
神
祓
不
拝
の
本
質
的
意
義

山

崎

龍

明

親
鷲
の
思
想
に
お
い
て

「
神
祇
不
拝
」
説
の
し
め
る
位
置
は
極
め
て

大
き
い
と
言
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

そ
れ
が
単
に
思
想
の

一
側
面
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
鶯

の
思
想

の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら

「神
祇
不
拝
」
に
つ
い

て
い
さ
さ
か
論
考
を
試
み
た
い
。

親
驚
の
思
想
に
お
け
る
神
祇
観
に
つ
い
て
ま
つ
み
て
お
き
た
い
が
、

こ
の
点
に

つ
い
て
は
従
来
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
が
あ
る
の
で
、
ご
く

簡
略
に
み
て
み
た
い
。

周
知

の
通
り
親
鷲

は

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻

(末
巻
)
に

そ
れ
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
よ
っ
て
、
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異

執
を
教
誠
せ
ば
、
『浬
藥
経
』
(如
来
性
品
)
に
の
た
ま
は
く
、
「仏

に
帰
依

(1
)

せ
ぱ
、
つ
ひ
に
ま
た
そ
の
余
の
も
ろ
も
ろ
の
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と

と
示
し
つ
つ
、
次

に
経
典
、
論
釈
等

々
を
連
引
し
て
、
仏
法
老

の
神
祇

不
拝
を
述

べ
て
い
る
。
と
り
わ
け

『
浬
薬
経
』
『
般
舟
三
昧
経
』
『
地
蔵

十
輪
経
』
等

の
文
言
が
注
目
さ
れ
る
。

特
に

『
地
蔵
十
輪
経
』

の

つ
ぶ
さ
に
ま
さ
し
く
帰
依
し
て
、
一
切
の
妄
執
吉
凶
を
遠
離
せ
ん
も
の
は
、

(2
)

つ
ひ
に
邪
神

・
外
道
に
帰
依
せ
ざ
れ

と
い
っ
た
説
示
は
、
仏
法
者

の
究
極
的
な
依
り
ど

こ
ろ
を
示
し
て
あ
ま

り
あ
る
と
い
え
よ
う
。

親
鷲
の

『
教
行
信
証
』
以
外
に
神
祇
不
拝
観
を

み
る
と
、

こ
れ
も
ひ

ろ
く
知
ら
れ
る
通
り

『
正
像
末
和
讃
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
は
仏
法
者
が

「
良
時
吉
日
」
に
と
ら
わ
れ
、
「
天
神
地
祇
」
「
一
切
鬼

神
」
を
あ
が
め
、
「
卜
占
祭
祀
」
を
つ
と
め
る
こ
と
の
非
を
指
摘

し

て

(
3
)

い
る
。

こ
こ
に
は
、
親
鷲
の
世
俗
批
判
が
あ
る
。
親
鶯

は
真
実
、
権
仮
、
邪

偽
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
若
干
整
理
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
親
鶯

の

「
神
舐
不
拝
」
説

を
考
え
る
う
え
で
こ

の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

真
実
=
選
択
本
願

(第
十
八
願
)
11
浄
土
真
宗
"
阿
弥
陀
仏
の
法
=
普
遍
救

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
二
號

平
成
元
年
三
月
 

二
〇
五
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神
祇
不
拝
の
本
質
的
意
義

(山

崎
)
 

二
〇
六

済
法

権
化
=
聖
道
の
諸
機
=
浄
土
定
散
の
機
=
自
力
法
=
特
殊
法

邪
偽
=
六
十
二
見
九
十
五
種
邪
道
=
外
道
の
法
=
顛
倒
虚
偽
=
世
俗
=
自
我

肯
定
=
神
祇
肯
定
=
迷
妄
心

親
驚
の

「神
祇
不
拝
」
説
の
基
底
を
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
親
鷲

に
お
け
る

「神
祇
不
拝
」
説
が
、
必
然
的
に
神
祇
否
定
に
連
関
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
そ
れ
は
、
世
俗
"
自
我
=

