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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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展

開
を

招
来
す
る
起
爆

剤
と

も
な

る

だ
ろ
う

。

一

　
構
成
と

内
容

本
書
は

次
の

よ

う

な

構
成
と
な
っ

て

い

る
。

序
章

　
近
世

山
岳
信
仰
と

地
域
社
会

　
　
　
　
−

研
究
史
の

回
顧
と

展
望
を
か

ね

て

ー

　
→
　

山
岳

信
仰
研
究
の

在
り
方
／
二

　
一

九

八
〇

年
代
以
降
の

研
究
史

第
一

章
　
中

世
社
会
と

御
嶽
山

　
一
　

御
師
の

発
生

／
二

　
講
集
団
の

萌
芽
ー
多
摩
を

中
心
に

し

て

1

第
二

章
　
近
世
御
嶽

山
の

祠
職
制

　
一

　

幕
藩
体
制

確

立

期
の

御
嶽
山
／
二

　
神・
下
・

社
僧
・

御
師
／
三

　
御
師
団
と

講
の

展

開
／
四

　
武
州
御
嶽
信
仰
の

普
及
伝

播

第
三

章
　
武
州
御
嶽
山
の

経
済
構
造

　
一

　

蔵
王

権
現
社
の

経
済
基

盤
／
二

　

御
師
の

経
済
と

講
集
団

第
四
章
　
御
嶽

山
の

祭
礼
諸
役

　
一
　

日
の

出

祭
／
二

　

祭
り
を
め

ぐ

る

御
嶽
山

第
五

章
　
武
州

御
嶽
講
の

組
織
と

機

能

　
】
　

武
蔵
に

お

け
る

御
嶽
講
／
二

　

稲
荷

信
仰
と

狐
憑
き

／
三

　
相
模

　
に

お

け

る

養
蚕
業
の

展
開
と

御
嶽

講
／
四

　
丹

沢
山
麓
の

武
州

御
嶽

　
講
／
五

　
小
田
原

市
新
屋
の

武
州
御
嶽
講

／
六

　
平
塚
市
四

之

宮
の

武

　
州

御
嶽
講
／
七
　
下
総
に

お

け

る

御
嶽
講
の

展
開

第
六

章

代
参
習

俗
と

講

　
一
　

代
参
講
に

つ

い

て

／
二

　

太
々

講
と

太
々

神
楽
奉
納
／
三

　
寄
せ

　
講
と

ヒ

ラ

マ

イ
リ
／
四

　
御
師
と

宿
坊

第
七

章
　
多
摩
地
方
の

経
済
構
造
と

御
嶽
講

　
一
　

御

嶽
道
の

住
民
と
御
嶽
講
／
二

　
御
嶽
山
麓
の

経
済
生
活
と

御
嶽

　
講

第
八

章

　
農
民

決
起
と

講
集
団

　
一
　

武
州
→

揆
と

御
嶽
講
／
二

　
御
師
の

存
在
と
一

揆

第
九

章
　
幕
末

維
新
後
の

御
嶽
山

　
一
　

御
嶽
山
の

社
会
組
織
／
二

　

