
親
鶯

の
神
祇
に
対
す
る
態
度

-

神
舐
方
便
説
を
め
ぐ

っ
て
-

築

田

哲

雄

日
本

の
風
土
が
も

つ
宗
教
性
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を

「無
限
抱
擁
」
す
る

「
雑
居
的
寛
容

さ
」
を
特
徴
と
す
る
中
で
、
親
驚

の
そ
れ
は

「大
無
量
寿
経
 
真
実
の

教
 
浄

土
真
宗
」
と
す
る
立
場
よ
り
他
の
教
行
の
宗
教
的
価
値
を
簡
非

す
る

「選
択
の
論
理
」
を
原
理
と
し
て
成
り
立
つ
希
な
る
宗
教

の
一
つ

と
い
え

よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
お
お
か
た
の
教
説
が
受
け
入
れ
て
き
た

神
祇
に
対
し
て
、
親
鷲
は
明
確
な
不
帰
依
神
祇
の
態
度
を
明
か
し
た
こ

と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
修
多
羅
に
拠
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
の
邪
偽
の
異
執
を
教
誠

せ

ば
、
『
浬
繋
経
』
に
言
は
く
。
仏
に
帰
依
せ
ば
、
終
に
其
の
余
の
諸
天
神

に

帰
依
せ
ざ
れ
と

(『真
聖
全
』
皿

一
七
五
頁
)

し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
親
鷲
の
不
帰
依
神
舐
が
、
神
祇
信
仰
を
基
調
と
し

て
諸
宗
教

の
存
在
意
義
を
肯
定
す
る
体
制
の
思
想
か
ら
は
常
に

「偏
狭

性
」
と
し
て
論
難
を
受
け
、
支
配
権
力
か
ら
弾
圧
さ
れ
る
理
由
に
も
な

っ
て
き
た
。
親
驚
以
降
、
そ
う
し
た
論
難
、
弾
圧
に
対
応
し
て
、
真
宗

の
側
か
ら
神
祇
不
帰
依
に
対
す
る
種

々
の
解
釈
が
試
み
ら

れ

て

き

た

が
、
そ
の
大
筋
は
、
親
驚
の
明
か
し
た
不
帰
依
神
祇
の
明
白
性
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
不
透
明
化
さ
ら
に
は
妥
協
-
変
質
化
と
み
る
べ
き
解
釈
さ

れ
た
歴
史
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
不
帰
依
神
祇
が
歴

史
社
会
の
中
に
生
き
つ
づ
け
る
に
は
、
い
か
に
困
難
で
重
々
し
い
課
題

で
あ
る
か
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ

の
困
難
性
ゆ
え
に
不
帰

依
神
祇
が
、
世
俗
と
の
厳
し
い
対
決
を
避
け
え
な
い
親
鷲

の
思
想
の
中

核
と
し
て
位
置
し
て
い
る
こ
と
の
証
し
に
他
な
ら
な
い
。

こ

と

に
今

日
、
「
靖
国
問
題
」
な
ど
に
よ

っ
て
神
祇
信
仰

を
強
要
す
る
動
き

と

同

時
に
、
「
第
三
次
宗
教
ブ
ー
ム
」
と
い
わ
れ
る
宗
教
状
況

に
よ

っ
て
、

我

々
の
中
に
新
し
い
か
た
ち
の
神
祇
を
受
け
入
れ
て
い
く
土
壌
が
形
成

さ
れ
て
き

つ
つ
あ
る
な
か
で
、
真
宗

の
中
に
、
神
祇
不
帰
依
を
貫
く
論

理
と
実
践
が
蓄
積
し
う
る
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な

っ

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號
 
卒
成
元
年
十
二
月
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(築
 
田
)

て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況

の
も
と
に
、
近
年
、
親
鶯

の
神
祇
観
に
つ
い

て
の
諸
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

「神
祇
方
便
説
」
と
も
呼

ぶ
べ
き
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

「神
祇
方
便
説
」
の
特
徴
は
、
不
帰
依
神
祇
と
は
神
祇
を
単
に
非
真

実
と
し
て
否
定
し
、
無
縁
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
実
に
通

入
さ
せ
る
方
便
と
し
て
、
新
た
な
価
値
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
説
で
、