迷
妄
心
の
否
定
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。さ

て
、
次
に
親
鶯

の

「神
祇
護
念
」
説
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た

い
。

二

『
教
行
信
証
』
信
巻
に
は

「
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ぽ
、
横
に
五

趣
八
難

の
道
を
超
え
、
か
な
ら
ず
現
生
に
十
種

の
益

を

獲
」
と
述

べ

(4
)

て
、
念
仏
者
が

「
冥
衆
に
獲
持
」
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

(5
)

ま

た

『
浄

土

和

讃
』

所
収

の

「
現

世

利

益

和
讃

」
十

五
首

の
な

か
。

(
1
)
よ
る
ひ
る

つ
ね
に
ま
も
る
な

り

(
五

ヶ
所
)

(
諸
天
善
神

・
四
天
大
王

・
堅
牢
地
祇

・
無
量

の
龍
神

・
五
道

の
冥
官
)

(
2
)
念
仏

の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り

(
天
神
地
祇
)

(
3
)
真
実
信
心
を
ま
も
る
な
り

(化
仏
)

(
4
)
よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
も
う
な
り

(十
方
無
量
の
諸
仏
)

(
5
)
か
げ
の
ご
と
く
に
身
に
そ
え
り

(観
音
勢
至
等
)

と
い
つ
た
説
示
を
も

つ
て
念
仏
者

の
護
念
を
示
し
て
い
る
。

ま
た

『
教
行
信
証
』
化
巻
末
に
お
い
て
も
、

さ
き
に
み
た

「
神
祇
不

拝
」
説
と
、
そ
の
場
を
同
じ
く
し
て
護
念
説
が
説
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば

『
日
蔵
経
』
巻
九
、
『
灌
頂
経
』
等

に
は
仏
法
者

の
護

念

が
説
示
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
真

の
仏
弟
子
の
う

け
る
利
益
と
し
て
の
護
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
親
驚
の
神
祇
護
念
説
に
対
し
て
は
特

に
あ
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
も
の
が
あ
る
。
す
で
に
知
ら
れ
る
通
り
、

建
長

六
年

(
一
二
五
四

(6
)

年
)
九

月

二

日
付

親

驚

の
書

簡

で
あ

る
。

ま
つ

よ
う
つ

の
仏

・
菩
薩
を
か
ろ
し

め
ま
ゐ
ら
せ
、

よ
う
つ

の
神
祇

・
冥
着

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
う
つ

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
え

に
、
航

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
う
つ

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
う
つ

の
神
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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

