
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 15部会

釈
迦

涅
槃
図

、

十
六

善

神
図
の

掛
け
軸
が

か

け
ら
れ、

鈴
等
の

仏
具
の

ほ

か

に

祈
禳
札
が

用
意
さ
れ
る

な
ど、

全

般
を
通
し
て

仏
式
に

て

行
わ
れ
て

い

る

こ

と

に

特
徴
が

あ
る

。

粥
占
は

全

国

的
に

は
、

「

神
事
」

と

し

て

行

わ
れ
る

こ

と

が

多
く
、

こ

の

事

例
の

よ

う
に

仏
式
に

て

行
わ
れ

る

粥
占
は

珍
し
い

と

い

え
る

。

北
黒
田

周
辺
で

も

筒
粥
形
式
の

粥
占
は
行
わ
れ

て

い

る
が
、

大
般
若

経
を

転
読
す

る

等
の

類

似
性
は

な

い
。

で

は、

一

体
ど

う

し

て
、

こ

の

よ

う

な

行
事
が

行
わ

れ
て

い

る
の

で

あ
ろ

う
か

。

　
こ

の

「

大
は

ん

に

ゃ
」

に

関
し
て

は、

か

つ

て

地
区
に

存
在
し
て

い

た

宝

幢
院
の

僧
た

ち

が

大

般
若

経
六

百
巻
を
書

写
し

た

偉
業
を

偲
ん
で、

北

黒
田

の

住
民
た

ち

に

よ

っ

て

は

じ
め

ら

れ
た
と
す
る

伝
承
が

あ
る

。

伝
承

に

登

場
す

る

宝

幢
院
は
、

地

区
の

弥
尼
布
理
（
い

ね

ふ

り）

神
社
の

神
宮

寺
で

あ
り、

神
仏

分
離
時
に

廃
寺
と

な
っ

て

い

る
。

地

区
に

保
存
さ

れ
た

文
書
か

ら
は、

宝

幢
院
が

禅
宗
の

寺
院
で

あ
り、

現
在、

大
は

ん

に

ゃ

の

際
に

大
般
若
経
転
読
を

行
う
津
市
の

四

天
王

寺
の

末
寺
で

あ
る

こ

と

が
伺

い

知
れ

る
。

ま
た、

安

政
四

年
の

年
号
が

残
る

板
札
か

ら
は、

末
寺
で

あ

る

宝

幢
院
に

て

四
天
王

寺
の

僧
た

ち
が

来
て

大
般
若
経

転
読
を

行
っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

り、

少
な
く
と

も

近
世

末
ぐ
ら

い

か

ら

は
、

現

在
の

様
式

で

儀
礼
が

行
わ

れ
て

い

る

こ

と

が

わ
か

る
。

　
こ

こ

で

「

大
は

ん

に

ゃ
」

と

い

う
儀
礼
を、

禅
宗
の

法
会
と

い

う

点
か

ら

見
直
し
て

み

る

と
、

儀
礼
を

構
成
す
る

大

般
若
経
転
読
は

、

年
は
じ
め

に

行
わ
れ
る

「

大

般
若
会
」

と

し
て、

ま

た

釈
迦
湟

槃
図
の

掛
け

軸
を
か

け
る

こ

と

や

そ
れ
に

ち

な

ん

で

行
わ

れ

る

遺
教
経
の

読
経
は

「

涅
槃
会
」

と

し

て

の
一

面
を

持
っ

て

い

る
。

こ

れ

に

稲
の

豊
作
を

祈
る

予
祝
的
儀
礼

と
し

て

の

粥
占
を

台
わ

せ

て
、

「

大
は
ん

に

ゃ
」

と

い

う

儀
礼
は
、

内
面

に

複
数
の

意
味
を

持
っ

て

執
行
さ

れ
て

い

る

複
合

的
儀
礼
で

あ
る
。

た

だ
、

そ

れ
ら