こ
れ
に
は
後
に
み
る
よ
う
に
、
否
定
さ
れ
た
神
舐
も
最
終
的
に
は
仏
教

の
慈
悲
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
肯
定
的
方
便
説
と
、
神
祇
を
否
定

的
契
機

(方
便
)
と
し
て
帰
依
仏
が
成
り
立
つ
と
す
る
否
定
的
方
便
説

が
あ
る
。
親
鷲
の
神
祇
観
を
排
除
か
是
認
か
で
み
る
従
来

の
解

釈

で

は
、
帰
依
仏
と
不
帰
依
神
祇
の
関
係
の
必
然
性
を
見
出
だ
せ
な
い
と
し

て
、
そ
の
克
服
の
論
理
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
趣

に
関
わ
り
な
く

「神
祇
方
便
説
」
の
も
つ
方
向
性
は
、
さ
き
に
述
べ
た

親
驚
以
降

の
真
宗

の
神
祇
信
仰

へ
の
妥
協
-
変
質
化
の
歴
史
を
追
認
す

る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
「神
祇
方

便

説
」
の

概
要
と
そ

の
問
題
性
を
述
べ
よ
う
。

二

「神
祇
方
便
説
」
が
出
さ
れ
た
直
接
の
契
機
は
、
親
鶯

の
不
帰
依
神

舐
と
明
か
す

一
方
、
神
祇
不
可
粗
略
-
神
祇
護
念
を
説
く
、

一
見
矛
盾

す
る
説
示

に
対
し
て
、
両
者

の
矛
盾
を
ど
う
解
す
る
か
、
に
つ
い
て
提

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
舐
不
可
粗
略
-
神
祇
護
念
を
明
確
に

説

く

資

料

と

し

て
、

建

長

六

年

九

月

二

日
付

の
親
鷺

の
消

息

が

あ

げ

ら

れ

る
。

ま
つ
、

よ
う
つ

の
仏
-

菩
薩
を
か
ろ
し

め
ま
い
ら
せ
、
よ
う
つ

の
神
祇
-

冥

道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま

つ
る
と
ま

ふ
す

こ
と
、
こ
の
こ
と
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
い
で
ず
あ

り
し
ゆ

へ
に
、
肱
劫
多
生

の
あ
い
だ
、
諸
仏
-

菩
薩

の
御
す

玉
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
い
ら
せ
て
さ

ふ
ら

ふ
御
恩

を

し
ら
ず
し
て
、
よ
う
つ

の
仏
-

菩
薩
を
あ
だ
に
ま
ふ
さ
ん
は
、

ふ
か
き
御
恩

を
し
ら
ず
さ
ふ
ら
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
か
み
は
、
か
げ

の
か
た
ち
に
そ

へ
る
が
ご
と
く
し
て
ま

も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と

に
て
さ
ふ
ら

へ
ば

、
念
仏

を
信

じ
た
る
身
に
て
、
天
地

の
か
み
を
す
て
ま
ふ
さ
ん
と

お
も
ふ
こ
と

、
ゆ
め
ゆ

め
な
き

こ
と
な
り
。

(
『
真
聖
全
』
皿
七
〇
〇

頁
)

1
、

神

祇
肯

定

的

方

便

説

(1
)

〈
阿
満
利
麿
氏
の
説
〉

、

親
鷺
の
伝
道
が
村
落
共
同
体
に
及
ぼ
う
と
し
た
と
き
、
禁
忌
や
神
舐

の
問
題
を
無
視
出
来
な
く
な
っ
た
。
「
方
便
化
身

土
」
巻
に
お
い

て
批

判
の
対
象
と
な
っ
た
、
定
散
二
善
や
自
力
、
外
道
と
は
、
村
落
共
同
体

の
維
持
、
強
化

の
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
思
惟
と
い
う
こ
と
が

で
き

る
。
い
ず
れ
も
、
現
世
で
の
モ
ラ
ル
の
強
化
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
善
根
功
徳
尊
重
は
、
共
同
体
の
安
定
に
も
有
効
で
あ

