

わ
れ
る
こ
と
で
、
仏
菩
薩
の
慈
悲
は
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

三
熱
を
受
け
る
権
者
の
姿
は
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
で
も
語
ら
れ
て

い
る
。
聖
徳
太
子
が
黒
駒
に
乗
っ
て
各
地
を
め
ぐ
っ
た
際
に
、
熊

野
権
現
と
邂
逅
し
て
、以
下
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
た
と
い
う
。

権
現
（
熊
野
権
現
─
引
用
者
注
）、
太
子
ニ
ム
カ
ヒ
タ
テ
マ
ツ

リ
テ
ノ
タ
マ
ヒ
ケ
ル
ム
ネ
ヲ
ツ
タ
ヘ
キ
ク
ニ
、（
中
略
）⽛
ワ

レ
、
四
十
八
願
荘
厳
ノ
浄
刹
ヲ
イ
デ
ヽ
、
五
濁
濫
漫
穢
悪
ノ

国
土
ニ
現
ズ
ル
コ
ト
ハ
、
衆
生
ニ
縁
ヲ
ム
ス
ビ
テ
、
ツ
ヰ
ニ

西
方
ノ
浄
土
ニ
往
生
セ
シ
メ
ン
ガ
タ
メ
ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
、

漫
々
タ
ル
西
海
ニ
フ
ナ
バ
タ
ヲ
タ
ヽ
キ
テ
マ
フ
ヅ
ル
モ
ノ
、

超
々
タ
ル
東
陸
ニ
馬
ニ
ム
チ
ウ
チ
テ
キ
タ
ル
ト
モ
ガ
ラ
、
ア

ル
ヒ
ハ
子
孫
ノ
繁
昌
ヲ
イ
ノ
リ
、
ア
ル
ヒ
ハ
現
世
ノ
寿
福
ヲ

ナ
ゲ
キ
テ
、
サ
ラ
ニ
菩
提
ヲ
ネ
ガ
ハ
ズ
、
出
離
ヲ
コ
ト
ヽ
セ

ズ
、
タ
ヾ
世
間
ノ
コ
ト
ヲ
イ
ト
ナ
ミ
、
イ
ノ
リ
、
ヒ
ト
ヘ
ニ

一
旦
ノ
名
利
ニ
貪
着
ス
。（
中
略
）
衆
生
ノ
内
心
ト
和
光
ノ

本
懐
ト
、
ミ
ナ
コ
ト
〴
〵
ク
相
違
ノ
ユ
ヘ
ニ
、
カ
ノ
法
施
、

ワ
レ
サ
ラ
ニ
一
分
モ
ウ
ケ
ズ
。
カ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
三
熱
ノ
苦

ヲ
ウ
ケ
テ
、
本
覚
ノ
理
ヲ
ワ
ス
レ
タ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
、
イ
マ

太
子
ニ
ア
ヒ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
无
上
ノ
法
味
ヲ
ア
ヂ
ハ
ヒ
、

最
勝
ノ
法
楽
ヲ
ウ
ケ
テ
、
三
熱
ノ
苦
ノ
タ
チ
マ
チ
ニ
ヤ
ミ
テ

身
ス
ヾ
シ
ク
、
コ
ヽ
ロ
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
⽜
ト
ノ
タ
マ
ヒ
ケ
ル

ナ
リ
。（
一
九
七
、
一
九
八
頁
）

熊
野
権
現
が
語
っ
た
こ
と
に
は
、
自
分
は
衆
生
と
縁
を
結
ん
で

極
楽
往
生
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
国
土
に
現
じ
た
が
、
衆
生
は
た
だ

現
世
の
こ
と
の
み
に
貪
着
し
て
、
自
分
は
一
分
の
法
味
を
受
け
る
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こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
三
熱
の
苦
を
受
け
て
、
本
覚
の

理
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
今
、
太
子
と
出
会
っ
た
こ
と
で

法
楽
を
受
け
、
三
熱
の
苦
が
止
み
、
身
は
涼
し
く
、
心
も
明
ら
か

に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
三
熱
を
受
け
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
を

本
地
と
す
る
権
者
の
熊
野
権
現
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
苦
し
み
な

