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ス

の

解
釈
を

評
価
し

て

い

る

こ

と

に

も
現
わ

れ

て

い

る

よ

う
だ
。

関
根
が

ユ

ダ
ヤ

教
に

お

い

て

重
要
な

意
義
を

も
つ

「

ア

ケ

ダ
ー

の

神
学
」

に

は
ま

っ

た

く
関
心
を

払
っ

て

い

な
い

こ

と

は、

ユ

ダ
ヤ

思
想
の

研
究
者
で

も
あ

る

評

者
に

は、

残
念
で

あ
る

。

そ

こ

に

は

ユ

ダ

ヤ

教
の

贖
罪
論
が

見
ら
れ

る

か

ら
で

あ
る

（
拙
論

天

ア

ブ
ラ

ハ

ム

の

試
練
〉 、

そ
の

解
釈
史
の
一

断

面
」

『

人

文
学
報
』

第
六
三

号
、

一

九
八

九

年
、

二

八

頁
以
下）

。

佐

藤
弘
夫

著

『

死
者
の

ゆ

く

え
』

　
　
　
岩
田

書
院

　
二

〇
〇
八

年
三

月
団

A5

判
　
二

四

九
頁

　
二

八

〇
〇
円
＋

税

416（704）
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本
書
は

、

日
本
思
想

史
を
専
門
と

す
る

著
者
が

、

死
を

め

ぐ
る

観
念
の

変
化
に

つ

い

て

古
代
か

ら
中
世、

近
世
そ

し

て

近
代
へ

と

通
史
的
な
追

跡

を

試
み

た

も

の

で

あ
る。

構
成
は
、

序
草
「

死
の

精
神
史
へ

1
方
法
と

視

座
．
…

」 、

第
一

章
「

風

葬
の

光
景
」 、

第
二

章

「

カ

ミ

と

な

る

死

者
」

、

第

三

章
「

納
骨
す
る

人
々
」 、

第
四

章
「

拡
散
す
る

霊
場
」 、

第
五
章

］

打
ち

割
ら
れ
た

板
碑
」 、

終
章

「

死
の

精
神
史
か

ら
」

、

か

ら

な
っ

て

い

る
。

読

後
の

率
直
な

感
想
は

二

つ

の

相
反
す

る

も

の

で

あ
っ

た
。

第
一

は
、

著
者

の

専
門
分
野
と

思
わ

れ

る

中
世
の

納
骨
信
仰
を
め

ぐ
る

考
察
の

精
密
さ

に

対
す
る

高
い

評
価
で

あ
る

。

た

と

え
ば、

第
三

章
の

十
二

世
紀
以

降
の

納

骨
信
仰
の

流
行
に

つ

い

て

の

論

考
で、

浄
土
往
生
を
希
求
し

た

人
々

に

と

っ

て

「

華

迹
」

へ

の

結
縁
こ

そ

が
重
要
で

あ
り、

そ
の

垂

迹
は

従
来
の

本

地
垂
迹

説
の

説
く
よ

う
な
日

本
の

神
々

だ
け
で

な

く
、

聖

徳
太
子

や
伝
教

大

師
、

弘
法
大
師
な

ど
の

聖
人
や
祖

師、

ま

た

仏
舎
利
や

法

舎
利
を
も
含

む

幅
広
い

も

の

で

あ
り、

そ
の

よ

う
な
視
点
か

ら

納
骨
の

場
と

し
て

の

霊

山
霊
場
の

形
成
や

経
塚
の

流
行
を
も

視
野
に

入
れ

た

中
世