っ
た
。
と
り

わ
け
、
神
祀
祭
祀
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う
忌
み

の
強
調
は
、
そ
れ
に
よ
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っ
て
村
落

の
団
結
を
は
か
る
恰
好
の
手
段
を
提
供
す
る
。
親
驚
は
、
漂

泊
の
聖
と
し
て
、
村

々
を
経
め
ぐ
り
な
が
ら
、
村
落
共
同
体
を
維
持
発

展
さ
せ
る
精
神
と
の
葛
藤
、
相
剋
を
経
験
し
、
次
第
に
、
そ
れ
ら
を
い

か
に
包
摂
す
る
か
と
い
う
問
題
に
腐
心
し
、

つ
い
に
、
方
便
に
よ
る
救

済
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
親
鶯
は
、
絶
対
他
力
か
ら
遠
い
教
え
で
も
冠
そ
れ
を
否
定

し
捨
て
去

る
の
で
は
な
く
、
方
便
の
名
に
よ
っ
て
包
摂
し
、
絶
対
他
力

へ
と
転
ぜ

し
め
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
。
す
な
わ
ち
天
神
も
鬼
神
も
、

星
宿
も
魔
も
暦
日
も
、
そ
の
お
こ
り
は
、
「衆
生
を
憐
慰
せ
む
が

ゆ

へ

に
、
正
法

の
と
も
し
び
を
熾
然
な
ら
し
む
」
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
の
で
あ

り
、
そ

の
も
と
の
意
味
に
早
く
め
ざ
め
よ
と
説
く
。
ま
た
、
祭
祀
に
つ

い
て
は
、
先
祖
祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
神

々
も
、
「俗
を
こ
し
ら
ふ
る
」

方
便
で
あ

っ
て
、

一
日
も
早
く
そ
の
方
便
性
に
め
ざ
め
よ
と
説
く
。

親
鷺
が
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
批
判
し
た
聖
道
門
や
外
道
に
つ
か
え
る

人
々
に
対

し
て
も
、
最
終
的
に
は
方
便
の
論
理
を
つ
か

っ
て
救
済
し
よ

う
と
試
み
る
の
も
、
仏
教
の
慈
悲

の
精
神
に
も
と
つ
く
。

2
、
神
祇
否
定
的
方
便
説

〈
田
代
俊
孝
氏

の
説
〉

親
鷲

の
神
祇
観
は
、
厳
し
く
神
祇
不
拝
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
信

心
獲
得

の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
、
そ
れ
が

「方
便
」
と
し
て
、
否
定
的
契

機
、
否
定
的
…媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
立
場
で
、
「
天
地
の
神

を
す

て
ま
ふ
さ
ん
お
も
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
」
と
言
わ
れ
た

と
の
見
方
で
あ
る
。

神
祇
が

「方
便
」
と
し
て
否
定
的
契
機
、
否
定
的
媒
介

と

な

る

と

は
、
神
祇
に
た
よ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
か

え

っ
て
、
神
祇
自
力
行
の
不
成
就
を
導
き
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
そ
の

功
徳
を
積
む
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
を
知
ら
し
め
、
自
己
の
醜
い
現
実

を
赤
裸
々
に
自
覚
さ
せ
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
か
ら
、
神
祇
を
祈
る
自
力
心
を
ひ
る
が
え
し
て

「帰
依
三
宝
」
の

世
界
に
廻
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

〈
池
田
勇
諦
氏
の
説
〉

(池
田
氏
は
、
蓮
如
の
神
祇
観
が
親
鶯
の
神
祇
不
帰
依
の
精
神
に
比
し
て
妥

協
的
-
二
元
的
な
も
の
と
し
て
多
く
受
け
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反

論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。)