が
ら
も
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
熊
野
権
現
の
姿
を
際
立
た
せ

る
も
の
と
な
ろ
う
。

仏
が
衆
生
と
同
様
の
苦
患
を
担
い
、
さ
ら
に
そ
の
苦
し
む
姿
を

人
々
に
供
覧
す
る
こ
と
で
、こ
の
世
の
無
常
や
苦
悩
を
知
ら
し
め
、

仏
道
に
目
を
向
け
さ
せ
る
と
い
う
慈
悲
の
行
い
は
、⽝
神
道
集
⽞
の

次
の
叙
述
と
も
通
じ
て
い
る
。

①
仏
菩
薩
ノ

我
国
ニ

遊
給
ニ
ハ

、
必
ス

人
ノ

胎
ヲ

借
リ
テ

、
衆
生
ノ

身
ト

成
ツ
ヽ

、
身
ニ

苦
悩
ヲ

受
テ

、
善
悪
ヲ

試
テ

後
、
神
明
身
ト

成
テ

、
悪
世
ノ

衆
生
ヲ

利
益
給

御
事
也
。（
巻
六
⽛
上
野
国
児
持
山
之
事
⽜
一
八

五
頁
）

②
諸
仏
菩
薩
ノ

寂
光
ノ

都
ヲ

出
テ
ヽ

、
分
段
同
居
ノ

塵
ニ

交
ツ
ヽ

、
悪

世
ノ

衆
生
ヲ

導
ン
カ

為
ニ

、
苦
楽
ノ

二
事
ヲ

身
ニ

受
テ

、
衆
生
利
益
ノ

先

達
ト

成ナ
リ

給
ヘ
リ

。（
巻
八
⽛
上
野
国
赤
城
山
三
所
明
神
内
覚
満
大

菩
薩
事
⽜
二
一
八
、
二
一
九
頁
）

③
故
ニ

知
ヌ

、
諸
仏
菩
薩
ノ

我
国
ニ

遊
玉
フ
ニ
ハ

、
神
明
ノ

神
ヲ

現
シ
テ

、

先
ツ

人
胎
ヲ

借
リ
ツ
ヽ

、
人
身
ヲ

受
テ

後
、
憂
悲
苦
悩
ヲ

身
ニ

受
テ

、
苦

楽
ノ

二
事
ヲ

身
ニ

受
ケ

、
借
染
ノ

恨
ミ
ヲ

縁
ト
シ
テ

、
済
度
方
便
ノ

身
ト

成
リ

下
リ

給
ヘ
リ
ト

云
々
。（
巻
八
⽛
上
野
国
那
波
八
郎
大
明
神
事
⽜
二

三
七
、
二
三
八
頁
）

④
凡
日
本
六
十
余
州
ニ

神
ᷫ
神
社
多
ト

云
ヘ
共

、
心
深
ク

神
明
ノ

身
ヲ

受
ケ

、
応
迹
示
現
ノ

徳
新
ニ

、
衆
生
守
護
ノ

方
便
ノ

忝
キ

事
、
諏

方
ノ

大
明
神
ノ

御
方
便
ニ

過
タ
ル
ハ

無
シ
ト

云
々
。（
巻
十
⽛
諏
方
縁

起
⽜
三
一
七
頁
）

仏
菩
薩
は
ま
ず
⽛
人
ノ
胎
⽜（
①
③
）
を
借
り
て
衆
生
と
し
て
生

ま
れ
、苦
悩
を
受
け
た
後
に（
①
②
③
）、⽛
借
染（
仮
初
め
）ノ
恨
ミ

⽜

（
③
）
を
縁
と
し
て
、
済
度
方
便
の
身
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の

物
語
の
主
人
公
た
ち
は
、
仏
菩
薩
が
方
便
の
た
め
に
化
現
し
た
姿

で
あ
り
、
三
熱
の
苦
痛
を
受
け
る
神
ᷫ
と
往
還
可
能
な
存
在
で
あ
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る
。こ

う
し
た
例
か
ら
考
え
る
と
、
神
の
身
で
三
熱
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
を
、
単
に
神
が
⽛
凡
夫
⽜
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
し
て
の