の

納
骨
信
仰
の

展

開
世
界
を

解
明
し

て

い

る

点
は

た

い

へ

ん

貴
重
な

研
究
成
果
で

あ

る

と
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書評 と紹介

い

っ

て

よ

い
。

一

方
、

第
二

に

は、

逆
に

先
行

研
究
へ

の

誤
読
や
見
落
と

し
が

あ
る

こ

と

も

否
定
で

き

な
か
っ

た
。

た
と
え
ば

、

誤
読
の

例
を

二

つ

あ
げ
て

み

る

な
ら

ば
、

序
章
で

の

柳
田

國
男
へ

の

誤

読
で

あ
る

。

そ

の
一

例
は
、

著
者
は

柳
田
が

「

百

年
千
年
と

継
承
さ

れ
て

き

た

日

本
「

固
有
の

死

生
観
」

を

発
掘

す

る

作
業
」

（
一
一

頁）

を

試

み

た

と

か
、

自
分

は

「

柳
円
が

想
定
し

た

よ

う
な

時
代
を

貫
通
す
る

民
族

固
有
の

死
生
観
の

存

在
を

前
提
と

す
る

こ

と

な

く
」

資
料
に

即
し
て

解
明
し

て

い

く
（
】

九

頁）
、

な

ど

と

述
べ

て

い

る

が
、

そ

れ
は

明
ら
か

に

柳
田
へ

の

誤
読
で

あ

る
。

柳
田

國
男
の

民
俗
学
は

決
し
て

「

凵
本
固
有
の
」

文
化
や

観
念
の

解

明
を

め
ざ
す

も
の

な
ど
で

は

な
く
何
よ

り
も
生
活
の

変

遷
史、

そ

の

過
程

を

明
ら
か

に

し
よ

う
と

す
る

広
義
の

歴

史
学
で

あ
っ

た
。

た

と

え

ば

著
者

の

「

百
年

千
年
と

継
承
さ

れ

て

き
た
云
々
」

と

い

う
表

現
も、

そ

れ

が

柳

田

の

『

先
祖
の

話
』

の

自
序
の

中
の

「

た

だ

我
々

が

百

千
年
の

久
し
き

に

わ

た

っ

て
、

積
み

重
ね
て

来
た

と

こ

ろ

の

経
歴
と

い

う
も

の

を
」

と

い

う

部
分
か

ら
の

引
用
で

あ
る

な
ら

ぼ
、

肝
心
な

部
分
が

ま

ち

が

っ

て

い

る
。

柳
田

が

問
お

う
と

し
て

い

る

の

は

「

久
し
き
に

わ

た

っ

て

積
み

重
ね
て

き

た

経
歴
」 、

つ

ま

り

「

経
歴
」 、

変
遷
史
な
の

で

あ
り、

固
定
化
さ
れ
た

民

族
固
有
の

死
生
観
な
ど
で

は

な

い
。

そ
の

逆
な

の

で

あ
る

。

民

俗
学
が

凵

本
文
化
の

特
質
を
明
ら
か

に

す
る

も
の

だ
と

い

う
誤
解
の

原

因
は
一

般
に

和
歌
森
太
郎
氏
の

エ

ト
ノ

ス

論
の

影
響
に

あ
る

の

で

あ
ろ

う
が
、

そ
れ

は

柳
田

の

論
点
を

大
き
く
誤

解
し

た

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

を

こ

こ

に

確
認
し

て

お

き

た

い
。

　

