
Association for the Interdisciplinary Studies of Japanese Buddhism

NII-Electronic Library Service

論
文

最
澄
の

神
仏

習
合
と

中
国
仏
教

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　 SerVlce

吉
　
田

　
一

　

彦

Assoclat 二lon 　for 　t二he 　工 nt 二erdlsclphnary 　Studles 　of 　Japanese 　Buddhlsm

は

じ
め
に

　

最
澄
は

日

本
の

仏
教
に

巨
大
な

足

跡
を

残
し

た

人
物
で

あ
る

。

天

台
宗
の

将

来
、

密
教
の

受

容
、

宗
派

制
度
の

確
立

、

一

乗
仏
教
の

主

張
、

戒
壇
の

独
立
な

ど
、

彼
の

思
想
と

活
動
は

そ
の

後
の

日

本
仏
教

史
の

展

開
に

大
き

な
影

響
を

お

よ

ぼ

し

た
。

小
論
は

、

そ

う

し
た

最

澄
の

多

方
面
に

わ

た

る

活
動
の

う

ち
、

そ
の

神

仏
習
合
に

つ

い

て
、

中
国
の

神
仏
融
合
文
化
の

受
容
と
い

う

観
点
か

ら

考
察
し
、

あ

わ
せ

て

山
岳

寺
院
の

建
立
と
い

う

側
面
に

つ

い

て

も

論
及
し

よ

う
と

す

る

も

の

で

あ

る
。

　

日

本
の

神
仏
習
合
に

つ

い

て

は
、

か
つ

て

は
、

外
来
の

仏
教
と

在

来
の

神
信
仰
と

が

日

本
列
島
に

お
い

て

独
自
に

混
合

、

融
合
し
た

現

象
で

、

日

本
の

宗

教
文
化
に

個

性
的
に

見
ら

れ

る

「

日

本
的
な
」

特

質
で

あ
る

と

説
か

れ
て

き
た

。

早
く

、

辻

善
之

助
は

、

神
仏
習
合
が

日

本
に

お

い

て

開

始
さ
れ

、

そ

れ

が

内
在
的
に

展
開
し

て

い

く

道

筋

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

を

跡
づ

け
、

後
学
に

大
き
な

影
響
を

与
え

た
↑）
。

神
仏

習
合
研

究
は

、

以

後
、

多
く
が

辻
が

設
定
し

た

枠
組
の

中
で

進
め

ら

れ

て

き

た（
三
。

　
し

か

し

な

が

ら
、

か

つ

て

論
じ

た

よ

う

に
（
、）
、

そ

う

し

た

内
在
成

立
展
開
説
に

は

疑
問
が

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

私
は

、

日

本
の

神

仏
習
合
は

、

中
国
の

神
仏
融
合
思
想
の

受
容

、

導
入
と
い

う

観
点
か

ら

考
察
す
る

必
要
が

あ

り
、

広
く
ア

ジ

ア

に

お

け

る

文
化
交
流
の

歴

史
の

中
で

と

ら

え

る
こ

と

が

肝
要
だ

と

考
え

て

い

る
。

最
澄
の

神
仏

習
合
を

検
討
す
る

上
で

も
、

そ

う
し

た

観

点
が

不
可
欠
の

も
の

に

な

る

だ

ろ

う
。

　
宗
教
の

融
合
は

世
界
の

各
地
に

見
ら

れ
る

。

ミ
ル

チ

ア

・

エ

リ

ア

ー

デ

が

明
ら

か

に

し
た

よ

う
に
（
4）
、

宗
教
は

混

じ

り

あ
っ

て

歴
史
を

歩

む
の

が
一

般
的
で

あ
っ

て
、

混
じ

ら

ず
に

歴

史
を

歩
む
の

は

例
外
的

と

す
べ

き

で

あ

る
。

ア

ジ

ア

に

お

い

て

も

宗
教
の

融
合
は

広
範
に

見

ら

れ
、

中
国
に

お
い

て

も
、

仏

教
と

在

来
の

神
信
仰
と
の

融
合
が

日

本
に

先
立
っ

て

展
開
し

て

い

た
。

一



Association for the Interdisciplinary Studies of Japanese Buddhism

NII-Electronic Library Service

Assoclat 二lon 　for 　t二he 　工 nt 二erdlsclphnary 　Studles 　of 　Japanese 　Buddhlsm

　

