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後
、

急
速
に
人
気
が
衰
え
て

廃
れ
て

し
ま
っ

た

祈
願
サ
イ
ト
も

あ
れ

ば
、

現

在
ま
で

多
く
の

祈
願

者
を

抱
え
る

サ
イ
ト

も
あ
る

。

〈

 
祈
願
対

象
は

抽
象
的
な
も
の
V

祈
願
対

象
は
図
像
で

現
れ
た

場
合
も
あ
る

が
、

多
く
は

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
と

い

う
バ

ー

チ

ャ

ル

な
世
界
に
限
定
さ
れ、

具
体
的
な

モ

ノ

の

形
で

現
れ
て

い

な
い

。

〈

 
宗
教

者
が

関
与
し

な
い

祈
願
者
の

自

発
的
行
為
〉

こ

れ
ら
の

祈

願
サ
イ
ト
に
は

宗
教
者
が
一

切
関
与
せ

ず、

い

ず
れ
も
祈
願
者
の

自
発
的
な
祈
願
行
為
と

し
て

成
立

し
て
い

る
。

　

ま
た
、

こ

れ
ら
の

「

受
験
の

神
」

の

出
現
は

中
国
の

宗
教
復

興
を
背
景

に
、

人
々

の

宗
教
的
需
要
の

増
加
を
基
盤
と
し

て

い

る
。

八
十

年
代
以
降

に

生
ま
れ

た

新
た
な

宗
教
的
ニ

ー

ズ
の
一

つ

と

し
て
、

「

難
し
い

大
学
受

験
に

合
格
す
る

た
め
の

祈
願
」

が
黄
強
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て

い

る

（
黄
強

『

市
場
経

済
化
す
る

宗
教
　
　
中
国
上
海

市
に

お

け
る

道
教
の

変
遷
と

復

興
』

二

〇
一

〇
、

四
四
）

。

も
ち
ろ

ん
、

大
学

受
験
だ
け
で

は

な

く
、

「

難

し
い

各
種
受
験
に

合
格
す
る

た
め

の

祈
願
」

も

大
き
な
宗
教
的
二

ー

ズ
と

な
っ

て

い

る
。

そ
の
一

番
の

受
益
者
で

あ
る

大
学
受
験
生
と

大
学
生
を

は

じ
め

と

す
る

若
い

年
齢
層
は、

と

り
わ

け、

熟
知
し

て

い

る
イ
ン

タ
ー

ネ

ッ

ト
と

自
身
の

宗
教
的
二

i
ズ
を

結
び

つ

け
る

主

力
に

な
っ

て

い

る
。

今

後
は
、

中
国
の

宗
教
復
興
の

事
情
を
加
味
し

な
が
ら
、

イ
ン

タ

ー
ネ
ッ

ト

に

お
け
る

宗
教
の

新
た

な
動
向
に

注
目

し
、

日

本
の

事
例
と

の

比
較
検
討

を
行
っ

て

い

き
た
い

。

政
治
権
力
と
宗
教
権
威

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

米
井
　
輝
圭

　
ひ

と

つ

の

宗
教
が
政
治
に

ほ

と
ん

ど

包
摂
さ
れ
て

い

る

よ

う
に
み

え
て

い

る

よ

う
な
場
合
に
あ
っ

て

も、

そ
こ

に

独
自
の

権
威
を

保
と

う
と

す
る

力
が
働
く
か
ぎ

り、

一

個
の

「

宗
教
」

と

し
て

存
立
し

、

宗
教
的
権
威
を

発
揮
す
る
こ

と
は

可
能
で

あ
る

。

本
発

表
で

は
、

一

例
と

し
て

十
二

世
紀

の

陰
陽
道
を
と

り
あ
げ
て

、

政
治
の

場
に

お
け
る

意
志

決
定
の

プ
ロ

セ

ス

へ

の

関
与
と

い

う
機
会
を
通
し

て、

当

事
者
が
宗

教
と
し
て

の

権
威
を

維

持
し、

か
つ

主

張
し
て

い

こ

う
と
し

た
こ

と
を
検

証
す
る

。

　