み
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
先
述
の
と
お
り
、
中
世
の
神
が
受
け

る
三
熱
は
、
衆
生
の
根
源
的
な
罪
業
で
あ
る
⽛
三
毒
⽜
と
結
び
付

い
て
解
釈
さ
れ
た
。
古
代
の
神
を
苛
ん
で
い
た
⽛
神
ᷫ
実
類
観
⽜

の
帰
結
と
し
て
の
苦
痛
は
、⽝
神
道
集
⽞
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の

神
ᷫ
説
話
に
お
い
て
、
単
な
る
宿
業
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
を
担
い
、
人
々
に
苦
し
む
姿
を
示
す
こ
と
で
仏
法
へ
導

か
ん
と
い
う
、⽛
神
国
⽜
に
生
き
る
衆
生
の
た
め
の
慈
悲
の
行
い
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
仏
菩
薩
が
日
本
に
⽛
神
⽜
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
理
由
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

浄
土
系
典
籍
に
お
い
て
、
三
熱
は
本
地
仏
の
慈
悲
を
示
す
と
同

時
に
神
の
凡
夫
性
を
も
示
し
、
あ
く
ま
で
神
を
仏
よ
り
も
下
位
の

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
な
る
。

⽝
神
道
集
⽞
で
は
、
権
実
の
二
分
類
に
加
え
て
、
神
に
は
権
現
・

大
菩
薩
・
大
明
神
の
三
分
類
が
あ
り
、
そ
の
差
異
を
示
す
た
め
、

権
者
（
権
現
・
大
菩
薩
）
と
実
者
（
大
明
神
）
で
三
熱
の
有
無
を

分
け
る
。
実
者
の
み
が
三
熱
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
29
）。
し
か

し
な
が
ら
、
結
局
は
⽛
実
者
も
神
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
以
上
、
利

益
が
な
い
こ
と
は
な
い
⽜⽛
実
者
の
神
も
つ
い
に
は
権
者
の
眷
属

と
な
る
⽜
と
、
実
者
を
容
認
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

実
際
に
は
⽝
神
道
集
⽞
の
な
か
で
も
権
実
を
明
確
に
分
け
て
い
る

と
は
い
い
が
た
く
、⽝
神
道
集
⽞
の
物
語
に
登
場
す
る
神
々
は
皆
、

苦
患
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
権
実
と
も
に
受
容
す
る
姿
勢
に

は
密
教
的
思
想
背
景
や
、
苦
痛
を
受
け
、
そ
の
姿
を
顕
示
す
る
こ

と
が
仏
の
慈
悲
の
行
い
で
あ
り
、
本
朝
に
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

ま
さ
に
そ
の
理
由
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、⽝
神
道
集
⽞
も
浄
土
系
諸
派
も
、
当
時
の
一
般

的
な
認
識
と
同
様
、
神
々
を
権
実
に
二
分
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
よ
っ
て
実
者
へ
の
態
度
が
異
な
っ
て
い
た
。

⽝
神
道
集
⽞
は
、
実
者
を
⽛
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
以
上
は
、
利

益
が
な
い
こ
と
は
な
い
⽜
と
し
て
礼
拝
を
容
認
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
は
、
念
仏
門
徒
が
神
々
を
軽
視
し
て
い
る



― 139 ―

（
三
〇
）

― 138 ―

北海学園大学人文論集 第 76 号(2024 年 3 月)⽝神道集⽞と浄土系諸派の神道言説（有賀）

と
い
う
批
判
を
払
拭
す
る
た
め
、
権
者
へ
の
礼
拝
を
許
容
す
る
と

同
時
に
、
実
者
を
礼
拝
対
象
と
し
て
認
め
ず
、
実
者
に
祈
れ
ば
蛇

身
に
堕
ち
る
と
主
張
し
た
。
世
に
批
判
さ
れ
る
⽛
神
ᷫ
不
拝
⽜
の

理
由
を
実
者
に
負
わ
せ
た
格
好
で
あ
る
。
ま
た
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞

で
は
垂
迹
神
の
権
実
を
決
す
る
よ
り
も
、
本
地
で
あ
る
阿
弥
陀
仏

へ
帰
依
す
る
よ
う
勧
め
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

⽝
神
本
地
之
事
⽞
は
、
実
者
の
救
済
も
語
る
こ
と
で
、
阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
を
強
調
し
た
。

浄
土
系
談
義
本
で
は
、
垂
迹
を
通
し
て
本
地
の
仏
菩
薩
（
究
極

的
に
は
阿
弥
陀
仏
）
へ
の
帰
依
を
説
き
、
専
修
念
仏
へ
の
批
判
を

か
わ
す
。
一
方
で
、
権
実
の
い
ず
れ
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
⽝
神

道
集
⽞
の
発
想
は
、
権
実
不
二
を
掲
げ
る
密
教
系
の
言
説
に
類
す

る
も
の
で
あ
る
し
、
各
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
小
社
の
神
々
へ
の
現

実
的
な
配
慮
も
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
、
実
者
（
実
際
に
は
権
者
を

も
含
む
）
の
受
け
る
三
熱
の
苦
患
こ
そ
が
、
中
世
の
神
々
が
持
つ

特
質
の
一
つ
で
あ
り
、
仏
菩
薩
が
神
と
し
て
顕
現
す
る
理
由
で
あ

り
、
中
世
の
物
語
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
神
の
姿
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

中
世
に
お
い
て
、
神
は
⽛
神
国
⽜
で
あ
る
日
本
の
衆
生
を
救
済

す
る
た
め
に
、
仏
が
現
し
た
姿
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で

あ
っ
た
。⽝
神
道
集
⽞
で
仏
菩
薩
の
化
現
で
あ
る
神
は
、
権
者
・
実

者
、
大
権
現
・
大
菩
薩
・
大
明
神
と
い
っ
た
様
々
な
様
相
と
、
異

な
る
性
質
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
仏
菩
薩
の
あ
ら
わ

れ
方
の
違
い
で
あ
り
、
救
済
対
象
に
よ
っ
て
相
応
し
い
姿
が
選
び

と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⽝
神
道
集
⽞
の
⽛
諸
仏
菩
薩
の
我
国
に
遊
び
給
ふ
に
は
、
神
明
の

神
を
現
し
て
、
先
づ
人
胎
を
借
り
つ
ゝ
、
人
身
を
受
て
後
、
憂
悲

苦
悩
を
身
に
受
て
⽜、
そ
の
後
に
衆
生
済
度
の
身
と
な
る
と
い
う

叙
述
か
ら
は
、
本
来
、
六
道
か
ら
逃
れ
た
存
在
で
あ
る
仏
菩
薩
が
、

衆
生
に
生
死
の
苦
し
み
を
知
ら
し
め
、
そ
の
苦
を
負
う
た
め
に
、

あ
え
て
六
道
に
立
ち
戻
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ

る
。
衆
生
が
根
源
的
に
有
す
る
罪
業
を
そ
の
身
に
負
い
、
苦
し
み

悩
む
様
子
を
見
せ
た
後
に
、
衆
生
済
度
の
神
明
と
な
り
、
人
々
の

⽛
先
達
⽜
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
を
背
景
と
し
、
仏
の

救
済
の
姿
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
⽛
神
⽜
と
い
う

存
在
に
焦
点
化
し
て
編
ま
れ
た
の
が
、⽝
神
道
集
⽞
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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（
⚑
）
伊
藤
聡
⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

六
年
）、
二
〇
七
頁
。

（
⚒
）
拙
稿
⽛⽝
神
道
集
⽞
の
神
ᷫ
観
と
実
者
⽜⽝
人
文
論
集
⽞
七
二
（
北

海
学
園
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
二
二
年
）

（
⚓
）
村
上
学
⽛
真
字
本
管
理
者
に
つ
い
て
の
一
憶
測
⽜⽝
曽
我
物
語
の

基
礎
的
研
究
⽞（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
）。
な
お
、
現
存
す
る
⽝
神

道
集
⽞
の
写
本
の
う
ち
古
本
系
に
分
類
さ
れ
る
赤
木
文
庫
本
は
、
明

応
三
年
（
一
四
九
四
）
に
下
野
国
の
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
大
沢
山
円