の

意

味
が

含
意
さ

れ
て

い

る
と
い

え

ど

も、

儀
礼
に

携
わ

る

僧
侶
た

ち
と

住
民
た
ち

と

の

間
で

同
じ
視
点
が
共
有
さ

れ
て

い

る

わ

け

で

は

な

い
。

特
に

近
隣
の

津
市
一

身
田
に

本
山
を
置
く
真
宗
高
田

派
と

の

歴

史

的
な

結
び
つ

き

に

よ
り、

地
区
の

住
民
の

ほ

ぼ

す
べ

て

は

高
田

派
の

門

徒
で

あ
り、

曹
洞
宗
の

教
典
で

あ
る

遺
教

経
は

普
段

接
す
る

こ

と
が

な

く、

な
じ

み

が

な

い
。

宗
教
者
側
か

ら

は
、

大
般
若
教
会

、

涅
槃
会
と

し

て

の

意

味
づ

け
を

持
っ

て

執
行
さ
れ
て

い

る
と

い

え
ど

も
、

民
衆
側
は

単

に

「

大
は

ん

に

ゃ
」

と

し

て

の

み

意
識
さ

れ
る

だ

け
で

あ
る

。

　
「

大
は

ん
に

ゃ
」

と
い

う
儀

礼
は、

こ

の

よ
う
に

内
面
に

複

数
の

意
味

が

含
意
さ

れ

た

儀
礼
で

あ

り
つ

つ
、

宗
教
者
と

民
衆
の

そ

れ

ぞ

れ

の

立
場

で

異
な
る

視
点
が

交
錯
し

て

執
行
さ

れ

る

儀
礼
で

あ
る

。

こ

の

た

め、

粥

占
や

大
般
若

教
会
等
の

儀
礼
が

い

つ

ご

ろ

か

ら

か

習
合
し

て

「

大
は

ん
に

ゃ
」

が

形
成
さ

れ
て

き

た

こ

と

も

推
測
さ

れ
る

。

今
後
は、

地

区
に

残
る

板
札
か

ら
か

つ

て

津
藩
の

た

め

に

「

武
運
長
久
」

を

祈
っ

て

行
わ

れ

て

い

た

と

考
え
ら
れ

る

大
般
若

教
会
が、

現
在
の

よ

う
に

複
合
的
な

儀
礼
と

し

て

地
区
の

行

事
と
な
っ

て

い

っ

た

変

遷
の

過
程
を

、

幕
藩
体
制
の

崩
壊
や

神
仏
分
離
等
の

歴

史
的
動
態
を

考
慮
に

入
れ

つ

つ
、

考
察
し
て

い

き

た

い

と

考
え
て

い

る
。

受
動
性
の

ア
ニ

ミ

ズ

ム

　
　

　
　

環
境
認

識
論
の

再
考

ー
長

谷

千

代

子

近
年、

環
境
問
題
へ

の

関
心
の

高
ま

り
の

な
か

で

ア
ニ

ミ

ズ
ム

を

見
直
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そ

う
と

す
る

機
運
が

み

ら
れ
る
が、

議
論
の

焦
点
が

い

ま
ひ

と

つ

定
ま

ら

な

い

印
象
を

受
け

る
。

そ

こ

で、

今
現
在
「

ア

ニ

ミ

ズ

ム
」

を
い

か

に

語

れ
ば
新
た

な

意
義
が

見
出
せ

る

か、

と

い

う

実
際
的
な

観
点
か

ら

議
論
を

整
理
し

た

い
。

　
議
論
の

主
な

傾
向
は

二

つ

に

大
別
さ

れ
る

。

　
　

 
ア
ニ

ミ

ズ
ム

と

は、

自
然
物
に

霊
魂
の

存
在
を
認
め
る

こ

と

で

あ

　
　

　
る
。

　
　

 
ア
ニ

ミ

ズ

ム

と

は、

人

間
が

霊
的
自

然
と

の
一

体
感
を
も
つ

こ

と

　
　

　
で

あ
る

。

　
 