日

本
の

神
仏
習
合
は

、

八

世

紀
前

期
に

神
宮
寺
が

建
立

さ

れ
、

や

や

遅
れ
て

神
前
読

経
が

行
な

わ

れ

る
と

い

う

形
で

開
始
さ

れ

た

が
、

そ

こ

で

は

「

神

身
離
脱
」

や

「

護

法

善
神
」

の

思

想
が

盛
ん

に

語
ら

れ

た
。

だ

が
、

中

国
の

仏

教
文
献
を

見
て

み

る

と
、

「

神
身
離

脱
」

や

「

護
法
善
神
」

の

思
想
や

そ

の

用

語
が

多
々

見
ら

れ
、

日

本
の

神

仏
習
合
が

中
国
の

神
仏
融

合
思
想
を

受

容
、

導
入
し
て

開
始
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

こ

と
が

知
ら

れ

る
。

日

本
の

神
仏
習
合
は

、

入
唐
僧
た

ち

に

よ
っ

て

中
国
の

神
仏
融
合
思
想
や
そ

の

具
体
的
な

様
相
が

波

状

的
に

輸
入
さ

れ

て

開
始
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

最
澄
が

訪
れ

た

天

台
山
で

は
、

神
が

僧
に

従
い

、

仏
教
に

帰
依
し
て

山
に

寺
院
が

建
立

さ

れ

る

と
い

う
話
が

語
ら

れ

て

い

た

し
、

仏
教
と

神
信
仰
と
の

並

立
、

融

合
が

進

展
し

て

い

た
。

こ

こ

で

は
、

最
澄
の

神
仏
習
合
に

つ

い

て
、

中
国
の

神
仏
融
合

、

な

か

ん

ず
く
天
台
山
に

お

け
る

神

仏
の

融
合
形

態
の

受

容
、

導
入
と
い

う
観

点
か

ら

考
察
し

て

み

た
い

。

最
澄
の

神
仏
習
合
思

想
の

系
譜

　
『

叡
山
大
師
伝
』

の

記
述

　
釈
一

乗
忠
の

『

叡
山
大

師
伝
≒

5）
に

は
、

最
澄
の

神

仏
習
合
に

関

す
る

記
述
が
い

く
つ

か

見
え

る
。

最
澄
は

、

弘
仁
五

年

（

八
一

四
）

、

筑

紫
国
に

赴
き

、

「

八

幡
大
神
の

お
ん

た

め

に

神
宮
寺
に

お

い

て

自
ら

法

華
経
を

講
」

じ

た

と
い

う
。

大

神
は

託

宣

し

て
、

自

分
は

仏
法
を

聞
く
こ

と

な

く

長
い

年
月
を

過
ご

し

て

き

た

が
、

幸
い

に

も

和
上
に

遇
い

、

「

正

教
」

を

聞
く
こ

と

が

で

き

た

一

二

と

随
喜
し

、

自
ら

斎
殿
を

開
い

て

手
に

紫
袈
裟
一

つ
、

紫
衣
一

つ

を

捧
げ
て

和
上

に

た

て

ま

つ

っ

た

と

い

う
。

　
『

叡
山

大
師

伝
」

に

は
、

そ

れ

に

続
け
て

、

賀
春
の

神
宮

寺
に

お

け

る

活

動
の

こ

と

が

記
さ

れ
て

い

る
。

次
の

よ

う

で

あ

る
。

最
澄
は

、

豊

前
国

田

河
郡
の

賀
春
の

「

神
宮

寺
」

に

お
い

て

法
華
経
を

講
じ

て

神
恩
に

報
謝
し

た
。

そ

の

時
、

紫
雲
の

瑞
相
が

出
現
し

た

と
い

う
。

昔
、

最

澄

は
、

渡
海
の

時
に

賀
春
山
の

下
に

寄
宿
し

た
。

夜
、

夢
に

梵
僧〔

，）
が

や
っ

て

来
た

が
、

そ

の

姿
は

左

半
身

は

人
の

よ

う

な

る

も
、

右

半
身
は

石
の

よ

う

だ
っ

た
。

彼
は

最
澄

に

対
し

て
、

「

私
は

賀
春

の

神
で

あ

る
。

私
を

業
道
の

苦
患
か

ら

救
っ

て

ほ

し
い

。

そ

う
し

た

ら
、

私
は

あ

な

た
の

求
法
を

助
け

る

た

め

日

夜
守
護
す
る

だ

ろ

う
」

と

告
げ
た

。

明
日

そ

の

山
を
見
る

と
、

右
脇
が

崩
れ

落
ち

て

い

て

草

木
が

な

く
、

夢

に

見
た

半

身
の

よ

う
だ
っ

た
。

最
澄
は

法
華
院
を

建

立
し
、

法
華
経

を

講
じ

た
。

今
、

賀
春
神
宮
院
と

呼
ば

れ

る

の

が

そ

れ

で

あ

る
。

以

後
、

山
の

崩
れ

た

と
こ

ろ

に

も

草
木
が

生
い

茂
る

よ

う
に

な

り
、

村
の

翁
婆
も
驚
か

な

い

者
は

な

か
っ

た
。

神
が

託
宣
し

て

言
う
に

は

「

海
中
で

難
が

あ
る

時
は

必
ず
私
が

助
け

、

守
護
し

よ

う
。

そ

の

時
光

を

現
す
か

ら

私
の

助
け

と

知
れ
」

と
。

以
後

、

難
時

に

は

必
ず
光
が

あ
っ

て

助
け
ら

れ
、

託
宣

が

本
当
だ
っ

た

こ

と

が

わ

か
っ

た
。

大
師
は

神
を

「

神
道
」

か

ら

救
っ

た
、

と
い

う
。

　
こ

の

話
は

、

『

続
日

本
後
紀
』

承
和

四

年

（

八

三

七
）

十
二

月
庚

子

（

十
一

日
）

条
に

も

　
　
大
宰
府
言

す
。

管
す
る

豊

前
国

田

河
郡
の

香
春
岑
神
は

辛
国
息

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　
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長
大

姫
大

目
命

、

忍

骨
命

、

豊
比

暉
命
の

惣
て

是
れ

三

社
な

り
。

　
　
元
来
是
れ

石
山
に

し
て

上
に

木
惣
て

無

し
。

延
暦

年
中
に

至

り

　
　
て

、

遣
唐

請
益
僧

最
澄

躬
ら

此

山
に

到
り
て

祈
り
て

云

く
、

願

　
　
は

く
は

神

力
に

縁
り

て

平
ら

か

な

る

渡

海
を

得
ん

こ

と

を
と

。

　
　
即
ち

山
下

に

お

い

て
、

神
の

た
め

に

寺
を

造
り
て

読

経
す

。

尓

　
　

来
、

草
木
蓊
鬱
と

し

て

神
験
在
る

が

如

し
。

水
旱

、

疾
疫
の

災

　
　
の

あ

る

毎
に

郡
司

百
姓
就
き

て

祈
祷
す

る

や

必
ず
感
応
を

蒙
り

　
　
て

年
ご

と

に

人
寿
登
る

こ

と

他
郡
に

異
な

れ
り

。

望
む

ら

く
は

　
　