通
寺
六
世
の
旭
蓮
社
良
順
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
村
上
氏
は
、⽛
神
道
集
に
真
字
本
曽
我
物
語
な
ど
と
共
通
し
て
編

み
こ
ま
れ
た
唱
導
文
の
類
が
、
あ
る
い
は
名
越
派
の
末
端
で
使
用
さ

れ
て
い
た
唱
導
文
の
類
集
に
記
載
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
良

順
に
と
っ
て
は
親
近
感
を
以
て
積
極
的
な
関
心
を
持
ち
う
る
性
格
の

も
の
⽜（
一
〇
一
、
一
〇
二
頁
）
で
あ
っ
た
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い

る
。

（
⚔
）
福
田
晃
⽛
安
居
院
と
東
国
⽜⽝
神
道
集
説
話
の
成
立
⽞（
三
弥
井
書

店
、
一
九
八
四
年
）、
同
氏
⽛
安
居
院
作
⽝
神
道
集
⽞
の
編
者
〈
そ
の

一
〉⽜⽝
安
居
院
作
⽝
神
道
集
⽞
の
成
立
⽞（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七

年
）

（
⚕
）
こ
の
分
類
の
早
い
例
は
、
専
修
念
仏
批
判
の
た
め
に
書
か
れ
た

⽝
興
福
寺
奏
状
⽞（
一
二
〇
五
年
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
状
で

は
念
仏
門
徒
た
ち
の
こ
と
を
、
神
々
の
⽛
権
化
実
類
⽜
を
論
ぜ
ず
、
宗

廟
大
社
を
憚
ら
ず
、
あ
ま
つ
さ
え
神
明
を
恃
め
ば
必
ず
魔
界
に
堕
ち

る
と
主
張
し
て
神
ᷫ
を
軽
侮
し
て
い
る
と
糾
弾
し
て
い
る
。

（
⚖
）⽝
神
道
集
⽞
本
文
の
引
用
は
、⽝
神
道
大
系
文
学
編
一
神
道
集
⽞

（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
年
）
収
載
の
赤
木
文
庫
本
に
よ
る
。

適
宜
、
句
読
点
を
補
っ
た
。⽝
神
道
集
⽞
で
は
、⽛
も
と
よ
り
神
国
で

あ
る
日
本
の
人
々
は
総
じ
て
神
を
敬
う
。
凡
愚
な
の
で
権
実
を
分
け

る
こ
と
も
難
し
く
、
た
だ
神
に
従
っ
て
礼
拝
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

こ
に
何
の
失
が
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
た
と
え
実
者
の
神
だ
と
し

て
も
、
つ
い
に
は
権
者
の
眷
属
と
な
る
の
だ
か
ら
⽜
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。

（
⚗
）
村
上
学
⽛
神
道
集
⽜⽝
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
第
⚘
巻
仏

と
神
⽞（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
拙
稿
⽛⽝
神
道
集
⽞
の
神
ᷫ
観

と
実
者
⽜
前
掲
注
（
⚒
）

（
⚘
）
浄
土
真
宗
の
神
ᷫ
観
は
、
浅
井
了
宗
⽛
浄
土
教
に
於
け
る
神
仏
交

渉
発
達
論
─
広
疑
瑞
決
集
と
諸
神
本
懐
集
に
就
て
⽜⽝
宗
学
院
論
輯
⽞

三
六
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
四
二
年
）、
柏
原
祐
泉
⽛
真
宗
に
お
け
る

神
ᷫ
観
の
変
遷
⽜⽝
大
谷
学
報
⽞五
六
巻
一
号（
大
谷
大
学
大
谷
学
会
、

一
九
七
六
年
）、
今
堀
太
逸
⽝
神
ᷫ
信
仰
の
展
開
と
仏
教
⽞（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
参
照
。
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（
⚙
）
浄
土
系
の
談
義
本
で
は
権
者
と
実
者
を
⽛
権
社
⽜⽛
実
社
⽜
と
表