は

タ
イ
ラ

ー

流
の

ア
ニ

ミ

ズ
ム

論
で

あ

り
、

人
間
の

魂
や

人
格
な

ど

の

観
念
を
敷
衍
し

て、

勤
植

物
や

無
機
的
な

物
質
に

も
霊
魂
の

よ

う
な

も

の

が

あ
る
と

「

見
立
て

る
」

と

い

う
考
え
方
で

あ
る

。

こ

の

議
論
の

前
提

に

は
、

物
と
霊
の

二

元

論
と、

霊
が

物
に

優
越
す
る
と

い

う

発
想
が

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

　
こ

れ
に

対
し
て

 
を
主

張
す
る

岩
田
慶
治
は

、

霊
魂
を
人

格
や

個
体
の

観
念
か
ら

解
き

放
ち、

人
間
が

は

じ

め
か

ら

自
然
的
存

在
と

分
有
し

て

い

る

も
の

と

し
て

考
え

る
。

そ

れ

は
、

根

源
的
な

タ
マ

シ

イ
が
あ
っ

て、

そ

れ
が
一

部
で

は
た

ま

た

ま

人
間
と

い

う
姿
を
と

り、

別
の
一

部
で

は

た

ま

た

ま

動
植
物
や

山
や

川
と

な

る
、

と
い

う
イ
メ

ー
ジ
で

あ
り、

霊
（

ま
た

は
霊
口

物
）

の
一

元
論
に

近
い

。

普
段

私
た

ち
は
そ
う
し
た

根
源
的
な
タ

マ

シ

イ

を

忘
れ

て

い

る

が
、

あ
る

と
き
ふ

と

「

自
分
は

実
は

山
河
大
地
や

草
木

虫
魚
の

同
類
な

の

だ
」

と

直
観
す
る

と

き、

そ
れ
を
ア
ニ

ミ

ズ

ム

的

に

意

識
す
る

の

で

あ
る

。

　

両
者
の

認
識
論
上

の

違
い

は、

「

見
立
て
」

と

「

見

顕
し

」

の

差
と

し

て

捉
え

る

こ

と

が
で

き
る

。

言

語
学
者
の

尼
ヶ

崎
に

よ
れ

ば
、

「

見
立
て
」

と

は

対
象
を

取
り

扱
う

主
体
の

態
度
に

注

目
し
た

言
葉
で

あ
る

。

そ

れ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
ヘ
　

　ヘ　
　ヤ

は、

能
動
的
に

対
象
を

認
知
す
る

主

体
が

い

て、

物
A
を

物
B
に

見
立
て

へる

と

い

う
態

度
で

あ

り
、

タ
イ

ラ

ー

流
ア
ニ

ミ

ズ
ム

論
の

視
点
に

重
な

る
。

一

方、

「

見

顕
し

」

と
は

歌

舞
伎
用

語
で

仮
の

姿
の

向
こ

う
に

正

体

を

見
て

と

る

こ

と
で

あ
る

。

「

見
立
て
」

が

作
者
の

視
点
に

立
っ

た
作

為

で

あ
る

の

に

対
し
て

、

「

見
顕
し
」

は
観
客
が

行
な

う
解
釈
行
為
で

あ
る

。

歌
舞
伎
の

観
客
が、

劇
中
で

助
六
が

実
は

曽
我
五

郎
で

あ
る

こ

と

を
見
顕

す
よ

う
に
、

認
知

主
体
で

あ
る
私
達
は

、

山
河
大
地
が
実
は

自
分
の

同
類

　

　
　

　
　