も

う
一

つ

の

誤
読
の

例
は、

著
者
が

「

柳
田

国
男
の

理

論
が

抱
え

る

も

う
一

つ

の

重

要
な

問
題
点
は、

骨
の

問
題
に

ま

っ

た

く
触
れ

ら

れ
て

い

な

い

こ

と

で

あ
る
」

（
一

九

頁
）

と

か
、

「

柳
田
が

遺

体
や
骨
の

問
題
を

取
り

上

げ
る

こ

と

は
な
い
」

（
二

〇
頁）

な
ど

と

述
べ

て

い

る

点
で

あ

る
。

柳

田
は
著

者
が
い

う
よ

う
な
古
稀
を
過
ぎ
た

晩

年
に

な
っ

て

か

ら
初
め

て

で

は

な
く、

む

し
ろ

早
く
か

ら

「

日

本
の

葬
儀
慣
習
の

変
遷
を
知
り
た
い

と

心

掛
け
て
」

お

り

（
『

郷
土
生

活
の

研
究
法
」

一

九．
二

五

年）
、

昭
和
四

年

（
一

九
二

九）

に

は

有
名
な

「

葬
制
の

沿
革
に

つ

い

て
」

（
『

人
類

学

雑

誌』

四
四

巻
六

号、

一

九
二

九

年）

を

著
し

て

い

る
。

そ
の

「

葬
制
の

沿

革
に

つ

い

て
」

は

日
木
各
地
の

民

俗
資
料
を

も
と

に

葬
制
の

沿
革、

つ

ま

り
葬
送
習

俗
の

変

遷
に

つ

い

て

論
じ
た

も
の

で

あ
る

。

い

ま

眼
前
に

あ
る

土

葬
や

火

葬
の

普
及
ま

た

墓
地
の

石

塔
の

普
及
よ
り
も

以
前
の

葬
法
と

し

て

の

オ

キ

ツ

ス

タ
へ

を

想
定
し

な
が

ら、

そ

の
一

方
で

、

遺
骨
の

改
葬
や

火
葬
の

骨

揚
げ、

「

高
野
山
の

骨
堂
」

な
ど

に

注
目
し

そ

れ

を

「

追

福
の

目
的
に

行
ふ

例
」

と

み

る

な

ど
、

「

遺
骨
の

移
動
」

と

い

う

問
題
に

も

大

き

な
関

心
を

二

小

し

て

い

た
。

そ
し
て

、

「

最

初
は

現
実
に

骨
を

移
し

か

つ

こ

れ

を

管
理
し
な
け

れ
ば、

子
孫
は

祖
先
と

交
通
す

る

こ

と

が

で

き

ず、

従
っ

て

家
の

名
を

継
承
す
る

資
格
が

な
い

も

の

と

考
え
て

い

た

の

で

は

あ

る
ま
い

か
。

姓
を
カ

バ

ネ
と

い

い
、

カ

バ

ネ

が

骨
と

い

う
語
と

関
係
が

あ

る
ら
し

い

か

ら、

私
は

か

り
に

そ

う
想
像
す
る

」

と

も
述
べ

て

お

り、

葬

送
を
め

ぐ
る

死
者
の

遺

骨
と

霊

魂
の

両
者
に

対
し

て

と

も
に

高
い

関
心
を

抱
い

て

い

た

の

は
明
ら
か

で

あ
る

。

柳
田

は

死
者
の

遺

骸
と

霊
魂
と

い

う

両

者
に

対
す
る
意
識
と

行
為
の

変
遷
史
を

民
俗
の

伝
承
の

中
に

探
ろ

う
と

し

て

い

た

の

で

あ
る

。

こ

の

よ
う

な

柳
田

へ

の

誤
読
を
め

ぐ
る

問
題
は

、

こ

の

本
の

著
者
だ

け

の

問
題
で

は

な
く

、

最
近、

民
俗

学
の

世
界
で

も

い

わ

ゆ
る

福
田
・

岩
本
論
争
と
し
て

注
目
さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ
る

（

岩

本
通

弥
「

戦
後
民
俗

学
の

認

識
論
的
変

質
と

基
層
文

化
論
」

『

国
立

歴
史

民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』

第

＝
二

二

集、

二

〇
〇
六

年）
。

柳
田

國

男
の

（705）417

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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文
章
の

読

解
に

お

い

て

は

原

典
確
認
に

よ

る

文
脈
確
認
が

肝
要
な

の

で

あ

り

細
心
の

注
意
が

必
要
で

あ
る

。

　