官
社
に

預
か

り
て

、

以

て

祠
を

崇
む
こ

と

を
表
は

さ

ん

と
。

之

　
　
を

許
す

。

と

記
さ
れ

て

い

る
。

最

澄
は

渡
海
に

あ

た

り
、

そ

の

平

安
を

香
春
の

神
に

祈
願
し
、

神
の

た

め

に

寺
を

造

り
、

読

経
を

し

た

と

い

う
。

　
『

叡
山

大
師

伝
」

に

は
、

ま

た
、

諏

訪
大
神
の

話
も
見
え

る
。

最

澄
の

法

華
経
書

写
の

計

画
に

応

え

て
、

信
濃
国
大
山

寺
の

正

智
禅
師

が
二

百
部
の

法

華
経
の

書
写
を

助
け

、

そ

れ

を

馬
で

上

野
国
に

送
ろ

う
と

し
た

と
こ

ろ
、

馬
は

食
べ

ず
、

眠
る

が
ご

と

く
に

な
っ

て

し

ま
っ

た
。

そ

の

時
、

諏
訪
大

神
が

託
宣
し

て
、

自

分
は

千
部
の

知
識
に

加

わ

り

た

い

と

願
っ

て

こ

の

怪
異
を

お

こ

し

た
。

今
は

経
典
を

助
け
送

ろ

う

と

告
げ
て

、

誓
願
し

て

知
識
に

加
わ
る

や
、

馬
は

進
み

、

経
典

は

上

野
国
の

千

部
法

華
経
院
に

送
ら

れ

て

い

っ

た

と

い

う
。

　
最
澄
の

習

合
思

想
の

系
譜

　
こ

れ

ら
の

話
は

、

神
が

仏
教
に

帰
依

し

て

読
経
や

講
経
を

聞
き

、

仏
教
の

信
徒
に

な
っ

て

い

く
、

あ

る

い

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

は

僧
や

仏
法
を

守
護
す
る

善
神
に

な
っ

て

い

く
と
い

う

筋
立
て

に

な
っ

て

い

る
。

こ

う

し

た

思
想
は

、

凵

本
で

は

奈
良

時
代
か

ら

見
ら

れ

る

も
の

で
、

通

常

「

神
身
離

脱
」

「

護
法

善
神
」

の

思
想

と

呼
ば

れ

て

い

る
。

僧
が

神
を

「

業
道
の

苦
患
」

か

ら

救
っ

た
、

「

神
道
」

か

ら

救
っ

た

と
い

う

用
語
も

、

そ

う

し

た

話
に

し
ば

し

ば

見
ら

れ

る

も
の

で
、

経
典
の

講
説
を

聞
い

た

神
が

随
喜
し

た

と

い

う

筋
立

て

や
、

神

の

た
め

に

寺
院
が

建
立
さ

れ

た

と

い

う

展
開
も

、

こ

の

思

想
に

立
脚

す
る

話
に

典
型

的
に

見
ら

れ

る

も
の

と

言
っ

て

よ

い
。

　
「

叡

山
大
師

伝
』

は
、

最

澄
の

死
後
に

弟
子
に

よ
っ

て

著
わ

さ

れ

た

伝

記

だ

が〔
了）
、

他
の

僧
伝
に

比
べ

る

と

情
報
の

確
度
が

高
く

、

　一

部
に

誇
張

や

事
実
の

再
構
成
が

見
ら

れ

る

が
、

全

体
と

し

て

最
澄
の

事
跡

、

思

想
を

よ

く
伝
え

る

も
の

に

な
っ

て

い

る
。

こ

こ

に

記
さ

れ

る

神
仏

習

合
関
係
の

記
述
も

、

最
澄
の

思
想
を

伝
え

る

も
の

と

評
価

し

て

よ

い
。

か

つ

て

論
じ

た

よ

う
に
（
、）
、

「

神
身
離
脱
」

「

護
法
善
神
」

の

思

想
は

、

中
国
仏
教
に

お
い

て

盛
ん

に

説
か

れ

て

い

た

も
の

で
、

日

本
に

は

入

唐
僧
た

ち

に

よ
っ

て

導
入
さ

れ
た

。

日

本
に

お

い

て

は
、

史

料
的

に

は

八

世
紀
前
期
か

ら

確
認
さ

れ
、

中
期

、

後

期
と

進

む

ほ

ど

に

し

だ
い

に

流
通
し

て
、

各
地
に

神
宮
寺
が

建
立
さ

れ
、

ま

た

神

前
読

経
が

行
わ

れ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

