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の

寛
弘
五
年
（
一

〇
〇
八）

九

月
の

御
産
時
に
は

「

い

た
ぐ

き
に
は

う
ち

ま
き
を
雪
の

よ

う
に

ふ

り
か
・

り
」

（
『

紫
式
部
日
記
』

）

、

自
川
院
中
宮
の

承
保
元
年
（
一

〇
七
四）

十
二

月
の

御
産
時、

産
屋
を

「

雪
の

山
に

入
り

た

ら
ん

心
地
」

（
『

栄
花
物
語
』

）

と

あ
る

こ

と

は
留

意
さ
れ
る

。

泰
澄
生

誕
時
の

降
雪
も
雪
の

山
の

表
出
で

あ
っ

た
。

お
産
は

年
中
あ
る

こ

と

で

あ

り、

従
っ

て

白
山
の

雪
は

消
え
残
る

こ

と

が

肝
要
で

千
歳
雪
で

な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ

た
。

白
山
社
が

西
国
に

比
し
て

東
国
に

多
く
分

布
す
る

事
実

は

降
雪
と
関
係
あ
ろ

う
。

　
四

つ

に
、

空

海
入

定
信

仰
は

五

来

重
氏

が

『

金

剛
峰

寺
建
立

修

行
縁

起』

成
立
年
の

康

保
五

年
（
九
六
八）

を
ま
た
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

と
し
、

泰
澄
入
定
は
法
華

経
か
ら

解
釈
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

法

華
経
の

説
く

常
在
霊
鷲
山
を

「

わ
し
の

山
ま
た
有
明
の

月
も
み
す
世
を
う
き
雲
に

そ
ら

が
く
れ
し
て
」

（
『

久
安
六

年
御
百

首』
）

の

よ

う
に、

涅
槃
が
虚
隠
れ
に

生

成
さ
れ
は
じ
め

る
と、

泰
澄
の

入
定
留
身
が

説
か
れ
る

こ

と

に

も
な
り

、

白
山
禅

定
と
女
入

禅
定
が

成
立

す
る
の

で

あ
る

。

こ

の

禅
定
の

原
初
形
態

は

御
山
信
仰
時
代
の

成

年
式
と
、

記
紀
の

伊
弉
諾
尊
の

黄
泉

帰
り
と

人
の

生

死
起
源
神
話
に

求
め
ら
れ

、

白
山
神
も
諾
冉
や
菊
理
媛
に

な
っ

た
。

　
五
つ

に
、

現
存
す
る

『

泰
澄
和
尚
伝
』

成
文
化
は

天
台
末
と

な
っ

た
越

前
馬
場
本
宮
の

平

泉
寺
が

大
き
く
関
与
し
て

お
り、

弘

安
五

年
（
一

二

八

二
）

に

は

成
立
し

て

い

た
こ

と

を

知
る

（
「

鎌
倉
遺

文
』

　一

四
七
六

二

号

文

書
）

。

白

山
が

如
法
経
修
行
の

霊
山
で

、

平
泉
寺
が
天

台
末
で

あ
っ

た

立

場
か
ら

、

『

泰
澄
和
尚
伝
』

を

解
釈
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。

祈
疇
寺
院
に

お

け
る

聖
地
空
間
と

信
者
の

ニ

ー

ズ

阿

　
部
　
友

　
紀

　
本
発
表
で

は
、

善
宝
寺

境
内
を

A
寺
院
中

央
部
、

B
貝
喰
池

、

C
龍
澤

不
動
尊、

D
持
国
岩
の

四
区
域
に

分
け
て

概

観
し

、

聖
地
空
間
の

再
編
成

が

い

か

に

な
さ
れ
て

い

っ

た
か
を

指
摘
し
た

。

A
の

寺

院
中
央
部
に、

善

宝
寺
の

修
行
寺
・

回
向
寺
・

祈

禧
寺
の

機
能
が
集

約
さ
れ

る

よ

う
堂
舎
を

拡
大
し
て

き
た

。

信
者
は

こ

の

中
心
部
に
参
拝
し

祈
禧

等
を

受
け
る

が
、

イ
ニ

シ

ア

チ

ブ
は

信

者
に
で

は

な

く

僧
侶
に

あ
る

。

D
の

持
国
岩
の

場

合、

聖
地

と

し
て

の

機
能
を

実
質
上
失
っ

て

い

っ

た
。

対
し

て

B
の

貝
喰

池
の

場
合、

お
水
取
り
式
の

事
例
で

は
、

信

者
側
に

よ

っ

て

儀
礼
の

実
施

に

関
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た

し
た

。

こ

の

儀
礼
が

貝

喰
池
を

舞
台
に

行

な
わ

れ
る

と

い

う
こ

と

は
、

貝
喰
池
が
龍
神
が
棲
む
池
で

あ
る

と
い

う

伝

承
と

関

係
が

深
い
。

中

央

部
の

龍
王

殿
は

龍

神
を

．

祀
る
”