こ
れ

ら

の
親

鶯

の

「
神

祇

」

観
、

い
わ

ぽ

「
神

舐
護

念

」
説

に
基

底

し

て
、

親

鷺

は
神

舐

不

拝

で

は
な

く

て
、

神

祇

不
軽

で
あ

る

と

い
う

所

説

も

多

い
。

た

と

え
ば
、

し
ば

し
ば
引

き

合

い

に
だ

さ

れ

る
戸

頃

重

基

氏

の
所

説

な
ぎ

は
、

も

つ
と

も

明

快

に
親
鶯

に
お

け

る

思
想

の
あ

い
ま

い
さ

を

衝

く

も

の

の

一
つ

で
あ

る
。

た

と

え
ぽ

氏

の
著

述

『
鎌

倉

仏

教

』

に
よ

れ

ば

一
方

で
は
拒
絶

し
他
方

で
は
妥
(協
す
る
よ
う
な
矛
盾
が
、

親
攣
…
の
場
合

は

神
祇
観

に
も
現
わ
れ

て
い
る
。

「
か
な
し
き
か
な
や
道

俗

の
、
良
時

吉

日

え
ら
ば

し
め
、
天
神
地
祇
を
あ
が

め

つ
つ
、

ト
占
祭

祀

つ
と

め
と
す
」
と

い

つ
た

『
正
像
末
和
讃
』

の
神
祇
不
拝

の
信
仰
が
、

建
長

四
年

(
?
)
九

月
二
日
の

「
念
仏

の
人
び
と
」

に
あ
た
え
た
消

息
文

で
は

仏
法
を

ふ
か
く
信
ず

る
ひ
と

を
ば
、

天

地
に
お
わ

し
ま
す
よ
う
つ

の
神

は
、
か
げ

の
か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く

し
て
、

ま
も
ら
せ
た
も
う

こ
と

に
て
そ
う
ら
え
ば
、

念
仏

を
信
じ

た
る
身

に
て
、
天
地

の
神
を
す
て
も
う

さ
ん
と
お
も
う
こ
と
ゆ
め
ゆ
め
な
き

こ
と
な

り
。

と
い
う
教

訓
に
か
わ
り
、
さ
き

の

一
神
教
的
信
仰
と
し
て
有
す

る
非
妥
協

的
反
神
道
観
が
、

汎
神
論
的
仏
教

の
ひ
と

つ
と
し
て
有
す

る
妥
(協
的
神
道

観

へ
移
行

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
押
し

つ
め
て
ゆ
け
ば
、

日
蓮
な

ど

の
神
仏
習
合
思
想
と
大
同
小
異
と
な
る
。

し
た
が

つ
て
、
専
修
念
仏

の

主
張
が
崩
れ
て
、
雑
行
念
仏
に
堕
す
る
危
険
性
は
親
鶯
自
身
に
も
内
在
し

て
い
た
。
親
鷺
没
後
の
真
宗
教
団
が
祖
師
の
遺
産
と
し
て
継
承
し
た
の

は
、親
鶯
に
お
け
る
新
仏
教
的
な
非
妥
協
的
精
神
の
側
面
で
は
な
く
、
か
え

つ
て
旧
仏
教
に
妥
協
す
る
保
守
的
な
側
面
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ

の
危
険
性
が
す
で
に
親
鷺
に
内
在
し
て
い
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
重
要

(7
)

で
あ
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ま
こ
こ
で
戸
頃
氏
の
所
説
を
あ
げ
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
親
鷲

の

「神
祇
不
拝
」
説
に
対
し
て
、
「神
祇
護
念
」
説
、
と
り
わ
け
崇

拝

説
に
近
い
も
の
を
た
て
る
人
々
の
象
徴
的
な
見
解
だ
か
ら
で
あ
る
。

戸
頃
氏
の
所
説

に
対
し
て
は
す
で
に
藤
枝
道
雄
氏
が
批
判
を
試
み
て

お
ら
れ
る
。
い
ま
こ
こ
で
そ
の
結
論
だ
け
を
記
す
な
ら
ば

「
戸
頃
氏
は

こ
こ
に
親
驚

の
神
祇
不
拝
思
想
を
認
め
な
が

ら
も
、
そ
れ
は
一
貫
す
る

も
の
で
は
な
く
、

や
が
て
は
挫
折
し
て
い
く

こ
と
を
指
摘

し

て

い
る

が
、

こ
の
よ
う
な
理
解
は
親
鷲

の
真
実
信
心
を
ふ
ま
え
る
こ
と
な
く
し

て
の
全
く
表
層
的
な
理
解
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
親

鶯

に
お
い
て
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
と
い
う

一
見
相
矛
盾
す
る
か
の
よ

う
な
二
つ
の
立
場
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
を
全
く

異
質
な
も
の
と
し
て
受
け
と
れ
ば
戸
頃
氏
の
よ
う
に
神
祇
不
拝
が
挫
折

し
て
神
祇
護
念
と
な

つ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
親
鷲
に

あ

つ
て
は
こ
の
神
祇
不
拝

・
神
祇
護
念
の
立
場
は
両
者
が
深
く
か
か
わ

り
を
も

つ
て
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
戸
頃
氏
に

神
祇
不
拝
の
本
質
的
意
義

(山

崎
)
 

二
〇
七
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神
舐
不
拝
の
本
質
的
意
義

(山

崎
)
 

二
〇
八

お
い
て
は
、

一
応
神
舐
不
拝
思
想
は
親
鷲
の
信
心
と
の
か
か
わ
ヴ
に
お

い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
神
祇
護
念
思
想
は
単
純
に
神
仏
混
合
思
想

