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の

夫
婦
が
見
受
け
ら
れ

る

こ

と

で

あ
る

。

全
体
の

三

割
強
に

あ
た

り、

坊

号
を
持
つ

出
家
者
に

い

た
っ

て

は
五

人

中
三

人

が

妻
帯
者
で

あ

る
。

ま

た、

名
帳
と

は

別
の

個
所
に

は

親
子
で

帰

敬
し

て

い

る

事

例
も

記
さ

れ
て

い

る
。

こ

こ

に

初
期
真

宗
教
団
に

お

け
る

念
仏
の

広
が
り
の

特
徴
を
見
る

こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

よ

う
な

構
成
は

三

河
地
方
に

限
ら
れ

る

ロ

ー
カ

ル

な

現
象
で

は

な
く、

例
証
と

し

て

真
宗
門
徒
の

男
女
が
セ

ッ

ト

で

描
か

れ

る

絵
系
図
が

あ
る

。

真

宗
佛
光
寺
派
本
山
に

伝
来
す
る

絵
系
図
に

は
、

序

題
を

存
覚
が

書
い

て

い

る

か

ら
、

十
四
世

紀
の

真
宗
教
団
の
一

形
態
と

見

る
こ

と

が

で

き
る

。

遊

君
へ

の

教
化
に

つ

い

て

も
、

法
然
聖
人
の

絵
伝
に

描
か

れ

る
と

こ

ろ
で
、

法
然
聖

人

在
世
時
か

ら

の

浄
土
宗

教
団
の

様
相
を

伝
え
て

い

る

と

言
え
る

。

　