ま

た、

先
行
研

究
の

見

落
と

し
の
一

例
を
あ

げ

る
な

ら

ば、

著

者

は

「

遺
骸
を

放

置
し

て

顧

み
な
か

っ

た

古
代
の

人
々
」

と

か
、

「

平
安

時
代

半
ば

ぐ
ら

い

ま
で

は、

天

皇
家
や

貴
族
・

高
僧
な

ど

ご

く
限
ら
れ

た
］

部

の

人
々

を

除
い

て、

墓

が

営
ま

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た
」

2
八

頁）
、

「

遺

骨
に

対
し

て

ま
っ

た

く
関
心
を

払
う
こ

と

が
な

く、

遺

骸
を

放
置
し

て

顧
み

な
か

っ

た

古
代
の

人
々
」

（
一

九

頁）

な
ど
と

述
べ

て

い

る

点
で

あ
る

。

そ

れ
は

あ
く
ま

で

も

九

世
紀

後
半
か

ら

十
世
紀
に

か

け
て

の

古
代

国
家
の

転
換
期
を
経
て

平

安
貴
族
の

触
穢
思
想
が

歴
史
的
に

形
成
さ

れ

て

き
た

当
時
の

状
況
に

限
っ

て

の

こ

と

で

あ
り
、

「

古
代
の

人
々
」

の

葬
制

墓
制
を
そ
の

よ

う

に
一

ま
と

め

に

決
め

つ

け
る

の

は

学
史
的
に

問
題
が

あ

ろ

う
。

古
代
と

い

え

ば

長
い

時
代
で

あ

り
大
き
な
変
遷
も
あ

り
考
古
学
の

知
見
も
重
要
で

あ
る

。

葬
制
墓
制
の

歴
史
か

ら
い

え
ぱ、

古
墳
時
代
だ

け

で

な

く
、

縄
文、

弥
生

時
代
の

葬
墓

制
研
究
の

知
見
も

拡
大
し

て

き

て

い

る

（
本
書
刊
行
と

同
年
に

設
楽
博
巳
『
弥
生

再
葬
墓
と

社
会
」

塙
書
房

、

二

〇

〇
八

年、

山
田
康

弘
『

人
骨
出
土

例
に

み

る

縄
文
の

墓

制
と

社
会
』

同
成
社、

二

〇
〇
八

年
な
ど

が

続
々

と

刊
行
さ

れ
て

い

る）
。

ま

た、

文

献
史

料
の

上
か

ら

も
八

世
紀
か

ら
九
世

紀
中
葉
頃
ま

で

は

各
地
の

有
力
層

の

間
で

は

墳
菓
の

側
に

蘆
を

結
ん

で

守
り
亡
霊
を

追
憶
す

る

風
が
根

強
く

み

ら

れ

た
こ

と

を

示
す
記

事
が

六

国
史
に

は

散
見
さ

れ

る
。

八

世
紀
に

実

践
さ

れ

て

い

た

「

山
陵
監

護
」

や

「

陵
墓
祭
祀
」

が

九

世
紀
前
半
に

次

第

に

闕
怠
が
み

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

き

た

巾
で

も
「

墓
側

結
蘆
」

な

ど
の

習
俗
が

各
地
で

し
ば
ら

く
は

継
続
し

て

い

た

こ

と

は

す
で

に

指
摘
さ

れ
て

お

り
、

階
層

差
を
も

含
め
て

複
雑
な

墓

制
の

変
遷
史
が
存

在
し
て

い

た
。

そ

の

他、

七

世
紀
以

降
の

殯
な

ど

旧
俗
の

廃
絶、

縄
文
以
来
の

火
葬
の

変

遷
史、

七

世
紀
か

ら

八

世
紀
の

墓

碑
の

流
行、

仏
教
の

葬
送
関
与
の

上

で

の

八
世
紀
と

十
世

紀
の

大
き

な

相
違、

等
々
、

古
代
か

ら

中
匿
へ

の

葬
送

墓
制
の

大
き

な
変
遷
に

つ

い

て

の

通
史
的
整
理
は
す
で

に

試
み

ら

れ

て

お

り

（
新
谷

尚
紀
『

生
と

死
の

民

俗
史
』

木
耳
社、

一

九
八

六

年
、

『

日

本

人
の

葬
儀
』

紀
伊

國
屋
書
店、

一

九
九
一

年）
、

そ

れ

ら
を

参
照
し
た

上

で

の

時

系
列
的

な
整

理
が

必

要
で

は

な
か

っ

た

か
。

そ

れ
に

も
と

つ

く

九、

十
世
紀
の

変
化
か

ら
十
一
、

十
二

世
紀
の

変
化
へ

と

論
を
進
め

た
方

が

よ
り

説
得
力
が

あ
っ

た
の

で

は

な

い

か

と

思
う

。

　

こ

の

よ

う
な

問
題
点
も
指
摘
さ

れ
る
の

で

は

あ
る

が
、

も
ち

ろ

ん

冒
頭

に

も
述
べ

た
よ

う
に
、

本
書
が

貴
重
な

知
見
を

提
供
し
て

い

る

も
の

で

あ

る

こ

と

に

ま
ち

が
い

は

な

い
。

そ

れ

は、

第
三

章
以
降
で

と

く
に

顕
著
で

あ
る

。

第
二

章
「

納
骨
す
る

人
々
」

で

は、

十
二

世
紀
つ

ま

り
平
安

後
期

の

院
政
期
か

ら
鎌

倉
時
代
に

か

け

て、

聖
人
の

廟
所
を

中
心
に

霊
場
と

い

う

信
仰
の

場
が

形

成
さ

れ、

そ

こ

に

遺
骨
を
納
め

る
こ

と

に

よ

っ

て

故
人

の

救
済
が

実
現
す

る
と

い

う

信

仰
が

広
が
っ

て

い

っ

た

こ

と

を
指

摘
す

る
。

霊

場
へ

の

遺
骨
納
入
の

風
習
に

関
す
る

早
い

例
は

高
野

山
へ

の

納
骨

で

あ
っ

た
。

『

兵

範
記
』

仁
平一．一

年
（

一
一

五

三
）

十
二

月
八

日
条
の

覚．

法

法
親
王

の

遺
骨
の

納

骨
の

例
や
『

山
槐
記
』

永．
暦
元

年

2
一

六

〇）

十
二

月
六

日

条
の

美
福

門
院
の

例
な

ど

が

知
ら

れ

て

い

る
。

　