と
同

一
視
さ
れ
、
そ
こ
に
は
神
祇
護
念
思
想
の
背
景
と
し
て
の
真
実
信

(8
)

心
の
視
点
か
ら
全
く
欠
落
し
て
し
ま

つ
て
い
る
」
。

戸
頃
氏
の
指
摘

に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と

は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
藤
枝
氏

の
批
判

に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
親
鷺

の
神
祇
護
念
を
も

つ
て
直
ち
に

「
神
仏
習
合
」
的
と
み

な
す
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
の
論
理
の
飛
躍
と
曖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
は

否
め
な

い
。

親
驚

の
神
祇
護
念
説
が
、

い
か
な
る
型
で
、
い
わ

ゆ

る

「
神

仏

習

合
」
と
合
致
す
る
の
か
。
さ
き
の
建
長
六
年
九
月
二
日
付

の
書
簡
を
も

つ
て
そ
れ
と
す
る
の
か
。
そ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
と
り
わ
け
、
建
長
六
年
の
書
簡
に
示
さ
れ
る
歴
史
的
背

景
を
考
慮
す
る
と
き
、

こ
の
文
面
を
も

つ
て
親
鷺
の
神
仏
習
合
的
側
面

を
み
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

三

親
鶯

に
お
い
て
は
従
来

の

「神
祇
」
観
で
あ
る
本
地
垂
述
説
、
神
仏

習
合
思
想
を
必
要
と
し
な
い
世
界
に
立
脚
し
て
い
た
。
仏

の
立
場
に
立

脚
す
る

こ
と
は

一
切
の

「神
」
を
必
要
と
し
な
い
場
に
立
つ
と
い
う
こ

と
で
あ

つ
た
。
真

の
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
願
い
、
仏
道
を
歩

む
こ
と
に
生
涯
を
か
け
た
親
鷺
に
と
つ
て

「
神
」
は
礼
拝

の
対
象
ど
こ

う
か
、
世
俗
の
自
我
迷
妄
心
の
延
長
以
上

に
あ
る
も
の
外
の
な
に
も
の

で
も
な
か

つ
た
。

村
山
修

一
氏
の
所
説
に
よ
つ
て
広
神
清
氏
は
仏
教
伝
来
後
、
奈
良
時

代
ま
で
に
は
神
仏
の
関
係
に
つ
い
て
三
種
に
整

理
さ
れ
る
こ
と
を
示
し

(9
)

て
い
る
。

(
1
)
天
照
大
神
=
大
日
如
来
=
盧
遮
那
仏

(神
仏
同
体
思
想
)

(
2
)
諸
神
の
役
割
を
仏
教
擁
護
に
あ
て
る
護
法
善
神
思
想

(
3
)
煩
悩
の
衆
生
の
一
員
と
し
て
の
神
は
、
仏
法
に
よ
る
解
脱
を
求
め
る
と
す

る
神
祇
実
類
観

こ
の
よ
う
な
神
仏
観
が
次
第
に
定
着
し
、
平
安
時
代
中
期

(藤
原
時
代
)

に
至

つ
て
本
地
垂
述
説
が
成
立
す
る
と
い
う
。

以
降
、
神
仏
の
関
係
が
次
第
に
変
化
し
、
鎌
倉
時
代
に
は

「
仏
本
神

述
」
か
ら

「神
本
仏
述
」
(反
本
地
垂
述
)
へ
と
変
質
し
て
い
く
。
広

神

氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
当
時
は

「
明
恵
や
貞
慶

は
、
仏
教
徒
と
し
て
神

祇
に
対
し
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『沙

石

集
』

に
、
<春
日
の
大
明
神

ノ
御
託
宣

ニ
ハ
、
『
明
恵
房

・
解
脱
房
ヲ
バ
、
我

太
郎

・
次
郎
ト
思
フ
ナ
リ
』
ト
コ
ソ
仰
ラ
レ

ケ

レ
>
(巻
第
一
第
五
話
)