最
後
に

ど

の

よ

う

に

念
仏
が

弘
め

ら
れ
た
の

か
、

念
仏
興
行
の

具
体
的

内
実
に

つ

い

て

考
え
て

み

た
い

。

こ

こ

に

い

う

念
仏
興
行
と
は、

現
在
の

真

宗
寺
院
が

行
う

布
教

伝
道
で

は

な

く、

法

然
、

親
鸞
に

先
行
す
る

念
仏

の

形
態
を

想
定
す
る

必

要
が

あ
る

。

そ

れ

を

解
明
す
る

キ

ー

ワ

ー

ド
が

『

相
承
日
記
』

の

「

聖
」

「

念
仏
ヲ

勧

進
」

「

名
帳
」

コ

咼

田
ヘ

マ

イ
ル
」

の

語
句
で

あ

る
。

「

聖
」

「

念
仏
ヲ

勧
進
」

「

高
田
ヘ

マ

イ
ル
」

に

つ

い

て

は
、

勧
進
聖

の

主
体
が

鎌
倉
時

代
に

弥
陀
信
仰
と

聖

徳
太
子
信
仰
を

弘
め

た

善
光
寺
聖
で

あ
っ

た

こ

と
を
示
し
て

い

る
。

三

河
地
方
に

中
世
の

聖

徳

太
子

信
仰
を

伝
え
る

建
築、

彫
刻

、

絵
画、

書
跡
が

多
数
伝
わ
る

の

は、

そ

の

証
左
と

い

え
る

。

「

名
帳
」

に

つ

い

て

は
、

日

課
念
仏
を

記
さ

な
い

だ

け
で

聖
徳
太
子
信
仰
と

関
係
の

深
い

融
通
念
仏
の

名
帳
に

類
似
し
て

い

る
。

そ
の

こ

と

か

ら

当
初
行
わ
れ

た

念
仏
は、

名
帳
記
載
と

と

も

に

融
通

念
仏、

踊
り

念
仏、

坂
東
節
と

い

っ

た

集
団
的
な
念
仏
詠
唱
で

あ
っ

た
と

考
え
ら
れ

る
。

そ

の

こ

と

は
、

顕
智
の

兄
弟
弟
子
で

あ
る

真
正
が

「

大
念

仏

衆
」

で

あ
っ

た

こ

と

や、

『

相

承
日

記
』

の

名
帳
に

白
拍
子
の

遊

君
三

名
が

記
載
さ

れ
て

い

る

こ

と

な
ど

か

ら
も

事
実
と

し
て

認
め
ら
れ
る

。

ま

た、

奥
三

河
に

多
様
な

踊

り
念
仏
が

伝
わ

っ

て

い

る

こ

と

も

傍
証
と

な

る
。

で

は、

三

河
の

真
宗
草
創
期
に

行
わ

れ
た

集
団
的
な

念
仏
詠
唱
と

は、

ど
ん

な

も

の

で

あ
っ

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

地
域
は

異
な

る
が
、

毎
年

八
月
四
日

の

顕
智
忌
に

如
来
寺
と

太
子
寺
（

と

も

に

三

重
県
鈴
鹿
市
三

日

市）

を

中
心
に

行
わ
れ

る

「

オ
ン

ナ
イ

念
仏
会
」

（
三

重
県
無

形
民
俗
文

化
財）

が
、

原

初
性
を
伝
え
る
モ

デ
ル

ケ

ー

ス

と

し

て

参
考
に

な
る

。

舞

踊
が

な
い

だ
け
で

、

集
団
で

お

ん
な
い

念
仏
和
讃
を

詠
唱
し、

行
道
す
る

と

い

う
大

念
仏
の

形
態
を

と

る
民
俗

的
鎮
送
儀
で

あ
る

。

三

河
地
方
で

は

真
宗
教

義
に

基
づ

く

信
仰
や

美
術
が

確
立

す
る

中
で、

原
始
的
大

念
仏
は

淘
汰
さ

れ、

伝
承
は

途
絶
え

た

も
の

と

考
え
ら
れ
る

。

存
覚
に

お

け
る

聖
道
門
理

解
の
一

考
察

赤

井

智
　
顕

　
存

覚
の

聖
道
門
に

対
す
る

理

解、

す

な

わ

ち

聖

浄
帰
一

論
や

法
華
念
仏

同
体
論
と
い

っ

た

主
張
は、

宋

世
聖

道
門
に

よ

る

得
道
を

容
認
す
る
も
の

で

あ
り、

親
鸞
に

は

見
ら

れ

な
い

特
徴
的
な
も
の

で

あ
る

。

し
か

し
、

存

覚
が

こ

の

様
な

仏
教
理
解
を

語
る

背
景
に

は

当
然、

存
覚
自
身
の

「

聖
道

門
」

そ
の

も
の

に

対
す
る
捉
え
方
が
多

分
に

影
響
し

て

い

た
も
の

と

考
え

ら

れ
る

。

　
存
覚
の

著
述
を
窺
え

ば
、

二

通
り
の

聖
道
門
理
解
が

存
し

て

い

た

こ

と
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を

確
認
す
る
こ

と

が

出
来
る。

一

つ

は

「

此
土
の

得
道
を

あ
か

す
教
を
も

て

聖

道
門
と

し、

他
土
の

得
生
を

期
す
る

門
を

も
て

浄
土

宗
と

す
」

（
『

破

邪

顕
正

抄
］）

と

い

わ
れ
る、

「

聖

道
門
」

を

此
土
に

お

い

て

入

聖
得
果
を

目
指
す
法
門
で

あ
る

こ

と

を

示
す
浄
土
宗

伝
統
の

理
解
で

あ
り、

二

つ

に

は

「

聖

道
と

云
は
聖

者
の

道
な

り
、

意
は

念
佛
往
生
は
此

外
に

凡
夫
出
離

の

道
也
と

云
は

ん

為
な
り

」

（

『

選

択
註
解
鈔
』

）

と

い

わ

れ

る、

「

聖
道

門
」

を
聖

者
所
修
の

道
で

あ
る

と

規
定
す
る

聖

道
門
理
解
で

あ
っ

た
。

　

と
こ

ろ

で

存
覚
が

「

聖

道
門
」

を

聖
者
所

修
の

道
で

あ
る

と

規
定
す
る

時、

「

聖

者
」

と

は

如
何
な
る

存
在
を

意

味
す
る
も
の

で

あ
っ

た

の

だ
ろ

う

か
。

こ

の

点
に

関
し

て

「

外

道
及
び

凡
夫
等
は

是
れ

有
漏
也、

聖

者
の

所
得
は

是
れ

無
漏
也
」

（

『

六
要

鈔
』

）

と

あ
る

様
に
、

存
覚
は

聖

者
を

出

世
間
・

無
漏
の

者
と

規
定
し、

凡
夫
を

陞
問
・

有
漏
の

者
と

規
定
し
て

い

る
。

ま

た

そ
の

世
間
・

有
漏
の

者
を
し

て
、

，

地

前
の

機
等
」

（
「

六

要

鈔
』

）

で

あ

る

と

い

う
か

ら
に

は
、

必
然
的
に

聖

者
は

無
漏

智
を
お

こ

し

て

煩
悩

（
有
漏
）

を

断
じ
た
地
上
の

菩
薩
を

指
し
て

い

た
と
し
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。

も
っ

と

も

こ

れ
ら
の

文
言
で

も
っ

て、

存
覚
の

い

う

聖
者
が

初
地
以

上
の

菩
薩
で

あ
っ

た
と

即
断
す
る
こ

と
は

出
来
な

い

が
、

他
に

論
究
し
て

い

る

文
言
が
な
い

以
上、

看
過
す
る

こ

と
は

出
来
な

い

も
の

で

あ
ろ

う
。

　