で

は

な

ぜ

十
二

世
紀
だ

っ

た

の

か
。

そ

れ

に

つ

い

て

著
者
は

以
下
の

よ

う
に

述
べ

る
。

ま

ず
、

占
代
か

ら

中
世
に

向
け

て

の

世
界
観
の

も
っ

と

も

顕
著
な
変
容
は、

こ

の

世
と

隔
絶
し

た

彼
岸
世
界
の

拡
大
で

あ
っ

た
。

こ

の

匿
の

浄
土
た

る
霊

場
、

霊
地
の

形
成
で

あ
る

。

こ

の

世
は

仮
の

宿
り

に

過
ぎ
な
い
、

来
世
の

浄
十
こ

そ

が

真
実
の

世
界
で

あ
り
、

現
世
の

生

活
は

418（706）
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書評 と紹介

す
べ

て

浄
土

へ

の

往
生
の

た

め

に

振
り
向
け

ら

れ

ね

ば
な

ら

な
い
、

そ

う

し
た

浄
土

信
仰
が

十

世
紀
の

源
信
『

往
生

要
集
』

の

こ

ろ

か

ら
流

行
し
は

じ
め

十
二

世
紀
の

院
政
期
に

い

た
っ

て
】

段
と

高
揚
し

た
。

そ
の

よ

う
な

理

想
世
界
と

し

て

の

他
界

浄
土

を
代
表
す
る

の

が

阿
弥
陀
仏
の

い

る

西
方

極

楽
浄
土
と

考
え
ら

れ
た

。

そ

こ

で
、

臨
終
の

瞬
間
こ

そ

が

往
生
の

あ
り

方
を

決
定
す

る

最
も
重．
要
な

時
と

考
え
ら
れ、

い

か

に

す

れ

ば

浄
土

往
生

を

実
現
で

き

る

か
、

そ

れ

は

「

垂

迹
」

と

の

結
縁
に

よ

る

と

考
え

ら

れ

た
。

た

と

え
ば、

「

善
光
寺

縁
起
』

や

「

粉
河

寺
縁
起
』

で

は
「

生

身
如

来
」

が
本
地
と

直
結
す
る

存

在
で

あ

り、

そ

の

垂
迹
の

所
在
地
は

聖
な
る

彼
岸
世
界
へ

の

通
路
と

み

な
さ
れ

、

そ

の

場
へ

の

参
詣
が

極
楽
往
生
に

通

ず
る

も
の

で

あ
る

と

さ
れ
た

。

そ

の

よ

う
な

霊
地、

聖
な

る

地
を

実
際
に

自
分
の

足
で

踏
む

こ

と

の

重
要

性
が

十
二

世
紀
頃
か

ら
さ

か

ん

に

宣
伝
さ

れ
、

諸
寺
社
は

極
楽
往
生

を
願
う
民

衆
の

心

を
ひ

き
つ

け

て

い

っ

た

と

い

う
の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ
う
な
需

場
の

形
成
に

続
い

て

起
こ

っ

た

の

が、

十．
一

世
紀
中
葉

か

ら

畿
内
を

中
心
と

し

た

そ
の

霊
場
へ

の

納
骨
と

い

う
風

習
で

あ
っ

た。

そ

の

背
景
に

は
、

か

つ

て

の

律
令
国

家
体
制
の

解
体
の

な
か

で、

国
家
の

庇
護
の

も
と

か

ら
は

じ
き

出
さ

れ

た

官
寺
な
ど

伝
統
寺
院
が

自
力
で

生

き

延
び
て

い

く
た

め
に

そ

の

納
骨
信
仰
を
通
じ
て

多
く
の

人
々

の

参

詣
を

求

め

る

動
き

が

あ
っ

た
。

そ

こ

に

は

寺

院
側
の

経
済
的
か

つ

宗
教
的
な

戦
略

が
あ
っ

た

と

い

う
。

そ

う
し

て、

高
野
山
や
法

隆
寺
な

ど

の
霊
場
へ

の

遺

骨

納
入
の

風
習
が

本
格
化
し

普
及
し

て

き
た
一

方
で

、

も
う
一

つ

注
目
さ

れ
る

納
骨
の

場
が

経
塚
で

あ
っ

た
。

経
塚
と
は

法

華
経
な
ど

の

経

典
を

経

筒
に

入
れ
て

地
中
に

埋
納
し

そ

の

上

に

塚
を
築
い

た

も

の

で

あ
る

。

末
法

の

世
に

至
っ

た

と

考
え

ら

れ

た
当

時
、

釈
迦
入
滅

後
五

十
六

億
七
千
万

年

後
に

現
れ
て

衆
生
を

済
度
す
る

と

い

う
弥
勒
菩
薩
の

出
現
を

待
つ

ま
で

の

気
の

遠
く
な
る

よ

う
な

長
い

期
間、

貴
重
な

経
典
の

消
滅
を

防
ぐ

た
め

に

行
わ

れ
た

の

が
埋

経
と

い

う

信
仰
的
行
為
で

あ
っ

た
。

そ

の

よ

う

な

経
典

と

い

う
「

法
身
の

舎
利
」

を

納
め

る
経
塚
が
、

仏
舎
利
と

い

う

「

生
身
の

舎
利
」

を

祀
る
廟
堂
と

同
様
の

霊

地
と

み

な

さ

れ

て、

そ

れ
へ

の

結
縁
の

た
め

さ
か

ん

に

納
骨
が

行
わ

れ
る

場
と

な
っ

て

い

っ

た

と

い

う
の

で

あ

る
。

　

