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そ
の

錯
綜

性
・

多
様
性
は

同
寺
院
の

運
営
史
に

立
ち

現
れ
る

。

例
え
ば、

当
該
出
自
集
団
の

語
り、

寺
院
の

教
義
や

儀
礼
そ
し

て

そ

の

出
版

物
に

留

ま
ら

ず、

州

政
府
と

寺
院
と

の

裁
判
記
録
や

そ
の

新
聞
報
道、

及
び
寺

院

の

反
対
団

体
や

擁
護
団
体
な

ど

も

挙
げ
ら

れ
る

。

当
然

、

研
究
者
の

サ

テ

ィ

ー
解
釈
も
そ
の

重

層
的
な

「

語
り
」

の
一

部
と
み

な

さ
れ

る
べ

き
だ
ろ

う
。

そ
れ
ら
を

丁
寧
に

取
り

上
げ、

い

か

に

相
互
に

絡
み

合
っ

て

い

る

の

か

明
ら
か

に

す
る

こ

と

が

求
め

ら
れ
る

。

研
究
者
の

サ

テ
ィ

ー
へ

の

価

値

判
断
や
自
ら
の

解
釈
を
押
し

つ

け

る

こ

と

な

く、

ラ

ー
ニ

ー
・

サ
テ

ィ

ー

（

に

関
わ
る
人
々
）

を
め

ぐ

る

言
説
の

重
層
性
を

検
討
す
る

こ

と

は、

通

常
ア
グ
ラ

ワ

ー

ル

の

「

生
」

や

「

記
憶
」

と

し
て
一

括
り
に

定
義
さ
れ
う

る

危
険

性
を

避
け
つ

つ
、

断
片

化
さ

れ

た

諸
言
説
を

丁
寧
に

咀
嚼
す
る

た

め

に

は、

有
効
な

手
段
と

言
え
る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

イ
ン

ド

民
衆
神
話
に

お

け

る

救
済

　