場
所
で

あ

り、

貝
喰
池
こ

そ
が
龍
神
が

“

棲
む
”

信
仰
の

聖
地
で

あ
る

と
い

う
信

者

が

多
い

。

つ

ま
り
大
本
堂
に

て

僧
侶
に

よ

っ

て

執
行
さ
れ
る

祈

禧
か
ら

得

ら
れ

る

「

ご

利
益
」

と
、

貝
喰
池
に

信
者
自
ら
が
赴
き

、

祈
り
を
捧
げ
る

こ

と
に

よ

っ

て

得
ら
れ
る

「

ご

利
益
」

の

二

種
が
意
識
さ
れ

て

い

る
。

仏

教
儀
礼
の

祈
磚
会
・

読
経
に

よ

る

功
徳
と
、

地
主
神
・

守
護
神
で

あ
る

龍

神
を

信
仰
す
る

こ

と

で

得
ら
れ
る

「

ご

利
益
」

を
両
立

さ
せ
る

こ

と

で

善

宝
寺
信
仰
が
成
立
し
て

い

る
。

前
者
の

祈
疇
・

読
経
は

寺
院
側
陛

僧
侶
中

心
だ
が
、

後
者
の

貝
喰
池
を
中
心
と

し

た

龍
神
信
仰
に

関
し
て

は
、

信
者

に

よ

る

イ

ニ

シ

ア

チ

ブ

に

よ

り
儀
礼
が

実
施
さ
れ
維
持
さ
れ
て

き
た

。

C

の

龍
澤
不
動
尊
の

場
合、

信
者
の

自
発
的
な
イ
ニ

シ

ア

チ

ブ
に

よ
っ

て

聖

384（1218）
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地
空
間
の

整
備
が

行
な

わ
れ

た

と
い

う
の

は
、

お

水
取
り
の

事
例
と
同

様

の

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

お

水
取
り
で

は

龍
神
に

託
宣
に

基
づ

き
儀
礼
を

実

施
し

、

さ
ら
に

は

「

龍
神
の

血
」

と
い

う
意
味
付

け
に

よ

り
儀
礼
を

実
際

的
な

「

ご

利
益
」

と

結
び
つ

け
た

。

対
し
て

不
動

尊
の

場
合
は

、

霊
能

者

の

霊

夢
と
い

う
か

た

ち
で

整
備
を

う
な
が

し、

寺
院
側
の

協
力
を

得
て

い

る
。

そ
の

際
に

は

不
動
尊
を

荒
廃
さ

せ

た

ま
ま
だ
と
善
宝
寺
の

験

力
が
半

減
す
る
と
い

う
解
釈
が

な
さ

れ

て

い

る
。

そ
の

点
で

は

信
者
に

よ

り
聖
地

空
間
の

再

解
釈
と

拡
張
が

行
わ
れ

た

と
い

え
る

。

　