第
四

章
｝，
拡
散
す
る

霊
場
」

で

は
、

鎌
倉
時
代
か

ら
室

町
時
代
に

か

け

て、

東
日

本
を

中
心
に

造

立
さ

れ
た

膨
大
な

数
の

板
碑
に

注
目
し

て

い

る
。

学
術
的
な

板
碑
研
究
の

開
拓

者
で

あ
っ

た

千
々

和
到
氏
の

成
果
を

引

用
し
な

が
ら、

と

く
に

東
北
地
方
の

板
碑
に

注
日
し

て、

板
碑
も

ま

た

彼

岸
の

仏
の

垂

迹
に

ほ

か

な
ら

な
い

と

の

視
点
か

ら、

そ

れ
に

対
す
る

結
縁

の

た
め

の

納
骨
信
仰
が

展
開
し

た
こ

と
、

そ
し
て

そ

の

背
景
と

し

て

覊

場

信
仰
の

地

方
へ

の

拡
散
を
指
摘
す
る

。

十
二

世
紀
以
降、

官
寺
と

し

て

の

古
代
寺
院
か

ら
の

脱
皮
を
目
指
し
た
畿

内
の

諸
寺
院
が

地
方
に

も

積
極
的

に

教
線
の

拡
大
を
は

か

り
、

廃
れ
て

い

た

地
方
寺
院
の

再
興
と

末
寺
化
を

試
み

、

そ

の

運
動
の

中
心

的
な

役
割
を
果
た
し

た
の

が

聖
と

呼
ば
れ
る
行

者
た

ち

で

あ
っ

た
と

い

う
。

東
北
地
方
の

場
合
に

は

天
台
宗
が
大
き
く
そ

の

勢
力
を
ひ

ろ

げ
て

慈

覚
大

師
の

開
基
な

い

し

は

中
興
の

伝
説
を
も
つ

岩

手
県
の

黒
石
寺
や
山
形

県
の

立

石
寺
や
宮
城
県
の

松
島
寺
や

東
光
寺
な
ど

の

再
興
や

創
建
が

実
現
し
て

い

っ

た。

そ

こ

で

は

当
時
最
新
の

ス

タ

イ
ル

で

あ
っ

た
、

本
堂
−

奥
の

院、

の

霊
場
形
式
の

伽
藍

配
置
が

整
備
さ

れ

て

一

大
霊

場
が

形
成
さ

れ、

そ
こ

が

板
碑
の

造
立
や

納

骨
信
仰
の

流
行
の

拠

点
と

な
っ

た

と

い

う
。

一

方、

畿
内
で

は

士．一
世
紀
末
に

な
る

と

惣
墓
な

ど

と
呼
ば
れ

る

大
規
模
集
団
墓
地
が

形
成
さ

れ
る

が
、

そ
の

中
心
に

は

多

（707）419
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く
惣
供

養
塔
と

し

て

の

巨
大
な
五

輪
塔
が

建
立
さ

れ
た

。

そ

れ
ら

の

惣
供

養
塔
に

も

結
縁
の

た

め

の

納
骨
が

な
さ

れ

て

い

た

例
が

少
な

く
な

く、

東

国
に

お

け
る

大
量
の

板
碑
の

建
立
と、

畿
内
に

お

け
る

惣

墓
の

形

成
や

惣

供
養
塔
の

造
立
は

、

『

本
各
地
に

新
た

な

共
同
墓
地
と

ミ
ニ

霊
場
つ

ま

り

来
世
へ

の

回

路
が

数
多
く
形
成
さ

れ
て

い

っ

た

現
象
と

呼

応
す
る

も
の

と

し

て

把
握
で

き

る

と

し

て
、

列
島
各
地
へ

の

納
骨
信
仰
の

広
が
り

を

指
摘

す

る
。

そ

し

て
、

関
東
や

東
北
の

各
地
の

板
碑
の

事
例
踏
査
を

も

と

に
、

「

板
碑
建
立
が

全
盛

期
を

迎
え
る

時

代
は、

］

般
常
識
と

し

て

は

法
然
流

の

念
仏
が

全
国
を
席
巻
し
た

時
代
と

み

な
さ

れ

て

い

る
。

し
か

し
、

東
日

本
に

関
し
て

い

え
ば、

浄
十

信
仰
の

主
流
は

称

名
念
仏
で

は

な
く、

板
碑

を

建
立
し
、

結
縁
の

た

め

に

そ

こ

に

参
詣
し

納
骨
す
る

と

い

う
形

態
だ

っ

た
」

と

主

張
す
る

。

浄
上

信
仰
と

板
碑
と

納
骨

習
俗
と

を

関
連
づ

け

る

著

者
の

こ

の

よ

う
な

見
解
は

大
方
の

賛
同
を
得
ら

れ

る

も
の

と

思
わ
れ

る
。

　