御
師
と
民
宿
経
営
／
三

　
御
嶽
神
社

　
の

運
営
状
況

終
章
　
山
岳
信
仰
と

地
域
霊

場

　
以

下
、

各
章
の

概

要
を
示

す
。

　
序

章
で

は

ま

ず
講
に

関
す

る

歴
史
学
・

民
俗
学
の

研
究

史
を
概
略
し、

櫻
井

徳
太
郎
や
宮
田
登
の

業
績
を
評
価
し

て

い

る
。

だ

が、

や

や

唐
突
な

形
で

記
述
の

ト

ー

ン

が

変
化
す
る。

そ

れ

は

研
究
と

実
践
の

ジ
レ

ン

マ

と

し

て

私
的
な

体
験
を

基
に

し

た

記
述
の

部

分
で

あ

る

（

九

1
一

二

頁）
。

例
と

し

て

筆
者
が

参
与
観
察
を

行
っ

て

い

る

際
の

老
人
の

切
実
な

祈
り
や

対
照
的
な
NHK

ク

ル

ー
の

横
暴
さ

を

あ
げ、

研
究
対
象
と

し
て

冷
静
で

い

る

こ

と

へ

の

迷
い

が

語
ら

れ

て

い

る
。

再
び
研
究
史
に

戻
り
近

世
に

お

け

る

山
岳
信
仰
の

地

域
的
展
開
に

関
す
る

書
籍
五

冊
と

シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

の

報
告
を

書
評
形
式
で

紹
介
し

て

い

る
。

　
第
一

章
で

は

中

世
に

お

け

る

御
嶽
山
信
仰
に

本
山
派
山
伏
が

寄

与
し
た

こ

と
が

指
摘
さ

れ
、

受

容
さ

れ

る

側
の

民
衆
に

は

弥
勒
下
生
へ

の

信
仰
が

南
北
朝

期
頃
か

ら

関

東
に
一

般
に

見
ら
れ

た

こ

と

を

板
碑
の

存
在
か

ら
浮

か

び
上
が
ら
せ

、

そ

れ
が

武
州
御
嶽
山
信
仰
に

も

当
て

は

ま
り、

こ

れ
を

背
景
と

し
て

山
伏
や

御
師
が
御
嶽
山
信
仰
を

広
め

た

と

す
る。

ま

た
、

中

422〔710）
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世
に

発
生
し

中
世
末
期
に

衰
退
す
る
板

碑
（

石

製
塔
婆
の
一

種
）

に

着
目

し、

そ

の

あ
り
方
か

ら

中
世
村
落
内

部
の

農
民
の

結
集
を

見
出
し、

い

く

つ

か

の

画
期
を

提
示
し
て

い

る
。

こ

う
し
た

過

程
に

宗
教

者
の

活

動
の

影

響
や

民
間
信
仰
の

浸
透
の

影
を

見
出
す
の

で

あ
る

。

　

第．
一

章
は

近
世
御
嶽

山
の

組
織
に

関
す
る

考
察
で

あ

る
。

近

世
御
嶽
山

は

神
主
・

社
僧
・

御

師
か

ら

成
っ

て

い

た
。

近

世
を

通
じ

た

御
師
の

台
頭

や

社
僧
世
尊
寺
の

廃
絶
な
ど

に

よ
っ

て
、

御
師
が

御
嶽
山
の

中
心

的
存
在

に

な
っ

て

い

く

過
程
が

示
さ

れ

て

い

る
。

ま

た、

山
上

（

山
内）

と

山
下

（
山

麓）

の

御
師
の

質
的

相
違
や

講
中
の

分
布

状
況
と

性
質
の

差

異
も

指

摘
さ

れ
て

い

る
。

　

第
三

章
で

は

御
嶽
権
現

社
の

収
入
源
お

よ

び

御
師
と

講
中
と

の

関
係
が

論
じ

ら
れ

て

い

る
。

権
現

社
の

収
入
は

祭
礼
の

散
銭
に

よ

っ

て

賄
わ

れ
た

が
、

そ
れ

だ
け

で

は

財
政
が
逼

迫
し
、

出
開
帳
や

勧
化
が

度
々

行
わ

れ
て

い

た

こ

と

が

指
摘
さ

れ
て

い

る
。

こ

う
し

た

な
か

で

農
村
社
会
で

の

新

規

開
拓
が

頭
打
ち
と

な

る
中
で、

御
師
た

ち

が

江

戸
町
人
と

の

関
係
を
深
め

幕
末
に

は
町
人
た
ち

の

財
政
某
盤
へ

の

寄
与
が

大
き
く
な
っ

た

こ

と

を

指

摘
し
て

い

る
。

御
師
個
人
の

収
入
と

し

て

は

講
中
に

よ
る

太
々

神
楽
奉
納

が

重

要
な
位
置
を

占
め

て

い

た
と

い

う
。

　

第
四
章
で

は

御
嶽
山
の

諸
祭
礼、

特
に

日

の

出
祭
を

中
心
と

し

て

紹
介

し
、

元
旦
祭
・

太

占
祭
・

山
開
き

国
宝

祭
に

つ

い

て

も

略
述
し

て

い

る
。

　