記
す
る
が
、本
稿
で
は
引
用
文
以
外
は⽝
神
道
集
⽞の
表
記
に
な
ら
っ

て
⽛
権
者
⽜⽛
実
者
⽜
に
統
一
し
た
。

（
10
）⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
引
用
は
、⽝
中
世
神
道
論
⽞（
日
本
思
想
大
系
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（
11
）
本
説
話
は
、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
巻
四
に
も
見
え
る
。

（
12
）
伊
藤
聡
氏
は
、存
覚
の
父
で
あ
る
覚
如（
一
二
七
〇
～
一
三
五
一
）

が
編
述
し
た
⽝
本
願
上
人
伝
絵
⽞
で
は
、
親
鸞
が
神
々
か
ら
帰
依
を

受
け
た
説
話
が
語
ら
れ
、⽛
浄
土
門
徒
に
よ
る
神
ᷫ
に
対
す
る
不
拝
・

非
礼
の
行
為
を
、
親
鸞
へ
の
敬
意
ゆ
え
に
神
が
許
容
す
る
と
い
う
モ

チ
ー
フ
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
看
取
さ
れ
⽜
る
と

い
う
。
ま
た
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
も
、⽛
実
社
神
に
よ
っ
て
、
親
鸞
以
来

の
神
ᷫ
不
拝
の
態
度
を
温
存
す
る
と
い
う
折
衷
的
な
神
ᷫ
観
⽜
を
唱

え
た
と
し
、⽛
一
般
的
な
神
ᷫ
信
仰
と
妥
協
し
つ
つ
、
自
宗
の
念
仏
信

仰
を
貫
徹
す
る
に
は
、
権
社
の
神
と
実
社
の
邪
神
と
を
明
確
に
区
別

す
る
こ
と
は
不
可
欠
⽜
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
前
掲
注
（
⚑
）、
六

二
、
六
三
頁
。

（
13
）⽝
真
宗
史
料
集
成
⽞
第
一
巻
（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇

〇
三
年
）

（
14
）
柏
原
祐
泉
氏
は
、⽝
破
邪
顕
正
鈔
⽞
に
つ
い
て
⽛
山
門
等
の
念
仏

非
難
に
対
す
る
訴
願
状
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ

れ
る
ご
と
く
、
教
団
内
へ
の
教
誡
ば
か
り
で
な
く
、
教
団
外
へ
の
意

思
表
示
の
意
味
⽜が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
意
思
表
示
に
は
権
門
勢
家
へ
の
接
近
が
読
み
取
れ
る
と

い
う
。
前
掲
注
（
⚘
）、
八
頁
。

（
15
）⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
と
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
と
の
関
係
は
、
浅
井
了
宗

⽛
浄
土
教
に
於
け
る
神
仏
交
渉
発
達
論
─
広
疑
瑞
決
集
と
諸
神
本
懐

集
に
就
て
⽜
前
掲
注
（
⚘
）、
宮
崎
圓
遵
⽛
諸
神
本
懐
集
の
底
本
の
問

題
⽜⽝
真
宗
書
誌
学
の
研
究
⽞（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
16
）
中
世
の
神
ᷫ
と
蛇
身
に
つ
い
て
は
、
中
村
生
雄
⽝
日
本
の
神
と
王

権
⽞（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）、
伊
藤
聡
⽝
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研

究
⽞（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）、
同
氏
⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞

前
掲
注
（
⚑
）、
同
氏
⽝
神
道
の
中
世
⽞（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
〇

年
）
な
ど
参
照
。

（
17
）⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
の
引
用
は
、⽝
国
文
東
方
仏
教
叢
書
第
⚒
輯
第

⚑
巻
⽞（
名
著
普
及
会
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
18
）
た
と
え
ば
⽝
諏
訪
大
明
神
絵
詞
⽞（
一
三
五
六
年
）
に
は
、
蒙
古
襲

来
の
予
兆
と
し
て
諏
訪
神
が
大
龍
と
な
り
、
雲
に
乗
っ
て
西
に
向
か

う
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
⽝
神
道
集
⽞
で
は
⽛
諏
訪
縁
起
⽜
の
主