第
五

章
「

打
ち

割
ら
れ
た

板
碑
」

で

は
、

十
三

世
紀

前
半
に

現
れ

て

ま

た

た

く
ま
に

東
凵
本
で

爆

発
的
に

流
行
し

た

板

碑
が、

十
四

世
紀

中
葉
を

ピ

ー

ク
と

し
て

や

が

て

そ

の

建
立
が

激
減
し

ま

も
な
く

消
滅
し

て

し
ま
う

そ

の

歴
史
に

つ

い

て

の

追
跡
を

試
み

る
。

宮
城
県
下
で

の

無
残
に

打
ち

割

ら

れ
た

り
海
中
に

投
棄
さ

れ
た
り

建
築

資
材
へ

と

転
用
さ

れ

て

い

る

板
碑

の

数
々

を
紹
介
し
な
が

ら
、

板
碑
の

宗
教
的
意
義
の

喪
失
に

つ

い

て

の

考

察
を

進
め
、

供

養
塔
か

ら

墓
石
へ

と

い

う
中

世
か

ら

近
世
へ

の

大
き

な
転

換
を

指
摘
す
る

。

畿
内
に

お

け

る

死

者
の

名
を

刻
ん

だ

小
型
五

輪
塔
の

出

現、

東
国
に

お

け
る

板
碑
の

衰
退
の

な
か

で

被
供
養
者
の

個
人

名
を

刻
ん

だ
板

碑
の

増
加、

な
ど

に

つ

い

て

の

先
行
研
究
を

紹
介
し
な
が
ら

「

お

お

よ
そ
一

五
・
一

六

世

紀
を

転
換
期
と

し

て
、

死
者
の

た

め

に

建
立
さ

れ

る

石
塔
は、

不
特
定
多
数
の

霊
魂
救

済
を

目
的
と

し
た

供
養
塔
か

ら、

特
定

の

人
物
の

遺
骸
な

い

し

遺
骨
に

個
別
に

対
応
す
る

墓
標
へ

と、

し

だ

い

に

そ
の

性
格
を
転

換
さ

せ

て

い

る
」

と

述
べ

る
。

そ
し

て
、

占
代
以

来
の

遺

体
や

遺
骨
へ

の

無
関
心
の

背
後
に

は、

救
済
が

実
現
し

た

霊
魂
は

も

は

や

遺
骸
や

骨
に

は

留
ま
ら

な

い

と

い

う
世
界

観
が

存
在
し

た

が、

そ
れ

に

対

し

て

「

そ
の

名
を

刻
ん

だ

墓

石
や

五

輪

塔
を

建
立

す
る

と

い

う

行
為
に

は
、

そ

れ

以
前
と

は

明
ら
か

に

異
な
る、

遺
体
・

遣

骨
そ
の

も
の

に

向
け

ら

れ

た

永
続
的
な
強
い

関
心
と、

墓
標
を
通
じ

て

死
者
を

記
憶
に

留
め

よ

う
と

す

る

新
し

い

指
向

性
を

看

守
す

る

こ

と

が
で

き

る
」

と

述
べ
、

十

五、

十
六

世
紀
に

納

骨
信
仰
と

板
碑
が

終
焉
し

た

こ

と

の

背
景
と

し
て
、

供
養
塔
の

時
代
か

ら

墓
標
の

時
代
へ

と
、

死
を

め

ぐ
る

観
念
の

決

定
的
な

転
換
が

お

こ

っ

た

の

だ
と

主
張
す
る

。

中
世
前
期
で

は

彼
岸
世
界
こ

そ
が

真
実
の

世
界
で

あ

り
、

こ

の

世
は

そ
の

世
界
に

到
達
す

る

ま

で

の

仮
の

世

に

す
ぎ
な
か

っ

た

の

が
、

中
世
後
期
を
転
換
期
と

し

て
、

人
々

に

と

っ

て

は
現
実

世
界
こ

そ

が

リ

ア
ル

な

実
体
と

考
え

る

よ

う
に

な
っ

た

と

い

う
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

見
解
に

対
し

て

は
、

た

し

か

に

了
解
で

き

る
。

た

だ

ご

言
コ

メ

ン

ト

を

寄
せ

る

な

ら

ば、

現
実
的
に

全
国
各
地
に

近

世
以

降

も
大
量

の

三

界
万
霊

供
養
塔
を

は

じ

め

と

す

る

各
種
の

供
養
塔
の

類
の

建

立
が

継
続
し
て

お

り、

単
純
に

供
養
塔
か

ら

墓

標
へ

と

い

う
変
化
が

中
世

後
期
に

起
こ

っ

た

と

い

う
把

握
の

仕
方
に

は

留
保
を
つ

け
ざ

る

を

得
ま

い
。

中
世
後
期
の

供

養
塔
の

出

現
は

そ

れ
に

続
く
個
人
墓

標
へ

の

先
駆
的

な
も

の

で

あ

り
、

両
者
は

前
後
し
て

起
こ

っ

て

き

た

現
象
で

あ
っ

て

相
補

的
に

併
走
し

て

き

て

い

る

と

い

う
の

が
現
実
的
な
理

解
で

は

な
い

か
。

墓

石
を
め

ぐ
る

研
究
も

近
年
活

発
化
し

て

お

り

（
『

国
立

歴
史
民
俗

博
物
館

研
究
報
告
』

第
一
一
一

集、

二

〇
〇
四

年
な

ど
）
、

供
養
塔
と

墓
標
の

問

題
も
今
後

精
密
さ

を

増
し
て

い

く
こ

と

と

思

わ

れ

る
。
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ま

た
、

中

世
か

ら
近

世
へ

向
け
て

の

変

化
に

つ

い

て

は、

「

縮
小
す
る

他
界
」

と

い

う

視
点
か

ら

「

他

界
浄
土
の

リ
ア
リ
テ

ィ