第
五

章
は

各
地
の

講
中
の

事

例
紹
介
で

あ
る

。

武
蔵
の

講
中
を

紹
介
す

る

中
で

民
衆
が

御

嶽
山
に

豊
作
祈
願
や
雨
乞
い

な
ど

の

信
仰
を
寄
せ

て

い

た
こ

と

が

示
さ

れ
る

。

ま

た、

講
の

結
成
に

御
嶽
御
師
に

よ
る

狐

落
し

を

発

端
と

す
る
伝
承
を

有
す

る

も

の

が

あ
る

こ

と

か

ら
、

近
世

史
料
に

見
ら

れ

る

狐
憑
き
の

事

例
（

御
嶽
山
と

は

無
関
係）

を

参
照
し
な
が
ら、

こ

う

し

た

憑
物
現
象
が

頻

繁
に

あ

り
、

御
嶽

御
師
が

憑
物
落
し

に

深
く

関
与
し

た
と

指
摘
し

て

い

る
。

さ

ら
に

そ

の

狐
憑
き

が

多
く

見
ら
れ

る

地
域
で

は

養
蚕

業
の

展
開
が

見
ら
れ
る

こ

と

か

ら
、

養
蚕
業
と

御
嶽

講
の

関
係
を
考

察
す
る

。

　
第
六

章
で

は

代
参

習
俗
に

関
す
る
考
察
が

展
開
さ

れ

る
。

代
参
講
と

は

講
中
か

ら

数
名
の

代
表

者
を

選
ん

で

参
詣
す
る

形
態
で

あ
る

が
、

講

員
全

て

が

代
参
を

終
了
す
る

と
講

員
全
員
で

御
嶽
山
に

参
詣
し
太
々

神
楽
を
奉

納
す
る

と

こ

ろ

が

多
い

。

こ

れ

は

御
師
に

と

っ

て

も

重
要
な
収
入
源
で

も

あ
り、

同
時
に

御
師
の

ス

テ

ー

タ
ス

を

表
す

も

の

で

あ
る
の

で

廻
檀
の

度

に

熱
心
に

奉
納
を

勧
め

る
と

い

う
。

ま

た
、

太
々

神
楽
は

素
面
神
楽
と

面

神
楽
か

ら

成
り、

元
来
前
者
だ
け
だ
っ

た

と

こ

ろ

に

後
者
が

加
わ

り
、

近

代
に

は

前

者
が

廃
れ

た

と

い

う
大
ま

か

な

変
遷
が
述
べ

ら
れ
て

い

る
。

　
第
七
章
で

は

宿
場
町
と

御

嶽
講
の

関
係
が

述
べ

ら

れ
る
。

参
詣
ル

ー

ト

と

な
っ

て

い

る

沿

道
の

町
へ

の

経
済

的
影
響
の

大
き

さ

を

指
摘
し

て

い

る
。

ま

た
三

多
摩
に

お

け
る

養
蚕

業
の

発
展
と

御
嶽
講
の

結
成
の

相
関
関

係
を

史
料
を
豊
富
に

提
示
し

な
が

ら
詳
述
し
て

い

る
。

　
第
八

章
で

は
幕

宋
の

武
州
世
直
し
一

揆
の

波
及
が

御
嶽
講
の

分

布
状
況

と

関
係
し

、

御
嶽

御
師
の

講
社
廻
り
に

よ
っ

て

情
報
が

瞬
時
に

広
ま
っ

た

こ

と

を

指
摘
し
て

い

る
。

講
社
が
一

揆
の

発
生
・

展
開
に

情
報
源
と

結
集

の

機
能
を
果
た
し
た

の

で

あ
る

。

　
第
九

章
は

御
嶽
山
の

御
師
集
落
の

民

俗
と

近
代
以
降
の

社
会
変
化
が

テ

ー

マ

で

あ
る
。

集
落
の

社
会

構
造
や
神
仏
分
離
へ

の

対
応、

御
師
の

民

宿

経
営
へ

の

展
開
が

取
り
上
げ
ら

れ

て

い

る
。

　
終
章
で

は

「

零

場
」

概
念
へ

の

筆
者
の

私
見
と

本
書
全

体
の

ま

と

め

が

簡
潔
に

述
べ

ら

れ

て

い

る
。
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ニ

　
コ

メ

ン

ト

　

以
上
が

本

書
の

概
要
で

あ
る。

本
書
は

す
で

に

評

価
の

定
ま

っ

た

占
典

と

も

い

え

る

も

の

を
⊥

台
と

し

た
研

究
書
で

あ

り、

旧
著
が

刊
行

以
来
山

岳
信
仰
研
究
の

進
展
に

寄
与
し

た
こ

と
は

言
う
ま

で

も

な
い

。

加

筆
さ

れ

て

い

わ

ば

再
刊
さ
れ
た

本
書
に

よ

っ

て
、

そ

の

成
果
が

今
日
で

も
入

手
し

や
す

い

環
境
が

整
え
ら
れ
た

こ

と

は

福
音
と

言
え

る

か

も

知
れ
な

い
。

し

か

し、

そ

の

上
で

様
々

な

疑

問

点
が

あ
る

こ

と

は

指

摘
せ

ね

ば
な

ら

な

い
。

む

し

ろ
、

評
価
が
定
ま

っ

た

旧
著
を
土
台
と

し

て

い

る

以
上、

疑

問

点
を

指
摘
す

る

ほ

う
が
よ

り
生

産
的
で

あ
る

と

考
え

る
。

た

だ
し
、

四

半

世
紀
前
に

刊
行
さ

れ
た
部
分
が
ほ

と

ん

ど

で

あ
る

の

で、

各
章
の

内
容
を

個
別
に

細
か

く

指
摘
し
て

も、

そ

の

後
の

御
嶽
山

研
究
の

進
展
に

通
じ

て

い

な

い

た
め

的
外
れ

に

終
わ
る

危
険
も

あ
る

。

ま

た、

講
集
団
に

対
す
る

重

厚
な

研
究
で

は

あ
る

が
、

そ
れ

を

民
俗
学
的
側

面
だ
け

で

指
摘
す
る
の

も

ま

た

媒
体
に

適
し

て

い

な
い

と

危

惧
す

る
。

そ

こ

で、

民

俗
学
に

お

け

る

講
研
究
の

文

脈
で

の

書
評
は

別
の

評
者
に

任
せ

る
と

し
て、

評
者
は

宗

教

史

∴
爪

教
民

俗
学
的
な

観
点
か

ら

気
に

な
る

点
や
要
望
を

指
摘
し

て

み

た

い
。

た

だ

し
、

こ

こ

で

は

あ
く

ま

で

も
評

者
が

気
に

な
っ

た
点
を

挙
げ

て

い

る

に

過
ぎ

な
い

こ

と

を

断
っ

て

お

く
。

し

た
が

っ

て

偏
り
や
誤

読
が

あ
る

か

も
し

れ
な
い

が
、

そ

の

点
は

御
寛
恕
願
い

た

い
。

　
1
　
研
究
史
に

お
け
る

再
定
位
の

必
要
性

　