っ

た
。

　
以

上

よ

り
、

最
澄
の

神
仏
習
合
思
想
は

、

奈
良
時
代
以

来
の

「

神

身
離
脱
」

「

護

法
善

神
」

の

思

想
の

系
譜

に

連
な

る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

が

知

ら

れ

る
。

最
澄
は

入
唐
以

前
か

ら
こ

の

思
想
に

親
し

ん

で

お

り
、

一

定
の

知
見
を

有
し

て

い

た

と

み

て

よ

か

ろ

う
。

そ

れ

が

入

＝
二
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唐
に

よ
っ

て

よ

り
明

確

化
し

、

た

も
の

と

思
わ

れ

る
。

確
固
た

る

思
想
へ

と

熟

成
し

て

い
っ

二

　
最
澄
が

見

た

天
台
山

　
天

台

山
の

仏
教
　
最

澄

は
、

延
暦
二

十
三

年
（

八

〇

四
）

遣
唐
使

の

船
に

乗
っ

て

入
唐
し

、

明
州
の

鄙
県
に

到
着
し

た
。

遣

唐
使
の
一

行
は

そ

の

後
長
安
に

向

か
っ

た

が
、

最
澄
は
一

行
と

別

れ

て

義
真
と

と

も
に

天

台
山
に

向
か
っ

て

い

っ

た
。

で

は
、

最
澄
が

訪
れ

た

頃
の

天
台
山
は

ど
の

よ

う
な

様
相
だ
っ

た

か
。

こ

こ

で

は
、

天

台
山
に

お

け

る

仏
教

、

お

よ

び

神

信
仰
・

道
教
の

両
面
に

つ

い

て

検
討
し

て

い

き

た

い

す）
。

　
ま

ず

仏

教
。

天
台
山
に

仏

教
が

入
っ

た

の

は

四

世
紀

中
頃
の

こ

と

で
、

北
方
か

ら

入
っ

て

き
た

。

慧
皎

『

高

僧
伝
』〔

、）
に

よ

れ

ば
、

支

遁

（

支
道
林

、

三
一

四

〜
三

六
六
）

は
、

そ

の

晩
年

、

石
城
山
に

入
っ

て

活
動
し
た

と
い

う
。

石
城

山
は

現
在
の

新
昌
の

大
仏

寺
の

あ

た

り

で
、

天
台
山
の

一

つ

北
側
の

山
に

あ

た

る
。

ま

た
、

于
法

蘭
や

帛
僧

光

も

石
城
山
に

入
っ

て

活
動
し

た

と
い

う
。

石
城
山
に

は
、

そ
の

後
、

斉
の

僧
護
〜
梁
の

僧
佑
に

よ
っ

て

大
石
仏
像
（

弥
勒
像
）

が

造
立
さ

れ
、

南
朝
仏
教
の

代
表
的
聖
地
と

な
っ

て

い

っ

た
。

ま
た

、

竺

曇
猷

も
、

四

世
紀
中
頃

、

石
城
山
に

入
っ

て

活
動
し

、

さ

ら

に

南
下
し

て

天

台
山
地
域
の
一

つ

赤
城
山
に

入
っ

て

活
動
し

た

と
い

う
。

支
曇
蘭

も

赤
城
山
に

入
っ

て

活
動
し

た

と
い

う
。

一

四

　
『

高

僧
伝
」

で

は
、

石
城

山
、

天
台

山
の

仏
教
草
創
に

あ

た

り
、

「

山
神
」

が

仏
教
に

帰
依
し

て

僧
に

山
を

譲
渡

し

た

と
い

う

説
話
が

語
ら

れ
て

い

る（
、〉
。

山
神
た

ち

は
、

し

ば

し

ば

「

猛
獣
」

「

虎
」

「

蛇
」

の

姿
を

し

て

現
わ

れ

る

が
、

の

ち

「

神
形
」

を

現
わ

し

て
、

仏
教
に

帰
依
し

た

と
い

い
、

ま
た

「

山
中
の

神
祇
」

が

法
を

受
け

、

山
が

僧

に

譲
り

渡

さ

れ

て

い

っ

た

と
い

う
。

た

と

え

ば
、

竺

曇
猷
が

石
城
山

の

「

石
室
」

で

坐
禅
し

て

い

る

と

猛
虎

、

壮
蛇
が

現
れ

る

が
、

そ

れ

は

実
は

山
神
で

、

山
神
は

こ

の

山
を

彼
に

譲
っ

て

寒
石
山
へ

と

転
居

し

て

い

っ

た

と