神
舐

「方
便
」
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
修
す
る
心
を
す

て
、
ま

た
諸
神
諸
仏
に
追
従
も
う
す
心
を
も
み
な
う
ち
す
て
」
ら
れ
た
事
実
へ

の
帰
向
に
ょ
る
真
実

へ
の
謝
念
の
跡
づ
け
で
あ

っ
て
、
何
よ
り
も
神
祇

が
弥
陀
に
帰
命
す
る
否
定
的
契
機
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
神
祇
不
帰
依
は
、
「
諸
神
-

諸
仏
-

菩
薩
を
か
ろ

し

む
」
る

神
祇
排
除

の
姿
勢
化
を
ゆ
る
さ
な
い
。
「
あ
な
が
ち
に
こ
れ
を
か

ろ

し

む
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ

っ
て
、

か
ぎ
り
な
く

「
諸
神
諸

仏

に
追
従
も
う
す
」
行
者
わ
れ
自
身
を
問
い
続
け
て
い
く
痛
み
の
歩
み

を
賜

っ
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
化
身
の
思
想
に
基
づ
く

「方
便
」
は
、
簡
捨

の
意
と
し
て
の
神
祇

親
鶯
の
神
舐
に
対
す
る
態
度

(築
 
田
)

-51-



親
鷲
の
神
祇
に
対
す
る
態
度

(築
 
田
)

不
帰
依
と
、
通
入
の
意
と
し
て
の
神
祇
不
可
粗
略
と
を
内
実
と
す
る
こ

と
に
お
い
て
、
神
祇
に
対
す
る
是
認

の
論
理
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ん

や
排
除
の
論
理
で
も
な
い
。
ど
こ
ま
で
も

「
雑
行
を
な
げ
す
て
て

一
心

に
弥
陀
に
帰
命
」
す
る
自
覚
の
道
理
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
思
念
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。三

か
く
し
て
神
祇
方
便
説
は
、
神
祇
を
肯
定
的
に
せ
よ
、
ま
た
否
定
的

契
機
-
否
定
的
媒
介
と
し
て
に
せ
よ
、
真
実

へ
の
通
入
の
方
便
と
な
る

こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
出
拠
と
し
て
前
掲
の
消
息
に
み

ら
れ
る
神
祇
不
可
粗
略
-
神
祇
護
念
の
説
示
を
あ
げ
る
が
、
は
た
し
て

そ
れ
は
神
祇
の
方
便
な
る
こ
と
を
明
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
仏
-

菩
薩
と
同
様
に
神
祇
-
冥
道
の
不
可
粗
略
を
説
く
が
、
た
と

え
ば
蓮
如
が

「
諸
神
.
諸
仏
-
菩
薩
を
も
お
ろ
そ
か
に
す
べ
か
ら
ず
」

(『御
文
章
』
二
帖
目
六
通
)
と

両
者
を

一
括
り
に
並
べ
る
こ
と
な
く
、
別

々
に
不
可
粗
略
を
説
く
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
仏
-
菩
薩
に
限

っ
て
、
「
い
ま
ま
う
あ
ひ
が
た
き
弥
陀
の
ち
か
ひ
に
あ
ひ
ま
い

ら

せ
」

た
の
は
、
「無
量
無
辺
の
諸
仏
-
諸
菩
薩

の
利
益
」
で
あ

り

「諸
仏
-

諸
菩
薩
の
御
す
玉
め
」
と
真
実
通
入
の
方
便
と
な
し
、
そ
こ
か
ら
注
意

深
く
神
祇
-
冥
道
が
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
夫

一
切
の
神

も

仏

と
申
も
、

い
ま
こ
の
う
る
と
こ
ろ
の
他
力
の
信
心
ひ
と
つ
を
と
ら
し
め

ん
が
た
め
の
方
便
に
し
(『御
文
章
』
二
帖
目
十
通
)
と
、
神
-

仏
と
も
に

方
便
と
明
示
す
る
蓮
如

の
神
祇
観
と
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
。

親
鷺
が
こ
の
よ
う
に
仏
-
菩
薩
と
神
祇
-
冥
道
の
両
者
の
区
別
に
注

意
を
払
う
の
は
、
『
化
身
土
文
類
』
に
明
か
さ

れ

る

「
仮
」
と

「
偽
」

の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
化
身
土
文
類
』
'冒
頭

の
要
門
説
意
に
、

然
る
に
、
濁
世
の
群
雨
、
糠
悪
の
含
識
、
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で