序
章
に

は

本
書
で

新
た

に

追
加
さ

れ

た

部
分
と
し
て、

山
岳
信
仰
と

地

域
社
会
と
い

う

観
点
か

ら

の
】

九
八

〇
年
代
以
降
の

研
究
史
が

ま

と

め

ら

れ

て

い

る
。

巻

末
の

初
出
一

覧
や
記
述
ス

タ

イ
ル

を

見
て

も
わ

か

る

よ

う

に
、

過
去
に

様
々

な

雑
誌
に

掲
載
さ

れ
た

筆
者
の

書
評
が

転
載
さ

れ

て

並

べ

ら

れ
て

い

る
．

こ

の

た

め
、

決
し
て

網
羅
的
で

は
な
い

研
究
史
と

い

う

こ

と

に

な
る

が
、

そ
の

こ

と

に

関
し
て
、

す

な

わ

ち

書
評
を
並
べ

る

こ

と

で

研
究
史
と

称
す
る

こ

と

に

関
し
て

も
う

少
し

説
明
が

必、
姜
だ
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

一

般
的
に

研
究
史
は

書
籍
だ

け

に

限
ら

れ

る

わ

け

で

は

な
か

ろ

う
。

こ

の

研
究
史
に

は

論
文
へ

の

言
及
が

無
い

。

し

か

も

武
州

御
嶽
山

研
究
の

領
域
で

は

筆
者
前
後
の

研
究
が

存
在
し

な
い

か

の

よ
う
で

あ
る

。

旧
著
で

は

斎
藤
典
男
『

武
州
御
嶽

由
史
の

研

究
』

（
隣
人

社、

一

九
七
〇
年）

を

書
評
形
式
で

取
り

上
げ
て

い

た
の

だ

が
、

本
書
で

は
削
除

さ
れ
て

い

る
。

ま

た
、

旧
著
で

は

御
嶽
山
に

関
す
る

論
文
の

題
目
は

列
挙

さ

れ
た

も
の

の
、

ま

と

ま
っ

た

研
究
は

斎
藤
の

も
の

だ

け
と

い

う
こ

と

で

特
に

言
及
さ

れ
な
か

っ

た
。

こ

う
し

た

姿
勢
は

旧
著
刊
行
後
の

御
嶽
山
関

連
の

論
文
へ

の

言

及
が

無
い

こ

と

か

ら

も
わ

か

る
。

す

な

わ

ち
、

御
嶽
山

を

研
究
し

よ

う
と

志
し

た

場

合、

本
書
を
通
じ

て

研
究
状
況
を

概
観
す

る

こ

と

は

到
底
不
可
能
な

の

で

あ

る
。

も
っ

と

も
そ
れ

ら

が

筆
者
の

研
究
テ

ー

マ

に

は

関
わ
ら
な

い

と

の

判
断
で

あ
っ

た

と

し

て

も、

四

半
世
紀
を

隔

て

て

『

武
州

御
嶽

山
信
仰
』

と

い

う

書

名
で

再
び

世
に

出
す

の

で

あ
れ

ば、

そ
の

後
の

研
究
や

史
料
の

充
実
な
ど
、

特
に

御
嶽

山
研

究
と

い

う
文

脈
に

再

定
位
し

て
、

研
究
の

最
前
線
を
提
示

す
べ

き

だ

っ

た
の

で

は

な
い

だ

ろ
う
か

。

　
2
　
中
世
の

山
伏
か
ら
近
世
の

御
師
へ

の

変

容

　