当
時
の

神
祗

信
仰
や
仏
教
が

王

権
と

相
依
的
な

関
係
に

あ
っ

た
の

に

対

し
て
、

陰
陽
道
は

朝
廷
の
一

部
局
で

あ
る

陰
陽
寮

官
人
の

仕
事
と

さ
れ

て

お
り、

一

個
の

宗
教
と
し
て

の

自
立
性
は

弱
い

よ

う
に

し
ば

し

ば

思
わ
れ

て

い

る
。

し
か
し、

独
自
の

神
や

祭
儀
を

成
立
さ
せ、

信
者
と

執
行
者
と

が

信
念
と

儀
礼
の

場
に

お
い

て

結
ば

れ
て

い

る

と
い

う
意

味
に

お
い

て
、

そ
れ
は

宗
教
と

し
て

の

要
件
を
す
で

に
備
え
る

に

至
っ

て

い

た
。

そ
も

そ

も
令
制
に

お

い

て

陰
陽

寮
と
そ
の

職
掌
が

官
制
の

枠
内
の

み

に

と
ど
め

ら

れ

た

の

は
、

宗
教
た
る
べ

き
可
能
性
を

欠
い

て

い

た
か
ら
で

は

な
く

、

む

し
ろ
、

国
家
の

安
泰
を
も
脅
か
し
か

ね
な

い

危
険
な
宗
教

運
動
に

発
展
す

る．
要
因
を
は

ら
ん

で

い

た
ゆ

え
に

と
ら

れ

た

処
置
で

も
あ
っ

た
。

　

当
該
時
期
の

陰
陽
道
は、

官
人
と

し
て

の

陰
陽
師
が
担
っ

た
。

貴
族

社

会
の

上

層
部
に
位
置
し
て

は
い

な
か
っ

た
と

は

い

え、

政

治
的

な
意
志

決

定
に

お

い

て

は
、

そ
の

知
見
が
左
右
す
る

こ

と

に
な
っ

て

い

た
。

朝
儀
の

日

時
勘
申
の

場
合、

最
終
的
に

は

議
政
官
た

る

公
卿
が
判

断
を

下
す
が、

原

則
と
し
て

陰
陽

寮
の

提
出
し
た

候
補
か

ら
の

み
決
め

る
の

が

原
則
で

あ

り
、

上

卿
と
い

え
ど

も
勘
文
を
無
視
す
る

こ

と
は

出
来
な
か
っ

た
の

で

あ

る
。

そ

う
し
た

場
面
は

日
常
的
な
小

事
に

限
ら
れ

て

い

た
が

、

し
か
し
政

治
的
な

混
乱

期
に

は
、

陰
陽
師
が

重

大
な

決
定
を

左
右
す
る

よ

う
な
局
面

も

突
発
的
に

発
生

す
る

。

そ
こ

で

の

振
る

舞
い

方
次
第
で
、

権

威
を
高
め

る

か
逆
に
失
墜
さ
せ

る
か
が

問
わ

れ
る

よ

う
な
こ

と
も
起
っ

た
の

で

あ
る

。
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実
際
に

、

大
事
に

あ
た
っ

て

陰
陽
師
の

意
見
が
対
立
し、

片
方
が

相
手

の

意
見
内
容
の

問
題
点
を
一

喝
し

て

権
力
に

非
迎
合
な
意
見
を
通
す
こ

と

で
、

陰
陽
道
が

独
自
の

権
威
を
よ

く
発
揮
し
得
た
よ

う
に

見
え
た

瞬
間
が

あ
っ

た
。

福
原
遷

都
に

関
す
る

方
角
禁
忌
が
平
家
主

導
で

議

論
さ
れ

た

時

の

こ

と

で

あ
る

。

　

貴
族
社
会
の

お

お

か

た

の

気
分
が

遷

都
に

否

定
的
で

あ
る

中
で
、

陰
陽

道
の
一

方
の

主

役
た

る

安
倍

泰
親
は
、

そ

の

雰
囲

気
に

合
致
す

る
形
で

「

よ

り
正

統
な
」

専
門
的
見

解
を

出
し
、

そ
の

光
景
は

貴
族
た

ち
に

安
心

感
と

信
頼
感
を
も
っ

て

受
け
取
ら
れ
た

。

他
方
で

泰
親
の

子
の
一

人
で

あ

る
季
弘
は、

正
当
性
に

お
い

て

は

劣
る
が

強
権
に

迎
合
す
る

形
の

見
解
を

出
す
と

い

う
や

り
方
で
、

道
が
決
定
に

大
き
な

役
割
を
果
た

す
道
を
選
ん

だ
が、

こ

れ
は
失
敗
に
終
わ

っ

た
の

だ
っ

た
。

季
弘
は
の

ち
に
「

木
曽
祈

師
」

で

あ
っ

た
と

さ
れ
て

処
分
さ
れ
て

い

る

が
、

そ

の

時
点
で

の

強
権
で

は
あ
っ

て

も
貴

族
社
会
全
体
と
し
て

は

異
端
と

な
る

権
力
者
に
合
わ
せ
よ

う
と

す
る

方
向

性
は
、

陰
陽
道
の

信
頼
性
や
権
威
を
高
め
る

こ

と

に

は
つ

な
が
ら
な
い

こ

と

が、

こ

こ

で

明
ら

か

に
な
っ

た

の

で

あ
る

。

平
家
や

木

曽

義
仲
の
一

党
が

滅
ん
で

も

貴
族

社
会
は

残
り、

結
果
的
に

陰
陽
道
の

権

威
を

守
っ

て

印
象
づ

け
た
の

は
、

泰
親
の

立
場
で

あ
っ

た
。

　