人
公
・
甲
賀
三
郎
（
の
ち
の
諏
訪
上
宮
）
が
、
地
底
遍
歴
後
に
大
蛇
の

姿
と
な
る
な
ど
の
事
例
が
見
え
る
。

（
19
）
伊
藤
聡
氏
は
⽛
彼
（
信
瑞
─
引
用
者
注
）
は
存
覚
の
よ
う
に
権
社
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神
と
実
社
神
と
を
明
確
に
区
別
せ
ず
、
神
へ
の
奉
仕
に
お
い
て
、
本

地
を
意
識
す
る
か
否
か
と
い
う
態
度
を
問
題
に
し
て
い
る
⽜
と
指
摘

し
て
い
る
。
伊
藤
聡
⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞
前
掲
注
（
⚑
）、

六
五
頁
。
ま
た
前
島
信
也
氏
も
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
の
神
明
観
に
つ
い

て
、
神
明
を
⽛
権
実
と
い
う
語
句
を
も
っ
て
は
っ
き
り
と
二
分
化
し

た
と
ま
で
は
言
え
な
い
⽜
と
し
、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
は
権
実
二
分
法
が

⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
ら
れ
る
前
段
階
の
も
の
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
前
島
信
也
⽝
敬
西
房
信
瑞
の
研
究
⽞（
法
蔵
館
、
二

〇
二
一
年
）、
三
四
四
頁
。

（
20
）
な
お
、⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
は
巻
四
の
⽛
殺
生
祭
神
⽜
の
議
論
の
な
か

で
実
者
に
触
れ
て
い
る
。
殺
生
と
供
物
の
話
題
に
お
い
て
、
本
地
を

有
す
る
神
明
は
神
前
に
捧
げ
ら
れ
た
鹿
鳥
を
実
際
に
は
食
べ
て
お
ら

ず
、
死
ん
だ
鹿
鳥
と
縁
を
結
ぶ
た
め
に
、
食
べ
る
真
似
を
し
て
い
る

（
清
浄
祭
祀
）
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
肉
味
を
好
み
、
香
花
を
き

ら
い
、
殺
生
し
て
神
を
祀
ら
な
い
と
神
罰
を
与
え
る
の
が
⽛
実
業
の

邪
神
⽜
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
21
）
浅
井
了
宗
氏
は
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
と
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
の
思
想
が

似
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、⽛⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
思
想
は
⽝
広
疑
瑞

決
集
⽞
よ
り
も
一
層
徹
底
し
て
ゐ
る
⽜
と
評
し
て
い
る
。
前
掲
注

（
⚘
）、
一
一
三
頁
。
ま
た
、
伊
藤
聡
氏
⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞

前
掲
注
（
⚑
）、
六
四
、
六
五
頁
も
参
照
。

（
22
）
北
西
弘
氏
は
、⽝
神
本
地
之
事
⽞
を
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
の
底
本
の
一

つ
と
見
な
し
、⽛
存
覚
が
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
を
参
照
し
な
が
ら
、⽝
神
本

地
之
事
⽞
を
添
削
し
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
を
製
作
し
た
⽜
と
考
察
し
て

い
る
。
北
西
弘
⽛
諸
神
本
懐
集
の
成
立
⽜⽝
真
宗
史
の
研
究
⽞（
永
田

文
昌
堂
、
一
九
六
六
年
）、
二
〇
九
頁
。

（
23
）⽝
神
本
地
之
事
⽞
本
文
の
引
用
は
、⽝
真
宗
史
料
集
成

第
五
巻

談
義
本
⽞（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。

（
24
）
実
者
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
記
述
は
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
に
も
類
似

の
本
文
が
認
め
ら
れ
る
。

（
25
）⽛
神
ᷫ
実
類
観
⽜
は
、
神
を
迷
え
る
凡
夫
と
し
、
仏
法
に
よ
っ
て

救
済
さ
れ
る
存
在
と
見
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
神
身
か
ら
の
離
脱
を

求
め
て
僧
侶
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
多
度
社
の
神
や
、
陀
我
社
の
神
の