と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
彼
等
は
春
日
明
神

の
愛
す
る
息
子
た
ち
で

あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

二
人
は
と
も
に
仏
弟
子
で
あ
る
と
同
時
に
神

の
子

で
も
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
神
仏
の
矛
盾

・
対
立
は
な
く
神
仏

の
習
合

・

融
和
が
至
極
当
然
な
あ
り
さ
ま
と
さ
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「貞
慶
は
ま
た
観
音
菩
薩
の
垂
述
と
さ
れ
る
北
野
天
神
に
対
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し
て
も
信
仰
篤
く
、
<
必
ず
お
参
り
な
さ

つ
た
>
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
き
、
専
修
念
仏
批
判
の
理
論
的
根
拠
と
な

つ
た
本
地
垂

述
説
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
土
壌
に
発
す
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
史
的
背
景
の
中
で
、
親
驚
が

「神
祇
」
に
対
し
て
い

か
な
る
姿
(勢
を
と
つ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
今
更
あ
ら
た
め
て

言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

法
然

(
一
一
三
三
-
一
三

二
)
の
主
著

『選
択
本
願
念
仏
集
』
に

は

(
1
0
)

「
善
導

は
阿
弥
陀
仏
の
垂
迩
」
と
い
う
箇
処
が
あ
る
。
親
鶯
に
お
い
て

(
1
1
)

は
聖
徳
太
子
を
救
世
観
音

の
示
現
と
示
し
た
り
、
ま
た
、
法
然

の
本
地

(
1
2
)

を
弥
陀

・
勢
至

・
善
導
と
す
る
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
る
が
、
「
神
仏
」

の
本
迩
関
係
を
説
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
親
鷲

の

「
神
仏
」
観
に
対
し
て
確
認
を

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
田
原
俊
孝
馬
は
、
親
鷲

の
基
本

的

立

場

を

「
神
祇
不
拝
」
と
し
、
「
神
祇
護
念
」
説

は
信
心
決
定
後
の

(
1
)「七
ヶ
条
起
請
文
」
等
に
み
ら
れ
る
法
然
の
立
場
を
踏
襲
し
た
も
の

(
2
)
社
会
的
現
実
論
の
問
題
と
し
て
、
宗
義
の
許
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
神
祇
不

軽
の
道
徳
的
立
場
を
弁
明
し
た
も
の

(
1
3
)

(3
)法
悦
生
活
の
余
徳
と
し
て
自
然
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
を
示
さ
れ
た
も
の
。

と
い
つ
た
三
点
に
集
約
し
て
お
ら
れ
る
。

親
驚

の

「
神
紙
不
拝
」
と

「
神
祇
護
念
」
と
い
つ
た
問
題
を
論
ず
る

時
、
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
両
者
を
単
純
に

対
立
的
に
把
え
る
と
い
う
こ
と
の
誤
謬
で
あ
る
。
親
鶯

の

「
信
」
の
基

本
的
立
場
が
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
か
、
と
い

つ
た
視
点
を
確
立
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
き

に
概
観
し
た
通
り
、
親
鶯

の
思
想
に
お
け
る
基
本
的
立
場
と
し

て
の

「信
心
」
は
、
い
か
な
る
構
造
に
基
づ
く
も
の
で
あ

つ
た

の
か
と

い
う
点
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鶯

の

「
信
心
」

と
は
文
字
通
り

「真
実
心
」
で
あ
り
、
そ
の
真
実
心
を
獲

得

す

る
と

き
、
不
実
な
る
人
間
が
真
実
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
内
容
の
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
真
実
心
は
も
と
よ
り
人
間
の
側

に
属
す
る
も

の

で

は
な

い
。
「
信
心
す
な
わ
ち

一
心
な
り
/

一
心
す
な
わ
ち
金
剛
心
/
金

剛

心

(
1
4
)