て
半
満
-
権
実
の
法
門
に
入
る
い
え
ど
も
、
真
な
る
者
は
甚
だ
以
て
難
く
、

実
な
る
者
は
甚
だ
以
て
希
な
り
、
偽
な
る
者
甚
だ
以
て
多
く
、
虚
な
る
者
は

甚
だ
以
て
滋
し
。
是
を
以
て
釈
迦
牟
尼
仏
、
福
徳
蔵
を
顕
説
し
て
群
生
海
を

誘
引
し
、
阿
弥
陀
仏
如
来
、
本
誓
願
を
発
し
て
普
く
諸
有
海
を
化
し
た
ま

ふ
。

(『
真
聖
全
』
∬
一
四
三
頁
)

と
、
邪
道
-
外
道
を
出
た
仏
弟
子
が

な

お

「
偽
」
(
--
六
十
二
見
、
九
十

五
種
の
邪
道
)
を
引
き
ず
り

「偽
」
に
転
落
し
て

い
く
現
実
に
対
し
て
、

釈
迦
仏
が
そ
れ
ら
を
真
実
に
誘
引
せ
ん
た
め
の
方
便
と
し
て
仮
門
を
顕

説
さ
れ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
あ
る
。
と
す

る

と
、
「偽
」
に
陥

っ
た

者
を
真
実
に
誘
引
す
る
方
便
と
し
て
要
門
、
仮
門
が
説
か
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
「偽
」
そ
の
も

の
が
方
便
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
は

な

い
。
こ

の
文
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
鷲
に
と

っ
て
方
便
と
は
、
あ
く
ま
で

も
仏
が
方
便
と
説
か
れ
た
教
説
で
あ
る
ゆ
え
に
方
便

(仮
門
)
と

な

り

う
る
の
で
あ

っ
て
、
仏
説
で
も
な
い
、
ま
し
て
教
誠
さ
れ
る
べ
く

「
外

教
邪
偽
の
異
執
」
(『真
聖
全
』
皿
一
四
三
頁
)
の
最
た
る
神
祇
が
方
便
と

な
る
べ
く
も
な
い
。

さ
ら
に

「否
定
的
方
便
説
」
の
い
う
と
こ
ろ

の
否
定
的
契
機

(方
便
)
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と
は
、
「
神
祇
に
た
よ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

か
え

っ
て
神
祇
自
力
行
の
不
成
就
を
導
き
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
そ
の
功

徳
を
積
む
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
を
知
ら
し
め
」
る
こ
と
で
あ
る
な
ら

ば
、
真
実

の
世
界
に
入
る
に
は
、
い
よ
い
よ
真
剣
に
神
舐
を
た
よ
れ
と

い
う
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
は

「神
祇
妥
協
説
」
に
ま
さ
る
神
祇
肯
定
論

で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
真
実
信
心
を
獲
得
し
た
も
の
か
ら
み
れ
ば
、
自
ら

が
神
祇
に
迷

っ
て
い
た
こ
と
ま
で
が
、
大
悲
願
海
に
包
ま
れ
て
い
た
と

知
ら
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
外
教
ま
で
方
便
と
し
て
包
み
こ

(4
)