　
ヘ
　
　　ヘ
　
　　ヘ
　　
ヘ
　
　　マ
　
　

へ

で

あ
る

こ

と

に

気
づ

か

さ
れ

る
。

「

見

顕
し

」

に

お

け
る

認
知
主

体
の

立

場
は

、

よ

り
受

動
的
な

側
面
を
持
つ

の

で

あ
る

。

　
こ

の

能
動
性
と

受
動
性
の

違
い

は
、

単
な
る
態
の

入
れ
替
え

作
文
の

よ

う
な
も
の

で

は

な
い

。

例
え

ば、

泰
山

府
君
を
タ
イ
ラ

ー
流
で

解
釈
す

る

と
、

人

間
が

泰
山
と

い

う

物
に

霊
魂
が

あ
る

と

見
立
て

て

泰
山
府
君
と

な

し、

後
に

は

冥

界
の

王

や

地
蔵
菩
薩
と

も
見
な

す
よ

う
に

な

っ

た
、

と

い

う
こ

と
に

な

る
。

こ

う
し

た

習
合
は

通

常
シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ
ム

と

言
わ

れ

る

が
、

タ
イ

ラ
ー

流
で

は

人
間
主
体
が

ア
ニ

ミ

ズ

ム

論
的
な

「

見
立
て
」

の

視
点
を

複
数
重
ね

た

と

考
え

れ
ば

済
む

。

し

か

も

最
初
か

ら

最
後
ま

で
、

人

間
は
一

方
的
に

能
動
的
主
体
で

あ
り
続
け
る

。

一

方
、

岩
田

流
の

解

釈
は、

人
間
が

泰
山
を

見
て

霊
威
を
感
じ

さ

せ

ら

れ
る

、

と

い

う
受

動

的
立

場
か

ら

出
発
す
る

。

そ

し
て

そ

れ
に

泰
山
府
君
と

い

う

名
を

付

与

し、

廟
を
立
て
、

さ

ら
に

は

冥
界
の

王

や
地
蔵
菩
薩
の

イ

メ

ー

ジ
を
重
ね

あ
わ

す
プ
ロ

セ

ス

に

お

い

て
、

人
々

は

そ

の

神
の

イ

メ

ー

ジ
に

対
す

る

能

動

性
・

操
作
性
を

高
め

て

い

く
。

こ

う
考
え
る

と
、

能
動
性
が
あ
る

程
度

高
ま
っ

た

段
階
を、

必
要
に

応
じ

て

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ
ム

と

呼
び

分
け
る

こ

と

に

意
味
が

出
て

く
る

。
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こ

の

よ

う
に、

ア
ニ

ミ

ズ
ム

論
に

は、

大
き

く
分
け
て

タ
イ
ラ

ー

流
と

岩
山
流
が

あ
り、

タ

イ

ラ

ー

流
は
、

常
に

明
晰
な

理
性
を
も
つ

能

動
的
主

体
を

中
心
に

置
く、

近

代
の

理
性
中
心
主

義
的
な

認
識
論
を
内
包
し
て

い

る
。

し
た

が

っ

て
、

も

し
近

代
批
判
の

文

脈
で

ア
ニ

ミ

ズ

ム

的
な
も
の

を

再
び

持
ち

出
し

た

い

の

な
ら
ぼ

、

受
動

的
視
点
か

ら
出
発
す
る

岩
田

流
の

ア
ニ

ミ

ズ
ム

論
の

ほ

う
が

有
効
で

あ
る

。

そ
れ

は、

岩
田
流
ア

ニ

ミ

ズ
ム

が
、

認
知

主
体
の

認

識
論
に

と

ど

ま

ら
な
い
、

主
体
と

環
境
を

含
む

「

自

然
」

の

存
在
論
だ
か

ら
で

あ
る

。

御
霊
信
仰
の

展
開
過
程

米

井

輝

圭

　
御
霊

信
仰
に

雷
神
と

い

う

要
素
が

取
り
入

れ

ら
れ

た

起
源
を

探
る

の

が、

本
発
表
の

目

的
で

あ
る
。

　
通
常
で

は
、

菅
原
道

真
の

怨
霊
と

延
長
八

年
の

宮
中

落
雷
事
件
が

結
び

つ

け
ら
れ

た
と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

し
か

し

九
世
紀
以

前
に

お

い

て

も
、

御
霊
信

仰
と

雷
神
の

接

点
は

あ
っ

た
。

も

と

も
と

雷
神
は、

わ

が

国
の

各

地
に

み

ら

れ

る

火