は
菩
提
心
/

こ
の
心
す
な
わ
ち
他
力
な
り
」
。
「信
心
」
は
如
来
回
向

の

一
心
で
あ
る
。
凡
夫
の
心
で
は
な
い
。
如
来

の
真
実
心
が
私

の
信
心
と

な
る
。
こ
こ
に
不
実

(世
俗

・
歴
史
)
が

一
層
明
確
に
な
る
。

親
鶯
に
と

つ
て

「
神
祇
」
を
崇
拝
す
る
と
い
う
世
界
は
、
自
我
の
迷

妄
心
、
人
間
の
俗
性

(世
俗
性
)
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
人
間

の
願

望

を
充
足
さ
せ
る
民
族
宗
教
性
そ
の
も
の
で
も

あ

つ
た
。
そ
こ
に
神
祇
不

拝
の
仏
教
的
意
味
が
あ
り
、
積
極
的
意
味
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
仏
法
が
仏
法
自
ら
を
見
失

つ
た
時

「神
祇
」

へ
と
傾
斜
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
視
座
を
喪
失
し
、
民
族
主
義
的
な
仏

教

へ
と
退
落
し
て
い
く
道
で
あ
る
。
民
族
を
、
国
家
を
最
優
先
さ
せ
て

き
た
排
他
的
な
日
本
仏
教
の
歴
史
は
そ
の
こ
と
を
過
不
足
な
く
語

つ
て

い
る
。

神
祇
不
拝
の
本
質
的
意
義

(山

崎
)
 

二
〇
九
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神
祇
不
拝
の
本
質
的
意
義

(山

崎
)
 

一二

〇

わ
れ
わ
れ
は
、
親
鷺
の

「神
祇
観
」
を
問
題
に
し
よ
う

と

す

る
と

き
、
「護

念
」
の
語
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

の
問
題
を

問

う

視
座
で
あ
る
親
鷲
の

「願
力
回
向

の
信
心
」
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し

て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
か
ら
、
「神
舐
不
拝
」
説
の
積
極
的
意
義
と
、
「
神
祇
護
念
」
説

の
本

質

的

意

味

が

明

ら

か

に

な

り
、

「
護

念

」

説

を
通

し

て

「
神

仏

習

合

」
説

へ
向

う

よ
う

な

誤

り

を

超
克

す

る
道

が

開

か
れ

る

で
あ

ろ
う
。

1

『
浄
土
真
宗
聖
典
』
(
注
釈
版
)
西
本

願
寺
刊
、

四
二
九
頁

2
 
同
右
聖
典
、

四

五
三
頁

3
 
同
、

六

一
七
頁
以
下

4
 
同
、

二
五

一
頁

5
 
同
、

五
七
四
頁
以
下

6
 
同
、

七
八
六
頁

7

『
鎌
倉
仏
教
』

一
四
六
頁
以
下

8

『
伝
道
院
紀
要
』
十

三
号

「
専
修
」

三
十

三
頁

9

『
思
想
』

一
九
七
七
年

三
月
号

八

十

五

頁

「
鎌
倉
浄
土
教

の
神
祇
観
」

広
神
清

10

『
日
本
思
想
大
系
』
10

の

一
六

二
頁

11
 
前
掲

『
聖
典
』
六

一
五
頁

「皇

太
子
聖
徳
奉

讃
」

12
 
同
右
、

五
九
六
頁

「高
僧

和
讃
」
源
空

讃

13

『
真
宗
研
究
』

二
十
九
輯

14
 
前

掲
、

『
聖
典
』
五
八

一
頁

「高
僧

和
讃
」

天
親
讃

※
親
驚

の

「
神
祇

不
拝
」
説

に
関

し
て
は
文
中

に
引
用

さ
せ
て
い
た
だ

い

た

『
伝
道
院
紀
要
』

13
 号

の
諸
氏

の
論
考
を
ご
参
照

い
た
だ
き
た

い
。
尚
、

最
近

の
も

の
と

し
て

『
仏
教
と
神
祇
』

(平
楽
寺
書
店
刊
)
所
収

の

論

考
、

『真
宗
研
究
』
三
十
二
輯
の

「神
祇
不
拝
の
現
代
的
意
義
」
松
原
聡
文
氏
等

の
こ
論
考
も
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
神
祇
不
拝
、
神
祇
護
念
、
信
の
立
場

(武
蔵
野
女
子
大
学
講
師
)
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