話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
で
も
、⽛
離
業
得
道
の

要
法
を
も
と
め
ん
神
明
い
づ
れ
か
こ
の
法
（
念
仏
三
昧
の
法
─
引
用

者
注
）
に
帰
せ
ざ
ら
ん
。
況
や
其
部
類
眷
属
の
な
か
に
、
実
者
又
多

し
⽜
と
、
念
仏
に
よ
る
神
明
の
救
済
に
触
れ
て
い
る
。
権
者
で
あ
る

⽛
神
明
⽜
と
、
そ
の
⽛
部
類
眷
屬
⽜
で
あ
る
実
者
と
は
、
ど
ち
ら
も
念

仏
に
よ
る
⽛
離
業
得
道
⽜
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
⽝
広
疑
瑞
決
集
⽞
に
権
実
を
区
分
す
る
意
識
が
薄
か
っ

た
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

（
26
）
こ
の
内
容
は
、⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
に
も
見
え
る
。⽛
サ
レ
バ
一
切
衆
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生
ノ
ヒ
ト
リ
ナ
リ
ト
モ
、
娑
婆
ニ
ア
ラ
ン
カ
ギ
リ
ハ
、
ワ
レ
、
モ
ト

ノ
浄
土
ヘ
カ
ヘ
ラ
ジ
。
衆
生
コ
ト
〴
〵
ク
仏
道
ニ
イ
リ
ナ
ン
ノ
チ
、

ワ
レ
モ
本
覚
ニ
カ
ヘ
ラ
ン
ト
、チ
カ
ヒ
タ
マ
ヘ
リ
。
コ
ヽ
ニ
シ
リ
ヌ
、

ア
ユ
ミ
ヲ
ハ
コ
バ
ズ
、
別
シ
テ
ツ
カ
ヘ
ズ
ト
モ
、
浄
土
ヲ
ネ
ガ
ヒ
、

弥
陀
ヲ
念
ゼ
バ
、大
明
神
ノ
タ
メ
ニ
ハ
、忠
ア
ル
ヒ
ト
ナ
リ
。（
中
略
）

後
世
ヲ
シ
ラ
ズ
、
弥
陀
ヲ
念
ゼ
ザ
ラ
ン
人
ハ
、
大
明
神
ノ
タ
メ
ア
ダ

ト
ナ
ル
人
ナ
リ
。
衆
生
、
生
死
ヲ
ハ
ナ
レ
ズ
バ
、
カ
ミ
モ
ヒ
サ
シ
ク

娑
婆
ニ
ト
ヾ
マ
リ
テ
、
三
熱
ノ
苦
ヲ
ウ
ケ
タ
マ
フ
ベ
キ
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ

（
二
〇
五
頁
）⽜。

（
27
）
熱
風
熱
砂
に
身
を
焼
か
れ
る
、
暴
風
に
よ
っ
て
衣
服
を
奪
わ
れ

る
、
金
翅
鳥
に
捕
食
さ
れ
る
、
と
い
う
三
種
の
苦
し
み
。

（
28
）
中
村
生
雄
⽝
日
本
の
神
と
王
権
⽞
前
掲
注
（
16
）、
伊
藤
聡
⽝
中
世

天
照
大
神
信
仰
の
研
究
⽞
前
掲
注
（
16
）、
同
氏
⽝
神
道
の
形
成
と
中

世
神
話
⽞
前
掲
注
（
⚑
）、
同
氏
⽝
神
道
の
中
世
⽞
前
掲
注
（
16
）
な

ど
参
照
。

（
29
）⽝
神
道
集
⽞
巻
一
⽛
神
道
由
来
之
事
⽜
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
巻
五
⽛
仏
前
之
二
王
神
明
之
鳥
居
師
子
駒
犬
之
事
⽜
で
は
、
権
現

を
⽛
出
家
⽜、
大
明
神
を
⽛
在
家
⽜
と
し
て
い
る
。
な
お
、⽝
神
道
集
⽞

は
呼
称
の
差
で
三
熱
の
有
無
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、⽝
神
道
集
⽞
の

縁
起
譚
が
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
か
は
検
討
を
要
す
る
。⽝
神
道
集
⽞

の
神
道
説
と
物
語
と
は
、
必
ず
し
も
相
関
関
係
が
あ
る
と
は
い
い
切

れ
な
い
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
⚒
⚒
Ｋ
Ｊ
⚐
⚑
⚔
⚖
の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