い

う
。

竺

曇
猷
は

、

そ

の

後
、

天
台
山
で

も

山
神
に

出
会
い

、

山
を

譲
っ

て

も
ら
っ

た

と

い

う
。

支
曇
蘭
も

同
様
に

赤
城

山
を

神
に

譲
ら

れ

た

と
い

う
。

帛

僧
光
も
石
城
山
を

山
神
か

ら

譲
ら

れ

た

と
い

う
。

こ

う
し
て

寺
院
が

建
立
さ

れ
、

天
台
山
は

神
の

山
で

あ
る

と

同
時
に

仏
教
の

山
と

し

て

発

展
し

て

い

っ

た
。

　
や

が

て

六

世
紀
に

な

る

と

智
頻

（

五

三

八
〜
五
九
七
）

が

登
場
す

る
（
撃
。

彼
は

天
台
山
の

さ

ら

な

る

奥
地
を

開
拓
し

、

陳
の

宣
帝
は

彼

の

た
め

に

銀
地
嶺
に

修

禅
寺
を

建
立
せ

し

め

た
。

智

頻
の

天
台
宗
の

中
心

は

こ

の

修
禅

寺
周
辺
の

仏

隴
地

区
で

あ
っ

た

（

な

お

修
禅

寺
は

の

ち

禅
林
寺

、

さ

ら
に

大
慈
寺
と

改
号
し

た
）

。

智
顕
の

死
後
に

は
、

晋
王
広

（

の

ち

の

煬
帝
）

に

よ
っ

て
、

山
の

ふ

も
と

の

方
に

天

台
寺

が

建
立

さ

れ
、

の

ち

こ

れ

が

国

清
寺
と

改

号
さ

れ
て

、

天
台
山
の

仏

教
の

中
心

に

な
っ

て

い

っ

た
。

な

お
、

智

顕
は

玉

泉
山
も

仏
教
化
し

て

玉

泉
寺
を

建
立
し

た

が
、

灌

頂
『

隋
天

台
智
者
大

師
別
伝
」

に

は

玉

泉
山
に

つ

い

て
、

「

そ

の

地
は

本
来
荒

険
に

し

て

神
獣
蛇

暴
る
、

N 工工
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諺
に

三

毒
の

藪
と

云
う

」

と

記
さ

れ

て

い

て
、

い

う

認

識
が

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら

れ

る
。

神
の

山
を

開
い

た

と

　
天

台

山
の

神
と

道
教

　
天

台
山
は

神
の

山
で

あ
っ

た
。

よ

く

知
ら

れ

て

い

る

よ

う

に
、

そ

の

神
は

「

王

子
喬
」

ま

た

「

太
子
晋
」

と

呼

ば

れ

る

神
仙
で

あ
っ

た
。

王

子

喬
は

、

劉

向
『

列
仙

伝
』

巻
上

に

「

王
子

喬
は

周
の

霊
王
の

太
子

晋
な

り
。

好
み

て

笙
を

吹
き

、

鳳

凰

の

鳴
を

作
す

。

（

中
略
）

三

十
余
年
の

後
、

こ

れ

を

山
⊥
に

お

い

て

求
む

る
に

、

桓
良
に

見

え

て

曰

く
、

我
が

家
に

告
げ

よ
、

七

月
七
日

、

我
を

猴

氏

山
巓
に

て

待
て

と
。

時
至

る

に
、

果
た

せ

る

か

な

白
鶴
に

乗
り
て

山

頭
に

駐
む
」

と

記

さ

れ
て

い

る

蕁
。

王
子
喬
（

王
喬
）

は

笙
を

吹
き

、

鶴
に

乗
る

神
仙
で

、

し

ば

し

ば

赤
松
子
と

対
で

語
ら

れ

た
。

　
吉
原
浩
人

氏
が

詳
論
し

た

よ

う
に
（
M）
、

王

子
喬
は

中
国
の

文
人
た

ち

に

よ

く

知
ら

れ

た

神
仙
で

、

詩
文
の

題

材
と

さ

れ
、

日

本
で

も

葛

野
王

「

遊

龍
門
山
」

（

『

懐
風
藻
」

所
収
）

を

は

じ

め
、

奈
良
平
安

時

代
の

詩
文
に

し

ば

し

ば

取
り

上
げ

ら

れ

た
。

王

子
喬
は

、

『

列
仙
伝
』

に

あ

る

よ

う

に
、

「

猴
氏
山
」

と

関
連

深
い

神
仙
だ
っ

た
。

そ

れ

が

や
が

て

天

台
山
の

神
仙
も
彼
だ

と

観
念