ー
カ

ル

キ
。

プ

ラ

ー

ナ

を

事
例
と
し
て

ー

渡

邉

　
た

ま

き

　
本

発
表
で

は、

ヒ

ン

ド
ゥ

教
の

民
衆
的
終
末
神

話
で

あ
る

『

カ

ル

キ
・

プ

ラ
ー

ナ
』

を

題
材
に

し

て
、

そ
こ

に

あ
ら

わ
れ
る

「

救
済
」

の

諸
相
を

み

る
こ

と
に

よ

っ

て
、

「

救
済
」

神
話
に

お

け
る

特
徴
を

考

察
し
た

。

　
黙
示

録
に

お

い

て

イ
エ

ス

が

軍
団
を

率
い

て

悪

魔
を

滅
ぼ

し
、

王
国
を

建
て

る

と

あ
る

よ
う
に

、

カ

ル

キ
・

プ
ラ

ー
ナ
に

お

い

て

も

救
済
は、

強

い

王
に

よ
っ

て

も
た

ら

さ

れ

る
。

人
々

を

脅
か

す
悪
の

軍・
勢
と

し

て

描
か

れ

て

い

る
の

は
、

カ

リ
・

ユ

ガ
の

化
身
で

あ
る

カ

リ

王

の

他
に

、

仏
教
徒

た

ち
の

国
や
、

蛮
族
な

ど

で

あ
る

。

カ
リ
・

ユ

ガ
に

入
り、

法
や

秩
序、

ヴ
ェ

ー

ダ
の

神
々

が
重
ん

じ

ら
れ
な
く
な
っ

て

い

く
な
か

で
、

「

暗
黒
の
」

勢
力
が

力
を

増
し、

正
し

い

教
え

を
守
る
バ

ラ

モ

ン

た
ち
は
追

放
さ

れ

て

い

く

様
子
が

描
か

れ
る

。

こ

う
し

た

物
語
と
叙
事

詩
と
の

違
い

は、

カ

ル

キ

が

世
界
を

新
し
く
創
り

な
お

し

て

人
々

を
救
う
と

さ
れ
て

い

る

点
で

あ

る
。

原
初
の

神
話
に

あ
っ

て、

イ

ン

ド
ラ

が

竜
を
退
治
し

て

世
界
を

成
り

立
た
し
め

た

よ

う
に、

こ

の

世
界
を
新
し
く
始
め

さ

せ

る

と

い

う
仕
事
こ

そ

が
カ

ル

キ

の

救
済
だ
と

い

え
る

。

神
話
的
意
味
で

い

え

ば
、

聖
な

る

も

の

が

顕
れ
る

と

い

う
こ

と

自
体
が

救
済
な

の

で

あ
る

が
、

そ

の

意
味
で、

カ

ル

キ

が
こ

の

世
に

あ
ら
わ
れ

た

と

い

う
こ

と

自
体
で

、

救
済
は

完
了
し

て

い

る

と

い

え
る
。

コ

ス

モ

ゴ

ニ

ー

に

よ

る

救
済
は

、

カ

ル

キ
・

プ
ラ

ー

ナ

に

お

け
る

救
済
の

本
質
的

要
素
で

あ
る

。

　
→

方、

七

世
紀
に

南
イ
ン

ド
か

ら

発
生
し、

十
五

世
紀
に

は

北
イ

ン

ド

に

広
が

っ

た
バ

ク

テ
ィ

と

い

わ
れ
る

宗
教
運
動
に

お

い

て、

伝
統
的
な
ヴ

ェ

ー
ダ
の

宗

教
と

は

異
な
っ

た
救

済
の

思
想
が

展
開
さ

れ

た
。

バ

ク

テ

ィ

は
、

民
衆
に

広
ま
っ

て

い

た

宗
教
文

学
の

中
に

広
く
み

ら
れ

る

宗
教
的
態

度
で

あ
り、

カ

ル

キ
・

プ

ラ

ー
ナ
に

み

ら
れ
る

救
済
を
論
ず
る
上
で
、

バ

ク

テ

ィ

の

考

察
を

欠
か

す
こ

と
は
で

き
な
い

。

カ

ル

キ

は

敬
虔
な
ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

の

バ

ク
タ

で

あ
る

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ
・

ヤ

シ

ャ

の

も
と
に

生
ま
れ
る

と

さ

れ、

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

派
の

バ

ク
テ
ィ

の

影

響
に

あ
る

こ

と

が

示
さ

れ
る

。

カ

ル

キ

の

説
く
バ

ク

テ

ィ

の

理
想
は
、

カ

ー

ス

ト

や
ダ
ル

マ

の

優
位
性
が

否

定
さ

れ

る
も
の

で

は

な

い

が
、

カ

リ
・

ユ

ガ

に

あ
っ

て

そ

う
し

た

理
想
が

失
わ

れ
た
時

代
だ
か

ら
こ

そ
、

ヴ
ィ

シ

ュ

ヌ

の

化
身
が

要
請
さ

れ

た

こ

と

が

伺
え
る

。

一

般
に

救
済
と

は

原
罪
の

よ

う
に

聖
な

る

も

の

と

の

断
絶
を
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前
提
に

し

て

い

る
。

敢
え
て

自
ら

神
へ

の

愛、

信
仰
を

求
め

る
バ

ク

テ

ィ

も
同

様
に、

断
絶
を
前
提
に

し

て

い

る

と

い

え
る

と

い

え

る
。

　

ユ

ガ

は
一

般
に

は

時
間
論
と

し

て

扱
わ
れ

て

い

る

が
、

カ

ル

キ
・

プ
ラ

ー
ナ
に

お

い

て

は
、

詳
細
な

時
問
論
は

そ

れ

ほ
ど
主
題

化
さ

れ

な

い
。

む

し
ろ
ユ

ガ

は、

カ

ル

キ
と

い

う
人

物
の

活
躍
を

生
き

生

き
と

語
る

た

め

の
、

物
語
の

背
景
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

る
、

カ

リ
・

ユ

ガ
で

は
、

そ
れ

ま
で

良
い

と

さ

れ

て

い

た
す
べ

て

の

規
範
が

廃
れ
て

し
ま

う
が

、

そ
れ
は

調
和
し
た

世
界
と

し

て

の

コ

ス

モ

ス

が、

機
能
不
全
に

お

ち

い

っ

て

い

る

こ

と

を
示
し
て

い

る
。

カ

リ
・

ユ

ガ
と

い

う
の

は、

こ

う
し

た

コ

ス

モ

ス

の

機
能
不
全
が
、

か

な

り
の

程
度
継
続
す
る

時
代
の

こ

と
で

あ
る

。

カ

ル

キ
・

プ

ラ

ー
ナ
に

お

け
る

ユ

ガ

論
で

重

要
な

の

は
、

現

在
が
カ

リ
・

ユ

ガ

で

あ
る

と

い

う
認
識、

つ

ま

り
救
済
の

場
と

し

て

の

カ

リ
・

ユ

ガ
の

重
要

性
で

あ
る

と

思
わ

れ
る

。

　

救
済
は、

そ

れ

を

待
ち

望
む

状
況
と
ひ

と

組
に

な
っ

て

い

る
。

つ

ま

り

「

救
わ
れ

て

い

な
い
」

と
い

う

認
識
が
あ
っ

て

初
め
て

問
題
に

な
る

出
来

事
で

あ
る

。

こ

う
し

た

状
況
を

前
提
と
し

た

う
え

で
、

救
済
と

は

端
的
に

い

え
ば
、

神
の

出
現
の

こ

と
で

あ

る
。

神
が

出
現
し、

人
が

そ

の

な
か

に

お

い

て

は

じ

め

て

生
き

る
こ

と

が
で

き
る

世
界
（

コ

ス

モ

ス
）

が

新
た

に

作
ら

れ

る

こ

と
を

、

救
済
と
い

う
の

で

あ
る

。

こ

れ

は
、

神
話
時

代
に

お

い

て

は
、

繰
り
返
さ

れ

て

き
た
コ

ス

モ

ゴ

ニ

ー

の

儀
礼
と

構
造
的
に

同
じ

で

あ
る

。

　

救
済
は

、

永
遠

同
帰
的
コ

ス

モ

ゴ

ニ

ー
の

儀
礼
と

、

カ

ル

キ
・

プ

ラ

ー

ナ

に

お

け

る

救
済
と

の

違
い

は
、

「

救
わ

れ
て

い

な

い

」

と

い

う

認
識
の

有
無
に

あ

る
。

待
望
さ
れ

た

神
の

出
現
に

よ

っ

て

世
界
が

作
り

直
さ
れ、

断
絶
が
同

復
す
る

と
い

う
の

が
、

民

衆
的
神
話
の

救
済
の

特
徴
で

あ
る

と

い

え
る

。
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