本
書
で

中
心
的
に

扱
わ
れ
て

い

る

宗
教

者
は

御
師
で

あ
る。

中
世
に

は

山
伏
を

源
流
と

す

る

と

述
べ

ら

れ

て

い

る

が
、

中
世
の

御
嶽
山
の

組
織
に

関
す
る

説
明
が
無
い

。

第
二

章
に

お

い

て

御
師
が

近
世
初
頭
に

御
嶽

山
に

定
住
す

る

よ

う
に

な

る

こ

と

を
述
べ
、

こ

の

段
階
で

は

−

い

ま

だ

御

師
制

度
の

未
熟
な
な
か

で

の

御
師
で

あ
り、

半
ば

山
伏
的
色
彩
を

色
濃
く

残
す

も
の

で

あ
っ

た
」

（
八
一

頁）

と

述
べ

て

い

る

が
、

中
世
の

山

伏
と

近
世

424（712）
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書評 と紹介

の

御
師
と

の

相
違
は

ど
こ

に

あ
る
の

か
。

評
者
が

研
究
対

象
と
す

る

英
彦

山
で

は

十
六

世
紀
の

段
階
に

は

定
住
す
る

山
伏
も

非
定
住
の

山

伏
も

い

た

し、

近
匿
に

は

山
伏
（
定
住）

が

檀
家
を

有
し

廻
檀
の

際
に

析
疇
を

行
っ

た
り

宿
坊
を

営
ん
だ
り

し
て

い

る
。

こ

の

意
味
で

御
嶽
山
の

御
師
と

英
彦

山
の

山
伏
の

具

体
的
な

違
い

が

理
解
し
づ

ら

い

の

で

あ

る

が
、

山

伏
の

ど

の

よ

う
な

性
質
が
脱

落
す
れ

ば

近
世
の

御

師
に

な

る

の

か

も
っ

と

わ

か

り

や
す

く
示

し

て

ほ
し
か
っ

た
。

　
3
　
御
嶽
山
の

宗
教

者
の

思
想
と

実
践

　

御
師
の

性
質
だ
け
で

な
く

御
嶽
権
現
社
と

い

う

神
社
の

性
質
や
芸

能
に

も

共
通
す

る

問
題
と

し
て、

筆
者
は

御
師
の

思

想
や
実

践
を

ど

う
捉
え
て

い

る

の

か

と

い

う
こ

と

が

気
に

な

っ

た
。

例
え
ば
第
穴

章
の

太
々

神
楽
に

お

け

る

面
神
楽
と

素
面

神
楽
と

の

違
い

は

「

（

評
者

沖
n

素
面

神
楽
の

よ

う
な）

修
験
的
な
も
の

で

は

な

く
、

『

古

事
記
』

「

凵

本
書
紀」

を
も
と

に

し

た

国
家
神
道
の

特
質
で

あ
る
と

さ
れ

る

皇

室
尊
重
の

主

張
や

神
々

を

皆
、

史
卜
実

在
の

人
物
と

し
て

血

脈
〔
血

統）

づ

け
よ
う
と

し

た

思
想
が

表
れ

て

い

る

こ

と
」

（

二

七

C
頁）

で

あ

り、

面

神
楽
は

「

神
社
形

態
へ

と

移
行
し

て

い

く

段
階
に

、

「

復
古

神
道
」

の

宗
教
儀
式
と

し

て

の

意
味

あ
い

で

採
用
し

た
の

で

は

な

い

か
」

（
二

七

〇
i

七
一

頁
）

と

述
べ

て

い

る
。

面
神

楽
の

伝
承
が

安
永
期

2
七

七
ニ

ー
八

〇）

頃
と

さ

れ
、

宝

暦

四

年
（
一

七
五

四）

に

神
主
家
の

交

代
が
あ

り
、

社
僧
の

廃
絶
が

天
明
八

年

2

七
八

八
）

と

い

う
こ

と
か

ら、

組
織
的
に

大
き
く

変
貌
を

遂
げ
て

い

る

だ

け
で

な
く

、

面
神
楽
の

導
入
と

い

う

実
践
面
で

の

変

化
も

見
ら

れ

る

よ

う
で

あ
る
が

、

こ

れ

ら

を

関
連

付
け
て

指
摘
し

て

い

な
い

の

は

残
念

で

あ

る
。

ま
た

、

十
八

世
紀
の

神
楽
の

変
容
に

関
す

る

叙
述
に

あ

え
て

「

国
家
神
道
−

や

「

復
古
神
道
」

の

語
を
用
い

る

の

が

適
切
で

あ
る

か

は

疑
問
で

あ
る

。

　

さ

ら

に
、

第
九
章
で

近

世
に

お

い

て

御
嶽
山
が

神
道
化
し

て

い

た
と

い

う
こ

と

が
、

社
僧
が

絶
大
な

力
を

持
っ

た
三

峰
・

人

山
と

異
な
り

神

仏
分

離
が
ス

ム

ー
ズ

に

行
わ

れ

た

こ

と

の

証
左
と

さ

れ

て

い

る
。

い

ず
れ
に

し

て

も

社
僧
の

衰
退
・

廃
絶
は

御
嶽
山
の

神
道
化
と

関
係
が
あ
り
そ

う
で

あ

る

が、

神
主
や
御
師
が
ど
の

よ

う
な
思
想
を

有
し

て

い

た
の

か

が

語
ら
れ

な
い

。

神
道
と

い

っ

て

も

所
謂
神
仏
習
合
で

は

混
乱
を
き

た

し
た

は
ず
で

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　ρ
2）

あ
る

か

ら
、

国
学
思

想
の

流
入
な

ど
が

あ
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

思
想
と

言
わ

ず
と

も

世
界
観
の

変
容
も

ま

た

御
師
の

性
質
に

影
響
を
及
ぼ

す
と
考
え
ら
れ

る

の

で

指
摘
し

て

お

く。

　