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

が
、

井
上

以

智

為
氏
に

よ

れ

ば
、

そ

れ

は

東
晋
の

頃
か

ら
で

、

孫

興
公

（

孫
綽
）

「

遊
天
台
山
賦
并
序
」

（

『

文
選
』

所
収
）

に

「

王
喬
鶴
を

控

き
て

以

て

天
に

沖
し
、

応
身
錫
を

飛
ば

し

て

以
て

虚

を

躡
む
」

と

見

え

る
（
悪

の

が

最
初
期
の

事
例
だ

と

い

う
。

梁
の

陶
宏
景
『

真
誥
』

に

　
　
最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

は
、

「

桐
柏
真
人

王
子
喬
也
」

「

桐
柏
真
人

、

右

弼
王

、

領
五

岳
司

、

侍
帝
晨

、

王

子

喬
」

と

あ
っ

て
、

天
台
山
の

神
仙
で

あ

る

桐
柏
真
人

が

王
子

喬
だ

と

は
っ

き

り
述
べ

ら

れ
て

い

る

霾
。

　
や

が
て

、

天

台
山
で

は

道

教
が

興

起
し
た

。

井
上

氏
に

よ

れ

ば
、

天

台
山
の

道
教
は

、

仏
教
の

浸
透

、

振
興
よ

り

少
し

遅
れ

て

始
ま
っ

た

も
の

で
、

宋

末
〜
梁
初
に

赤
城
山

を

五

嶽
の
一

つ

の

南
嶽
と

み

な

す
思
想
が

お
こ

り
、

赤
城
山
か

ら

道
教
が

展
開
し

て

い

っ

た

と
い

う
。

ま
た

、

天
台
山

地

域
の
一

つ

で

あ

る

桐
柏
山
に

お

い

て
、

王

子
喬
お

よ

び

葛
玄
に

対
す
る

信
仰
が

高
ま

り
、

こ

こ

も

道

教
信
仰
の

も
う
一

つ

の

中
心
に

な
っ

て

い

っ

た

と

い

う
。

唐
代
に

は
、

天
台
山
の

道
教

は
一

層

隆
盛
し

、

睿

宗
は

、

景

雲
二

年
（

七
一

一
）

、

白

雲
先

生

（

司
馬

承
禎
）

の

た

め

に

桐
柏

観
を
建
立
せ

し

め

た
。

こ

の

桐
柏
観

は
、

伝
説
的
な

桐
柏
観
（

葛
玄
の

遺
跡
と

観
念
さ

れ
た
）

を

復
建
し

た

新
桐
柏
観
だ

と

い

う
ふ

れ
こ

み

で

あ
っ

た

が
、

井
上

氏
に

よ

れ

ば
、

こ

れ
以

前
に

桐

柏
観
の

姿
は

確
認
で

き

ず
、

こ

れ

を

初
造
と

見
る

べ

き

だ

と

い

う

茸
。

　
そ

う
し

た

唐
代
の

天

台
山
の

様
相
を

知
る

に

格
好
の

史
料
が

あ

る
。

徐
霊

府

『

天

台
山
記
』（

B）
で

あ
る

。

徐
霊
府
は

九

世
紀

前
期
に

活
動

し

た

道
士
で

、

元

和
十
年
（

八
一

五
）

に

天
台
山
に

入
っ

て

活
動
し

た
。

『

天
台
山
記
』

は

宝

暦
元

年
（

八

二

五
）

の

成
立

で
、

道

教
を

中
心
に

、

一

部

仏
教
の

こ

と

も
ま
じ

え

て
、

当
時
の

天

台
山
の

姿
を

活

写
す
る

も
の

に

な
っ

て

お

り
、

最
澄
が

訪
れ
た

頃
の

天
台
山
の

状

況
を

知
る

に

絶

好
の

史
料
と
い

わ

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

同
書
は

、

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

一

五
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天

台
山
に

つ

い

て
、

『

真
誥
』

を

引

用
し

な

が

ら

「

桐
柏

真
人
」

の

治
め

る

と

こ

ろ

だ

と

し
、

彼
は

周
の

霊
王
の

太

子
喬
で

、

字
は

子
晋

、

笙
を

吹
く

こ

と

を

好
み

、

鳳
凰
の

鳴
く
よ

う

だ
っ

た

と

説
き

、

「

桐

柏

真
人

右
弼