泰

親
は
の

ち
に

後
鳥
羽
天
皇
が

皇
位
継
承
者
に
選
ば
れ
る

時
に

お
い

て

後
白
河
院
の

意
向
に

添

う
な
ど
の

行
動
も
し
て

い

る

か

ら
、

権
力
迎
A
口

と

い

う
側
面
が

彼
に

な
か
っ

た
わ

け
で

は

な
い

。

し
か

し

そ
れ

以
上

に
、

貴

族
社

会
の

全

体
的
な
意

向
を

読
み

と
っ

て

満
足
さ
せ

る

こ

と
を

彼
は

重

視

し
た
の

で

あ
る

。

強
権
者
と

貴
族
社
会
主
流
と

が
乖
離
し
た

状
況
下
で

行

わ
れ
た

福
原
遷
都
問
題
の

議
論
こ

そ
は
、

そ
の

こ

と

が

成
果
と

し
て

は

っ

き

り
と

現
れ
た

場
に

ほ

か

な
ら

な

か
っ

た
と
い

え
よ

う
。

　

泰
親
を
は
じ

め
と

す
る

陰
陽

師
た
ち
の

こ

う
し
た

判
断
を

可
能
に

し

た

の

は
、

陰
陽
道
が

貴
族
杜

会
を
こ

そ

支
持
の

基
盤
と
し
、

ま
た

彼
ら

自
身

も

貴
族
社
会
の
一

員
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を
よ

く
自
覚
し
て

い

た

と

い

う

事
実
に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

う
し

て
、

陰
陽
道
は

貴
族
社
会
の

存
続

に

と

っ

て

不
可
欠

な
も
の

と

認
識
さ
れ

た
が

ゆ

え
に
、

そ
の

宗
教
的
権
威

を
よ

く
保
つ

こ

と
が

で

き
た

の

で

あ
る

。

協
働
表
象
（
論
）

の

基
礎
的
考
察

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

永
岡

　
　
崇

　

本
報

告
は
、

あ
る

宗

教
伝

統
の

中
で

伝
承
さ
れ

て

い

る

信
仰
的

遺
産

（

教
祖、

教

典
、

教
義、

儀

礼
な
ど

）

を
め

ぐ
る

表
象
に

際

し
て
、

異
な

る

立

場
の

人
び
と

の

間
の

相
互
依
存
関
係
に

よ

っ

て

生
成
す
る

新
た
な

宗

教
文
化
（

11

協
働

表
象
〔

o

壼
σ

o

蕁
冖

ぞ
 

掃
胃
Φ

ω
Φ

コ

富
け

δ
昌
）

の

領
域
を

浮
き
彫
り
に

し、

そ
の

意
義
を
明
ら
か
に

し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る
。

　

近
代
社
会
に

お
い

て

は
、

信

仰
当

事
者
ば
か

り
で

な

く
、

宗
教
研

究

者
、

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト、

文
学
者
な
ど
の

非
信
仰
者
も
積
極
的
に

宗
教
を

め

ぐ
る

表
象
を
行
っ

て

き
た
。

そ

れ
ぞ

れ
の

立

場
に

応
じ

て
、

信
仰
的
遺

産
に

つ

い

て

語
る

こ

と
の

目
的
や

関
心

、

信
念
は

異
な
っ

て

い

る
。

だ

が

そ
の
一

方
で
、

い

ず
れ

の

立

場
の

者
も

、

信
仰
当
事
者
に

よ
っ

て

伝
承
さ

れ

て

き
た

諸
テ

ク

ス

ト

を
読
む
こ

と
を

通
じ
て

信
仰
的
遺
産
に
接
近
す
る

し
か
な
く、

ま
た

他
者
の

表
象
の

影
響
を

受
け
ざ
る
を
え
な
い

と
い

う
意

味
で
、

相
互

依
存
的
な
一

種
の

共
同
性
を

形
成
し
て

い

る
と

み
る

こ

と

も

で

き
る

。

こ

う
し
た

共
同
性
を、

信
仰
的
遺
産
を
め
ぐ
る
く

読
み

の

共

同

体
V

と
呼
ぼ

う
。

　

テ

ク

ス

ト
を
読
む
と

い

う

行
為
に

よ
っ

て

結
び
つ

け
ら
れ
る

く

読
み

の
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