後
の

指
摘
と

も

関
係
す
る

が
、

御
師
の

憑
物
落
し
を
は
じ
め

と

す
る

加

持
祈
疇
と
い

っ

た

実
践
が
存

在
し
た

こ

と

が

指
摘
さ

れ
て

い

る

が
、

だ

と

す
れ
ば
明

治
初
頭
の

宗
教
の

大
変
革
が

御
嶽
山
に

影
響
を

与
え

な

か

っ

た

と

果
た

し
て

言
い

切
れ
る

だ
ろ

う
か
。

神
社
と

な
っ

た
豊
前
の

修
験
寺
院

の

旧
修
験
が

教
派
神
道
に

属
し
な
が

ら

続
け

て

い

た

配
札
活
動
に

度
々

禁

令
が

出
さ

れ
て

い

た

こ

と

な
ど
を

想
起
す

る

と

き、

御
師
の

配
札
活
動
へ

の

影
響
に

も
焦
点
を

当
て

る

べ

き
だ
っ

た

の

で

は
な

い

だ

ろ

う

か
。

　
4
　
「

信
仰
」

の

実

態
に

関
し
て

　

第
五

章
か

ら

第
八

章
が

筆
者
の

主
題
で

あ
る

山
岳
信
仰
の

地
域

的
展
開

と

し

て

の

各
地
の

講
中
を
扱
っ

た

部
分
で

あ
り、

豊
富
な

事
例
を

提、
小

し

て

議
論
も

多
岐
に

わ

た

っ

て

い

る
。

こ

れ

を
簡
潔
に

ま

と

め

る

こ

と

は

で

き

な
い

が
、

某
本

的
に

は

御
嶽
山
に

対
し
て

五

穀
豊
穣
や

風
雨
除
け

、

雨

乞
い
、

火
難
除
け
な
ど
の

祈
願
が

多
い

こ

と

が

挙
げ
ら

れ

て

い

る
。

興

味

深
い

の

は
、

第
五

章
第
二

節
「

稲
荷
信
仰
と

狐
憑
き
」

で

講
結
成
の

契

機

と

し
て

御
嶽
御
師
に

よ
る

狐
落
と

し
が

あ
っ

た

事
例
が

紹
介
さ

れ
て

い

る

（713）425
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こ

と

で

あ
る

。

い

わ

ゆ

る

稲
荷
社
が

濃
密
な

分
布
を

見
せ

る

地
域
に

は

狐

憑
き

が

多
い

と

い

う

指
摘
の

あ
と
、

氷
川

神
社
と

日
蓮
宗
の

祈
薦

寺
院
と

の

係
争
に

関
す
る

史

料
（
御
嶽
御
師
と

は
全
く

の

無
関
係）

が
挙
げ
ら
れ

て

い

る
。

そ

こ

に

は
数

十
匹
の

狐
を

使
役
す
る

山
伏
も

登
場
す
る

。

要
す

る

に

近

世
に

お

け
る
武
蔵
で

は

憑
物
落
し
に

様
々

な

宗
教
者
が

関
与
し
た

と

い

う
こ

と

が

論
じ
ら
れ
て

い

る

の

だ
が
、

そ

れ

な

ら

ば

御
嶽
御

師
の

関

与
も

そ
の
一

つ

の

表
れ
に

過
ぎ

ず
「

稲
荷
信
仰

−
狐
憑
き

1
御
嶽
御

師
ー

武

州
御
嶽

講
1
と

い

う
連

繋
関
係
も
、

武
蔵
地

方
の

特
定
地

域
に

限
っ

て

み

る

と
考
え

ら
れ

る
」

（一
、

〇
六

頁）

と
い

う
ま

と

め

方
は、

「

で

は

な
ぜ

他
の

宗
教

者
で

は

な

く
御
嶽
御

師
で

あ

っ

た

の

か
」

と
い

う

疑
問
が

生
じ

る

が
、

筆

者
は

十
分
に

説
明
し
て

い

な

い
。

　
近
隣
の

他
の

宗
教
者
で

は
な
く

御
嶽
御
師
に

よ

る

憑

物
落
し

が

講
結
成

の

契
機
で

あ
り、

そ

れ

に

よ

っ

て

御

嶽
講
の

分
布
が

濃
厚
に

な
っ

て

い

る

と

す
れ
ば
、

そ

こ

に

は

御
嶽
御
師
の

持
つ

「

力
」

（
験
力
・

法

力
・

呪

力

な
ど

）

へ

の

承
認
・

信
頼
が

必
要
と

な

る

は
ず
で

あ
る。

こ

の

意

味
で

御

師
た

ち

が

そ
の

「

力
」

を

獲
得
す

る

過
程、

す

な

わ
ち
御
師
の

修

行
が

本

書
で

等
閑
視
さ

れ
て

い

る

こ

と

が

不
満
で

あ
る

。

源
流
は
山

伏
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

は

何
ら

か

の

行
の

体
系
は

継
承
し
て

い

た

よ

う

に

も
思
わ
れ

る
の

だ
が、

そ

れ

に

関
す
る

具
体

的
な

指
摘
は
無
い

。

あ
と

が

き

に

お

い

て

「

綾
広
の

瀧
で

修
行
の

真
似

事
を

し

て

い

た
」

（
三

七
五

頁）

と

い

う

経
験
を

語
っ

て

い

る

こ

と

か

ら
し
て

も
、

近
世
に

も

行
法
が

存
在
し

た

は

ず
で

あ
る