と

水
に

関
す

る

神
で

あ

り
、

朝

廷
の

尊
崇
も

得
て

き

た
。

現
在
の

奈
良
町
に

は

御
霊

神
社
が

あ
り、

奈
良
の

御
霊
信

仰
の

柱
と

な

っ

て

き
た
が

、

祭
神
と

し
て

祀
る

の

は

井
上

皇
后
・

他
戸
皇
太
子
・

事

代
主
命
で

あ
り

、

社
伝
で

は

大
和
国
宇
智
郡
の

霊
安
寺
か

ら
遷
っ

た

と

さ

れ

る
。

　
実
は

、

宇
智

郡
（

現、

五

條
市）

で

の

御
霊
三

神
は

、

井
ヒ
・

他
戸、

そ

し

て
サ

石

富
（

雷
神）

と

い

う
組
み

合
わ

せ

を

基

本
と

し

て

い

る
。

霊
安

寺
の

御
霊

神
社
の

『

霊
安
寺
御
霊
大
明
神
略
縁
起
』

で

は、

井
上
内
親
王

が

同
地
に

流
さ

れ

た

時
に

懐
妊
し

て

い

て
、

生
ま

れ

た

皇
子
を
「

雷
神
」

と

名
付
け

た

と

し

て

い

る
。

そ

し

て

大
明
神
四
所
は

、

井
上
皇
后
．

早
良

親
王
・

他
戸
親
王
・

雷
神
若
宮
と

な
っ

て

い

る
。

な

に

ゆ

え
に

雷

神
若
宮

の

存

在
を

作
っ

て

ま

で

祭
神
の
一

角
を

担
わ

せ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

宇
智
郡
で

は

都
と

は

別
に

独
自
に

御
霊

信
仰
が

展
開
し

て

い

っ

た
が、

郡

内
の

多
数
の

御
霊
神
社
の

う
ち

、

若
宮
を
主
祭
神
と

す
る

の

が、

火
雷

神
社
で

あ
る

。

『

略

縁
起
』

で

は
、

「

雷
神
若
宮
ハ

御
山
ノ

村
ノ

内
二

御
坐

ス
」

と

し
て

い

る
。

火
雷
社
は

、

延
喜
式
内
社
で

あ
り

古
く
か

ら
そ
の

名

で

あ
っ

た
の

が
、

の

ち
に

霊
安
寺
を

中
心
と

す
る

宇
智
郡
の

御
霊

信
仰
に

組
み

込
ま

れ

る

こ

と

で
、

祭
神
が

性
格
を

変
え
た

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

火

雷
神
社
は、

丹
生

川
が

吉
野
川
に

合
流
す
る
地
点
に

立

地
し

て

お

り、

交

通
の

要
地
を

占
め

、

他
戸
親
王

墓
や

井
上

内
親
王

陵
に

も

至
近

で

あ
る

。

ゆ

え
に

火
雷

神
社
が

非
常
に

早
く
か

ら

霊
安
寺
の

影
響
下
に

入
っ

た

と

推

測
し
て

も

問
題
な
い

か

と

思
わ

れ
る
。

井
上
が

配
地
で

皇
子
を

産
み、

そ

の

皇
子
が
雷

神
と

い

う
名
と

さ

れ
た

の

は
、

実
在
の

井
上
・

他
戸
と

と
も

に

三

神
の

親
子

関
係
を
組
み

、

距
離
的
に

近
い

三

ヶ

所
を
ひ

と

く
く

り
に

す
る
た

め
の

作
為
だ

っ

た

の

だ
ろ

う。

　
さ

ら
に

二

∴
二

の

問
題
を

提
起
し

て

お

き
た

い
。

ま

ず
第
一

は、

八

世

紀
以
降
の

仏
教
の

教
線
拡
大
に

お

い

て
、

こ

の

地
が

重

要
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
。

僧
侶
が

山
林
修
行
を

行
う

必
要
か

ら
も
、

南
の

方
へ

拠
点
を
作

っ

て

い

く
動
き

の

中
で

、

霊

安
寺
の

立
地
は、

宇
智
〜
賀
名
生

〜
熊
野
と

続
い

て、

山
中
の

聖
地

と

往
来

す
る

た

め

の

重

要
な

ル

ー

ト

上
に

あ
た

り、

吉
野
川

南
岸
へ

進
出
す
る

た

め

の

拠
点
で

あ

っ

た
。

ま

た
、

こ

こ

は

492〔1584）
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