の

衰
退
」

を

指
摘

し

て、

世
俗
の

生
活
と

人
倫
を
重
ん

じ

る

儒
学
の

本
格
的
な

受
容
に

よ
っ

て
、

そ
の

傾
向
が

ま

す
ま

す
強
く

な
っ

て

い

っ

た
と

述
べ

る
。

そ

し
て、

近
世

後
期
に

は

本
居
宣

長
を
は
じ
め

と

す
る
国
学
者
た

ち

が

垂

加
神
道
の

影
響
を

受
け

つ

つ

新
た

な

他
界

観
を

形
成
し
、

幕
末
の

平
田

篤
胤
に

よ

っ

て
、

死

者
の

亡

魂
が

向
か

う
先
で

あ
る

「

幽
冥
」

界

（

か

く
り
よ
）

は

ど

こ

か

遠
い

場

所
で

は

な

く
、

生
者
の

住
む

こ

の

世
界
11

「

顕
世
」

（
う
つ

し

よ
）

の

内
部
に

存
在
す

る

も
の

で

あ
る

と

す
る

現
世

中
心
卞

義
の

発
想
に

よ

る
世

界
観
が

語
ら
れ

て

い

っ

た
と

指
摘
す
る
。

そ
し

て
、

死
者
が

身
近

に

留
ま

り

や

が

て

は

祖
神
と

な

る

と

い

う

考
え

方
に

つ

い

て
、

そ

れ

は

柳

田

國
男
の

祖
霊
観
に

接
近

す
る

も
の

と

な
っ

て

お

り、

む

し

ろ

柳
田

の

祖

霊

観
は

そ

う
し
た
国

学
の

流
れ
を
前

提
と

し

た

も

の

で

あ
っ

た
と

位
置
づ

け
て

い

る
。

ま

た、

近

世
に

お

け
る

霊
場
の

変
質
に

つ

い

て
、

中

世
後
期

に

お

い

て

顕
著
で

あ
っ

た

遠
い

他
界
の

観
念
の

そ

の

後
の

近
世
に

お

け

る

縮

小
化
に

と

も

な
い
、

各
地
の

霊
場
の

性
格
も

中
世
的
な

浄
土
信

仰
の

拠

点
か

ら
近

世
的
な

現
世
利
益
の

祈
濤
寺
へ

と

変

質
し
て

い

っ

た

と

指
摘
す

る
。

　
そ

の

他
に

も
、

多
く
の

興
味
深
い

問
題
点
が

提
示
さ

れ

つ

つ

解
読
さ
れ

て

い

く
本

書
で

あ
る

が
、

い

ざ

読
ん

で

み

る

と

エ

ッ

セ

イ

風
の

文
章
と

学

術
的
な
文

章
と
が

混
在
し

て

い

て、

読
み

や

す
く
も
あ
り

同
時
に

読
み

に

く
く
も
あ
っ

た
。

時
系
列
的
な
理

解
を

求
め

て

と

ま
ど
う
こ

と

も

多
か

っ

た
。

も
ち
ろ

ん

刺
激
的
な
一

書
で

あ
る

こ

と

は

確
か

で

あ
り

広
く

推
薦
し

た

い

一

書
で

あ
る

。

西
海

賢
二

著

「

武
州
御
嶽
山
信
仰
』

（
山
岳
信
仰
と

地
域

社
会
一

上
）

　
　

　
岩
田
書
院
　
二

〇
〇
八

年
五

月
刊

A5

判
　
三

七

五

頁

　
七
九
〇
〇
円
＋

税

山

　
凵

　
正

　
博

　

著
者
は

言
わ
ず
と

知
れ

た

山

岳
信
仰

研
究
の

分
野
に

お

け
る

中
心

的
な

研
究
者
で

あ
り、

本
書
の

主

題
で

あ
る

武
州

御
嶽
山
以
外
に

も
四

国
の

石

鎚
山
や

関
東
甲
信
地

方
の

大
山
・

富
士
山
な
ど
主
要
な

霊

山
の

信
仰、

さ

ら

に

は

遊

行
宗

教
者
な
ど

に

関
す
る

優
れ

た

著
作
を

多
数
上

梓
し
て

い

る
。

著
者
は

平
成
十
七

年
に

國
學
院
大
學
へ

提
出
し

た

博
士
論
文
『

近
世

山
岳

信
仰
の

地
域
的
展

開

−
武
州
御
嶽
山
・

伊
予

石
鎚

山
を
中
心
に

し

て
』

に

よ

っ

て

博
十
（
民
俗

学
）

の

学
位
を
授
与
さ

れ

て

お

り、

本
書
は

武
州

御
嶽
山
の

部
分
を
ま
と

め

た

も
の

で

あ
る
。

筆
者
に

は

旧
著
『

武
州

御
嶽
山
信

仰
史
の

研
究
』

（

名
著

出
版、

｝

九
八
＝ ．

年
。

以

下、

旧

著）

が
あ
る

が、

本
書
は

そ

れ
に

大

幅
に

加
筆
し

た

も

の

で

あ
る

。

な

お
、

石

鎚

山
に

関
し
て

は

『

石
鎚

山
と

瀬
戸

内
の

宗
教
文
化
』

（

岩
旧

書
院

、

一

九
九
七

年）

と

重

複
が

多
い

の

で

収
録
を
見

合
わ

せ

た

と

の

こ

と

で

あ

る
。

　
近
年
の

山
醤
信
仰
研
究
で

は

近

世
の

霊

山
や

里
山
伏
の

実
態
把
握
が

飛

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

丁）

躍
的
に

高
ま

っ

て

い

る

研
究
状
況
の

進

展
が

あ
る

。

本
書
の

よ

う
な

個
々

の

霊
山
へ

の

詳
細
な

研
究
が

再
び
刊
行
さ

れ

る

こ

と

は
、

新
た

な

研
究
の

（709）421
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