王
領
五

岳
司
侍

帝
」

だ

と

述
べ

て

い

る
。

ま

た
、

赤
城

丹

山
の

洞
は

十
大
洞
天
の

第
六

洞
だ

と

も

述
べ

て

い

る
。

同
書
に

は
、

天

台
観

、

柳
史
君
の

宅
、

丹

霞
洞

、

瀑
布
寺

、

桐
柏
観

、

天

尊
堂

、

王

真
君
壇
お

よ

び

そ

の

小
殿

〔

真
君
殿
〕

（

真
君

儀
像
を

安
置

、

真

君
は

桐

柏

真
人
）

、

醴

泉
、

正

殿
、

古
八

角

壇
、

三

井
、

仏
窟

院

（

道
元

観
）

、

白
厳

寺
、

赤
城

山
、

飛
霞
寺

、

中
厳

寺
、

国
清
寺

、

同

寺
の

普
明
禅
師
の

錫
杖
泉

、

禅
林
寺

、

歇
亭

、

石
橋
な

ど
の

こ

と

が

記

さ

れ
、

あ

わ
せ

て
、

白
雲

先
生

、

葛
仙
公

、

法

順
、

白
道

猷
、

智

頻
な

ど

の

活
動
が

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

　

天
台
山
に

は

道

教
と

仏
教
と

が

混

在
、

並
立
し

て

い

た
。

そ

の

中

核

は
、

道
教
は

桐

柏
観

、

天

台
観
で

、

仏
教
は

国
清
寺

、

禅
林
寺
で

あ

ろ

う

が
、

華
頂

峰
を

「

極

高
処
」

と

す
る

こ

の

山
全

体
が

道
仏
融

合
的
な

宗
教
的
山
だ

と

認

識
さ

れ

て

い

た
。

　

山
王

と

地
主
　
天

台
山
の

山
神
は

、

ま

た

「

山
王
」

と

呼
ば

れ

た
。

「

山
王
」

な

る

呼
称
は

山
神
を

指
す

言
葉
と

し

て

仏
典

、

仏

書
に

散

見

す

る

が
、

天
台

山
で

は

智
顕
の

頃
か

ら

山
神
を

こ

の

名
で

呼
ぶ

こ

と

が

あ
っ

た
。

す
な

わ

ち
、

野
本
覚
成
氏
が

指
摘
し

た

よ

う

に
（
璽
、

灌
頂
『

国
清
百
録
』

巻
一

「

敬
礼
法
」

に

「

天
台

山
王

、

王

及
び

眷

属
、

峰
麓
林
野
の
一

切
の

幽

祇
が

、

伽
藍
を

冥
祐
し
、

大
利
益
を

作

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
一

六

す
こ

と

を

願
は

ん

が

た
め

に
、

常
住
の

諸
仏
を

敬
礼
す
」

と

あ

る（
2。）
。

こ

こ

に

は

「

天

台
山
王
」

と

い

う

表
現

が

見
え

、

ま

た

天
台
山
王

お

よ

び

そ

の

眷
属
を

は

じ
め

と

し

て
一

切
の

幽
祇
が

伽
藍

を

た

す

け
、

大

利
益

を

も
た

ら

す
こ

と

を

願
う
と

い

う

論
理

構
成
が

見
ら

れ

る
。

こ

れ

は

護
法
善

神
の

思

想
に

立
脚
し

た

言
説
で

、

神
た

ち

は

仏
法
を

擁
護
す
る

存

在
と

し

て

位
置
づ

け

ら

れ

て

い

る
。

な

お
、

『

国
清
百

録
』

は
、

智
頻

没
後
す

ぐ
に

弟
子
の

智
寂
つ

い

で

灌
頂
（

五

六
一

〜

六
三

二
）

に

よ
っ

て

編
纂
さ

れ
た

も
の

で
、

隋
代
の

七
世
紀
初
頭
の

成
立

で

あ

る
。

天
台
山
で

山
の

神
が

「

山
王
」

と

呼
ば

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

「

法
華
経
」

巻
九

に

「

諸
の

山
王
」

と

い

う

表
現
が

見
え

る
こ

と

か

ら

考
え

て
、

天

台
宗
が

こ

の

山
で

興
起
し

て
、

『

法

華
経
』

風
の

表
現
が

用
い

ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

た
こ

と

に

よ

る

も
の

と

推
察
さ

れ

る
。

　