が
、

全

体
を

通
し

て

も
そ

こ

へ

の

言
及
が
な
い

。

　
第
五

章
に

関
し
て

も

う
一

点
指
摘
し
て

お

こ

う
。

お

そ

ら

く

第
三

節

「

相
模
に

お

け
る

養
蚕

業
の

展
開
と

御

嶽
講
」

へ

の

導
入
と

も

考
え
ら

れ

る

が
、

憑
物
に

関
し
て

「

そ

の

憑
依
現

象
面
だ

け
を
研

究
の

視
野
に

お

く

傾
向
に

あ
る

が、

地

域
社
会
に

お

け
る

位
置
づ

け
を

把
握
す
る

こ

と

も

必

要
で

は

あ
る
ま
い

か
。

た

と

え
ば
、

憑
依
現
象
が

、

近

世
中
後
以

降
顕
著

と
な
っ

て

く
る
養
蚕

業
地
帯
に

多
い

こ

と

な

ど

を

み

れ

ば、

武
州

御
嶽
講

と
も、

当
然
重
層
し
た

問
題
と

し

て

視
野

の

な
か

に

入

れ
る

べ

き
で

あ
ろ

う
」

（
二

〇
五

頁）

と

憑
依
現
象
・

養
蚕

業
・

御
嶽
講
の

関

連
性
を

指
摘

し
て

い

る
。

こ

れ

は

非
常
に

興
味
深
い

指
摘
で

は

あ
る

が、

第
二

節
の

狐

憑
き
が

重

点
的
に

語
ら
れ
る

部
分
で

は

養
蚕
業
と

講
中
の

関
わ

り
が

見
え

ず、

逆
に

第
三

節
で

は

養
蚕
業
の

盛
ん

な
地
域
で

の

狐
憑
き
と
の

関
係
が

見
え
て

こ

な
い

。

第
四

節
以

降
は

個
別
の

事
例
紹
介
で

あ
り、

狐
憑
き

と

も

養
蚕
業
と

も

関
係
の

無
い

も

の

と

な
っ

て

お

り、

第
五

章
は

不
安
定
な

構
成
に

感
じ
る

。

　

第
七

章
で

は

御
嶽
講
の

参

詣
道
の

途
中
に

あ
る

宿
場
町
と

の

関
連
が

示

さ

れ
る

が
、

「

御
嶽
山

信
仰
』

と

い

う
書
籍
に

含
む

に

は

や

や
飛

躍
が
あ

り
は

し

な

い

だ
ろ

う
か

。

　

第
八

章
で

の

幕

末
の

世
直
し
一

揆
に

御
師
が

介
在
し

た

と

い

う

仮
説
は

非
常
に

刺
激
的
で

あ
っ

た
。

仮
説
の

根
拠
は
一

揆
の

発
生

伝
播
と

夏
廻
り

（
廻

檀）

の

時
期
が

重
な
っ

て

い

る

こ

と

に

よ

る

が、

宗
教

者
が

メ

デ
ィ

ア

と
し
て

の

機
能
を
果
た
す
と

い

う
こ

と

が

講
中
と

宗
教
者
の

関
係
性
の

持
続

・

強
化
に

寄
与
す
る
可
能
性
に

目
を

開
か

せ

て

く
れ
た
。

　

終
章
で

は

御
嶽
講
以
外
の

三

峰
講
や

富
士

講
な
ど
同
系
列
の

講
集
団
と

の

比
較
の

必

要
性
を

述
べ

て

い

る

が、

そ

れ

だ
け
で

は

な
く
山
伏
や

陰
陽

　

　
　

　

　
　

〔
3）

師
な
ど

他
の

宗
教

者
と

の

競
合
・

軋
轢
な
ど

に

関
し
て

も
目
を
向
け

て

い

く

必
要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

最
後
に

、

無
い

も

の

ね

だ

り

か

も
知
れ
な

い

が、

評
者
と

し

て

は

信
仰

426（714）
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書評 と紹介

を

受
容
し
て

講
を

結
成
し、

御
師
と

の

関
係
を

持
続
さ
せ

る

た

め

に

必
要．

と

思
わ
れ

る
い

く
つ

か

の

側
面
に

も
っ

と

踏
み

込
む

べ

き
だ
っ

た

と

考
え

る
。

す
な
わ
ち、

御
師
の

「

力
」

の

源
泉
で

あ
る

行
へ

の

言
及
や

農
耕
に

際
し
て

の

最
大
の

関
心

事
で

あ
る

太
占
神
事
（
ツ

ツ

ガ

エ
）

の

結
果
を

真

剣
に

受
け

止
め

る

人
ぴ

と
の

姿、

あ

る

い

は

蔵
王

権
現
の

眷
属
で

あ
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　（
4冒

「

お

狗
さ

ま
」

（
大
［

真
神）

に

関
す

る

語
り
な

ど

で

あ
る

、

　
考
え
て

み

れ
ば、

旧

著
刊
行
時
の

筆
者
は

評

者
よ

り
も

若
年
で

あ

り、

縷
々

述
べ

て

き

た

疑
問
点
も、

現

在
の

筆
者
に

対
し
て

は

釈
迦
に

説
法
か

も
し
れ

な

い
。

筆
者
の

研
究
の

真
骨
頂
は
民
間
宗

教
者
の

歴
史
的
実

態
に

　
　