も
う
一

点
重
要
な

の

は
、

貝

喰
池
の

お

水
取
り
の

儀

礼
と

「

龍
神
の

血
」

と

い

う
言
説

、

不
動

尊
に
お

け
る

「

験

力
の

半

減
」

と
い

う
言

説

が、

寺
院
側
11

僧

侶
に

よ
っ

て

そ
の

宗
教
的
解
釈
が
受
容
さ
れ
た
と

い

う

こ

と
で

あ
る

。

つ

ま

り
寺
院
11

僧
侶
側
も
信
者
の

勝
手
な
解

釈
で

あ
る

と

拒
絶
せ

ず
、

信
者
か

ら
の

要
請
と
い

う
形
で

寺
院
内
に

位
置
づ

け
て

い

っ

た
。

な
ぜ
善
宝
寺
は

信
者
か
ら
の

要
請
を

取
り
入
れ
て

い

く
こ

と
が
で

き

た

か
に

つ

い

て
、

そ

の

要

因
を
四

点
指
摘
し

て

お
き
た

い
。

一

つ

に

は
善

宝
寺
の

信
者
の

拡

大、

龍
王
講
の

発
展
と
い

う
方
針
に
合
致
し
た
こ

と
が

あ
げ
ら
れ
る

。

二

点
目
と
し
て、

信
者
か
ら

要
請
が
曹
洞
宗
寺
院
と

し
て

の
、

ま
た
は
教
義
の

根
幹
に

関
わ
る

よ

う
な

要
請
で

は

な
か
っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ
る

。

．
二

点
目
は

僧
侶
に

イ
ニ

シ

ア

チ

ブ

が
あ
る

寺
院
中
央
部
の

再
編
を
促
す
こ

と
で

は
な
か
っ

た
と
い

う
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る

。

信
者
が

要
請
し
た
の

は

貝
喰
池
と

不
動

尊
と
い

う
、

中
心
部
か
ら
離
れ

た

周
辺
地

区
で

あ
る

。

中
央
部
の

再
編
を

信
者
か
ら

促
さ
れ
る

よ

り、

相
対
的
に

抵

抗
が
低
か
っ

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

最
後
に

信
者
の

要
請
は
、

既
存

の

聖
地
空
間
に

対
し
て

再
解
釈
に

よ
る

意

味
づ

け
を
し
た
も
の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る．、

お
水
取
り
の

場
合、

以
前
は

行
な
っ

て

い

た

行
事

を

”

復
活
”

さ
せ

た
こ

と
に

な
っ

て

い

る
。

龍
澤
不
動

尊
も
以

前
に

不
動

明
王
の

霊

場
で

あ
っ

た
と
こ

ろ

に

．

験
力
の

半
減
”

か
ら
の

回

復
と
い

う

論

理
で

整

備
し

て

い

っ

た
。

こ

の

よ
う
な
信
者
の

要

請
は、

新
た
な
聖
地

の

設
置
や

既
存
の

聖
地
を

否
定
す
る

も
の

で

は
な
く、

既
存
の

聖
地
空
間

を

他
の

解
釈
で

再
認
識
す
る

も
の

で

あ
っ

た
こ

と
が、

僧
侶
に

受
容
さ

れ

る

結
果
を
生
ん

だ
と
い

え
る

。

信
者
か
ら
の

要
請
が
善
宝
寺
の

立

場
と
対

立

す
る

よ

う
な
内

容
で

は
な
か
っ

た
が
ゆ

え
に

、

そ
の

要
請
が

寺
院
側
に

よ
っ

て

「

正
当

性
」

を
与
え
ら
れ、

聖
地
空
問
の

冉

編
成
に

つ

な
が
っ

て

い

っ

た
と

い

え
る

。

仏
神
の

現

代
的
展
開

　
　
　
　

金
毘
羅
神
の

ポ

ス

ト

モ

ダ

ン

ー
白

　
川

　
琢

　
磨

　
冖

般
に

「

金
毘
羅
さ
ん
」

と

し
て

親
し
ま
れ
て

き
た

讃
岐
の

国
、

象
頭

山
の

金
毘
羅
大
権

現
の

史
料
ト

の

初
出
は、

元
亀
四

年

二

五
七
三）

の

金

毘
羅
堂
建
立

棟
札
で

あ
る

。

そ

こ

に

は
、

「

金
毘

羅
干

赤
如

神
」

の

宝

殿
を
造
営
し
た

の

が
「

松
尾
寺
別
当
金

光
院
権
少
僧
頭

宥
雅
」

で

あ

り
、

本

尊
鎮
座
の

法
楽
の

導
師
が

コ
咼

野

山
金
剛
三

昧
院
権
大
僧
頭

法
印
良

昌
」

で

あ
っ

た

こ

と
が
記
さ
れ
て

い

る
。

当
時、

松
尾

寺
の

本

尊
は

本
堂

（

観
音
堂）

に

祀
ら
れ
る

十
一

面
観

音
（
聖

観
音
と

の

説
も
あ
る
）

で

あ

り、

本
堂
北
方
に

は
鎮
守
神
と

し
て

「

三

十
番
神
」

が
祀
ら
れ
て

い

た
。

本
堂
の

別
当
は

「

普
門
院
西
淋

坊
」

で

あ
っ

た

と

推
察
さ
れ
る

。

こ

の

金

毘

羅
堂
の

建
立
を

起

点
と

し

て
、

金

毘
羅

神
の

三

十
番
神
に

対
す
る
凌

駕、

金
光
院
の

普
門
院
に

対
す
る

凌
駕
が
進
行
し、

や
が
て

金

光
院
の
一
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