し
か
し
聖

道
門
の

「

聖
」

の

意
は
、

そ
も

そ

も

所
得
の

型

果
を

意
味
し

て

い

た
も
の

で、

直
ち
に

聖

者
を
意
味
す
る

言
葉
で

は

な
か

っ

た

し
、

浄

土

門
も
本
来、

阿
弥
陀
仏
の

浄
土
に

往
生
し

て

証
果
を

得
る

と
い

う
、

彼

上

得
証
の

往
生

浄
土
の

法

門
を

意
味
し

て

い

た
わ

け
で

あ
る

か

ら
、

そ

の

言
葉
を
も
っ

て

直
ち

に

凡
夫

出
離
の

道
と

定
義

付
け
す

る

こ

と
は

出
来
な

い

は

ず
で

あ
る

。

し
か

し

存

覚
は、

聖
道
門
の

「

聖
」

を

「

聖
者
」

と

規

定
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

聖
者
所
修
の

道
と

し
、

そ
の

対
概
念
に

あ
る

浄

土
門
を

凡
夫
出

離
の

道
で

あ

る

こ

と

を

強
調
し

て

い

く
の

で

あ
る

が
、

聖

道
門
を

聖
者
所
修
の

道
と

論
じ
る

存
覚
の

意
図
は

奈
辺
に

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

。

　
こ

の

点
に

つ

い

て

は、

第
一

に

浄
土

門
を

凡
夫
出
離
の

道
と

決
定
付
け

る

為
で

あ
っ

た

と

考
え
ら
れ

る
。

何
故
な

ら
聖
道
門
を
聖
者
所
修
の

道
と

示
す
こ

と

に

よ

っ

て
、

聖
道

門
は

末
世

凡
夫
の

修
す
る
こ

と

が

不
可
能
な

聖

者
の

歩
む

道、

浄
土
門
は

凡
夫

出
離
の

唯
］

の

道
で

あ
る

と

い

う、

存

覚
に

と
っ

て

の

明
確
な
聖
浄
二

門
の

分

斉
を

行
う
こ

と

が

可
能
と

な

る
か

ら
で

あ
る

。

第
二

に

は
聖
道

門
を
聖
者、

つ

ま

り
地
上
の

菩
薩
と

い

わ
れ

る

様
な、

聖

位
の

者
の

修
す

る
道
で

あ
る

こ

と

を
示
す
こ

と

に

よ
っ

て
、

末
世
に

お

け
る

他
宗
の

教
法
そ
の

も
の

の

有
効
性
を
認
め

つ

つ

も
、

聖
道

門
の

無

得
道
性
を

孕
ま
せ

る

意

図
が
あ
っ

た
の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

更
に

第
三

に

は
、

そ
の

聖

道
門
に

よ

る

得
道
の

断

絶
性
を

示
す
こ

と

に

よ
っ

て
、

同
時
に

浄
⊥

門
に

お

け
る

救
済
の

絶
対

性
を
主
張
す
る

意
図
が

あ
っ

た
と

考
え
ら

れ
る

。

存
覚
が

他

宗
の

教
法
に

よ
る

末
世
得
道
を

容
認
し

た

の

も
、

こ

の

様
な

聖

道
門
に

対
す
る

理

解
が

存
在
し

て

い

た

こ

と

に

大
き

く
起
因
す
る

も
の

で

あ
り、

何
も
無
批
判
に

他
宗
の

教
法
に

よ

る

得
道
を

容
認
し

て

い

た
わ

け
で

は

な

か

ろ

う
。

存
覚
の

論
じ

る

聖
道
門
理

解
は、

確
か

に

他
宗
に

対
す

る
寛
容
的
立
場
を
宣
言
す
る

も

の

で

は

あ
っ

た

が、

寧
ろ

そ

れ
は
浄
土

門
の

救
済
の

絶
対
性
を
強
調
し
て

い

く
為
の
、

非
常
に

重
要
な

意
味
を
持
つ

言
葉
と

し

て

用
い

ら

れ
て

い

た

も

の

で

あ
り

、

注
冖

す

べ

き

も

の

と
い

え
る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

　
小

論
は

平
成

卜
九

年
度
山
内
慶
華
財
団
の

援
助
に

よ

る

研
究
成
果
の
一

部
で

あ

る
。

執

筆
に

あ
た

り、

こ

の

場
を
か

り
て

関
係
者
に

甚
深
の

謝
意

を
表
し

た

い
。
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