　
　（
5）

関
す
る

研
究
に

よ
っ

て

示

さ

れ

て

お

り
、

こ

う
し
た

側
面
に

関
心
が

あ
る

な

ら
ば、

他
の

著
書
へ

と

読
み

進
め

ら
れ

る
こ

と
を
お

勧
め

す
る

。

本
書

は

今
日
の

研
究
の

成
果
と

し
て

で

は

な

く、

あ
く
ま
で

も

山
岳
信
仰

研
究

に

お

け
る

重

要
な

古
典
の

再
刊
と

し
て

読
む

べ

き
で

あ
る
。

そ
し

て

不
満

を

覚
え
る

部
分
が

あ

れ
ぼ
各
白
で

掘
り

下
げ
て

い

け
ば

よ

い
。

そ

の

意
味

で

は

無
視
で

き

な
い

重
要
な
古

典
と
い

う
こ

と

だ
け
は

確
か

で

あ
る

。

注

（
1）
　
宮
家
準

編
「

「

神

社
と

民

俗
宗
教
・

修
験

道
」

研
究

報
告
H
　
修

　
験
道
の

地

域
的
展
開
と

神
祉」

國

學
院
大
學
二

十
一

世

紀
COE

プ
ロ

　
グ
ラ
ム
、

二

〇
〇
六

年。

宮
家
準

編
『
「

神
社
と

民

俗
宗
教
・

修
験

道
」

　
研
究
報
告
皿

　
近

現
代
の

霊
山
と

社
寺

・

修
験
』

國
學
院
大
學
二

十
…

　
世
紀
COE

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

二

〇
〇
七

年
。

な

お
、

研

究
報
告
1
は

宮

家
準
『

神
道
と

修
験
道

　
　
民

俗
宗
教
思

想
の

展
開
』

（
春
秋
社

、

二

　
〇
〇
七

年
）

と
し
て

刊
行
さ

れ
て

い

る。

（

2
）
　
斎
藤

典
男
の

研
究
や

加
藤
章
一

「

神
仏
分

離
と

御
嶽
信
仰
」

（
『

日

　
本
民
俗
学
」

一

二

八、

】

九
八
〇
年）

に

よ

れ

ば

御
師
が
吉
田
・

白
川

　
に

入

門
し

、

幕
末
に

は

吉
川
神
道
の

影
響
も

あ
っ

た

よ
う
で

あ
る。

こ

　
の

こ

と

に

触
れ
ら

れ
な
い

の

も

研
究

丈
に

関
す
る

評
者
の

指
摘
と

呼
応

　
す
る

。

（

3
）

　
注
〔
1
）
に

お

け
る

成
果
や

林
淳
『

近

世
陰
陽

道
の

研
究」
（
古
川

　
弘
文

館、

二

〇
〇
五

年）

に

お

け

る

陰
陽

師
の

実
態
把
握
が

進
ん

で

い

　
る
こ

と
も

研
究
状
況
を
一

変
さ

せ

て

い

る
。

（
4

）

　
第
五

章
の

小
田
原
の

事

例
に

お

い

て

火
難
除
け
の

た

め

に

御
嶽
山

　
に

祈
願
す
る

と
、

御
師
か

ら
ど
の

お

犬
様
を
迎
え

る

か

と

尋
ね

ら

れ、

　
そ

の

帰

路
に

お

犬
様
が

共
に

来
て

い

る

と

感
じ
る

体
験
や

お

犬
様
を

見

　
よ

う
と

覗
い

て

み

る

と

子
馬
・

子
牛
ほ

ど

の

白
く

て

大
き

な

お

犬

様
の

　
姿
を
見
た
と

い

っ

た

語
り
（
二．
一
五

頁）

は
御
嶽
山
の

「

霊

験
」

の

リ

　
ア

リ

テ
ィ

を

補
強
す
る
語
り
と

し
て

地
域

社
会
で

機
能
し

て

い

る

と

思

　
わ

れ

る

が
、

こ

う
し

た

語
り
を
も
っ

と

収
集
し

て

も

よ

か

っ

た

の

で

は

　
な

い

だ

ろ
う
か

。

（
5
）
　
西
海
賢、
冖
［、
近
世
の

遊
行
聖
と

木
食
観
正
』

吉
川

弘
文

館、

二

〇

〇
七

年。

（7⊥5）427
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