ん
で
い
く
願
海

の
広
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る

と

き
、
親

驚
の
神
祇
不
帰
依
と
明
か
す

「選
択
の
論
理
」
は
、
「願
海

の
広

さ
」

の
名
に
よ

っ
て
神
祇
ま
で
が
包
摂
さ
れ
全
面
肯
定
さ
れ
た
論
理
に
変
質

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

親
鶯
の

「
仏
に
帰
依
せ
ば
、
終

に
其
の
余

の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ

と
」
の
説
示
は
、
帰
依
仏

(信
心
)
が
世
俗

の
只
中
で
の
事
態
で
あ

る

が
ゆ
え
に
、
世
俗
と
り
わ
け
、
世
俗
性
の
思
想
的
集
約
と
し
て
存
在
す

る
神
祇
に
対
し
て
厳
然
た
る
不
帰
依
の
態
度
を
保
持
す
る
こ
と
に
お
い

て
の
み
形
成
し
う
る
こ
と
を
、
ま
た
帰
依
仏
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
出

世
を
遮
蔽
す
る

(魔
は
煩
悩
よ
り
し
て
菩
薩
を
妨
げ
る
『真
聖
全
』

二
〇

一

頁
)
本
質
が
見
す
え
ら
れ
、

い
よ
い
よ
神
祇
不
帰
依
の
姿
勢
が
貫
か
れ

て
い
く
こ
と
を
明
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
不
帰
依
神
紙
が
必
ず
し
も
帰
依
仏
を
志

向
し
、
帰
依
仏
を
必
然
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
帰
依
仏

と
は
関
係
な
く
、

た
と
え
ば
体
制
変
革
を
の
み
目
的
に
す
る
立
場

(む

ろ
ん
帰
依
仏
に
お
け
る
不
帰
依
神
祇
に
は
社
会
変
革
の
論
理
を
も
内
在
す

る

が
)
に
お
け
る
不
帰
依
神
祇
も
あ
り
う
る
。

親
鷲

の
消
息
に
説
く
神
祇

不
可
粗
略
は
、
念
仏
者
に
お
け
る
こ
う
し
た
帰
依
仏

(信
心
)
を
離

れ

た
と
こ
ろ
で
の
諸
仏
や
神
祇

へ
の
粗

略

(造
悪
無
碍
)
が
、
結
局

「
念

仏
信
ぜ
ず
弥
陀
の
御
名
を
と
な

へ
ぬ
身
」
(『真
聖
全
』
皿
七
〇

一
頁
)
と

な
る
こ
と
を
明
か
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
神
祇
を
真
実
通
入
の

方
便
と
位
置
付
け
た
も

の
で
は
な
い
。

か
く
し
て
親
鷲
の
神
祇
不
可
粗
略
の
説
示
が

、
神
祇
方
便
説

の
神
祇

を
真
実
の
は
た
ら
き
、
方
便
と
ま
で
意
味
付
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
と

き
、
た
と
え
そ
れ
が
否
定
的
契
機
と
し
て
で
あ

っ
て
も
、
世
俗
と
対
峙

す
る
信
心
の
性
格
を
、
不
帰
依
神
祇
と
、
日
常

に
せ
ま
ら
れ
る
念
仏
者

の
具
体
的
な
態
度
決
定
の
問
題
と
し
て
提
示
し
た
親
鷺
の
説
示
を
、
不

透
明
化
、
観
念
化
し
、
安
易
に
世
俗
と
妥
協
す

る
道
を
開

く

と

同

時

に
、
神
祇
を
も
包
摂
す
る
と
い
う

「方
便
説
」
が
、
事
実
は
逆
に
方
便

の
名
に
よ

っ
て
神
祇
に
包
摂
-
解
消
さ
れ
る
危
険
性
が
極
め
て
強
い
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

1
 
阿
満
利
麿

『
中
世

の
真
実
』

二
四
七
-

二
六
五
頁

2
 

田
代
俊
孝

『
親
驚

の
神
祇
観

』
(
日
本
仏
教
学
会
編

『
仏
教
と
神
祇
』
)

3
 
池

田
勇
諦

『
蓮
如

の
神
祇

理
解

を
問

い
か
え
す
』
(
『
真
宗
研
究
』

三
十

二
輯
)

4

前
掲

『
親
攣
…の
神
祇
観

』
二
五
五
頁

〈

キ
ー
ワ
ー
ド
〉
 

神
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説
、
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依
神
祇
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院
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