次
に

注

目
さ

れ
る

の

は
、

井
⊥

以

智

為

氏
が

指

摘
し

た
、

賛

寧

『

宋
高
僧

伝
』

巻

＝
ハ

「

後
唐
天

台
山

福
田

寺
従
礼
伝
」

の

次
の

記

述
で

あ

る

藝
。

　

　
釈
従
礼
は

、

襄
陽
の

人
な

り
。

善
く

父
母
に

事
へ

て

頗
る

郷
里

　

　
の

誉
を

揚
ぐ

。

偏
親
を

喪
ふ

に

追
ん

で

乃
ち

果
決
し

て

家
を

捨

　

　
つ

。

時
に

年
す
で

に

壮
な

り
。

（

中
略
）

梁
の

乾

化
中
を

も
っ

　

　
て

天
台
に

遊
ぶ

。

乃
ち

錫
を

平
田

精
舎
に

挂
け

、

後
に

推
さ

れ

　

　
て

寺
の

上
座

た

り
。

（

中
略
）

時
に

夏
、

亢

陽
す

。

主
事
の

僧

　

　
来
た

り

告
ぐ
ら

く
、

ま

さ

に

羅
漢

斎
を

営
ま
ん

と

せ

ん

に
、

園

　

　
蔬
の

枯

悴
す
る

を
い

か

ん

せ

ん
。

請
ふ

ら

く
は

、

闍
黎
た

め

に
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祈
祷
せ

よ

と
。

礼
曰
く

、

た

だ

香
を

真
君
堂
に

焚
け
と

。

真
君

　

　

と

は

周
の

霊
王
の

太

子
な

り
。

久
し

く

聞
く
な

ら

く
、

仙
去
っ

　

　

て

仙

官
を

も
っ

て

任
を

受
け

、

桐
柏
真
人
の

右

弼
と

な

り
て

、

　

　

五

獄
を

王

領
し
帝
晨
に

司
侍
た

り
。

王
子

喬
来
た

り
て

こ

の

山

　

　

を

治
む
と

。

こ

の

故
に

天
台
山
の

僧
房

、

道
観
は

み

な
、

右
弼

　

　

の

形
像
を
塑

り
、

薦
む

る

に

香
果
を
も
っ

て

す
る

の

み
。

こ

れ

　

　

よ

り

俗
間
に

号
し

て

山
王

土

地
と

な

す
は

非
な

り

と
。

時
に

主

　

　

事
、

仙
祠
に

向
か
ひ

て

呪
し
て

曰
く
、

上
座
は

雨
を
要
め

、

も
っ

　

　

て

枯

悴
を

滋
ら

さ

ん

と

す
と

。

夜
に

至

り
て

雲
起
こ

り

雨
霏
り

、

　

　

三

日
に

し

て

止
む

（

後
略
）

。

　

従

礼
（

八
五

六
〜
九
二

五
）

は
、

五

代
の

後
梁
の

乾
化
年
中
（

九

】

一

〜
九
一

五
）

、

天

台
山
に

入

り
、

平
田

寺
（

今
日

の

万

年
寺
）

の

上
座
と

な
っ

た
。

夏
の

「

亢

陽
」

（

ひ

で

り
）

の

時
、

主

事
の

僧

に

祈

祷
を

依
頼
さ
れ

る

と
、

「

真
君
堂
」

で

香
を

焚
く
べ

き
だ

と

主

張
し

た
。

真
君
と

は

周
の

霊
王
の

太
子
の

王

子
喬
で

、

こ

の

山
を

治

め

る

も
の

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

天
台
山
の

僧

房
、

道
観
で

は
、

み

な

右

弼
の

形
像
を

塑
造
し

て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

俗
聞
に

「

山
王
土

地
」

と

い

う
の

は

誤
り
で

あ

る
と

述
べ

た
。

そ

こ

で

仙
祠
に

雨
を

祈
っ

た

と
こ

ろ
、

は
た

せ

る

か

な

雨
が

降
っ

た

と

い

う
。

　

こ

こ

か

ら
、

十

世
紀
初
頭
の

天

台
山
に

、

王

子
喬
を
ま
つ

る

「

真

君
堂
」

が

存
在
し

て

い

た

こ

と

が

知
ら

れ

る
。

こ

こ

の

「

真
君
堂
」

は
、

あ

る

い

は

『

天
台
山
記
』

に

記
さ

れ

る

「

真
君
殿
」

の

系
譜
を

引
く

も
の

か

も
し

れ

な
い

が
、

詳
細
は

不
明
で

あ
る

。

ま

た

「

僧
房
」

最

澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
→

彦
）

「

道
観
」

で

彼
の

像
が

ま
つ

ら

れ
て

い

た
。

従

礼
は

、

し

か

し
、

こ

の

神
を

「

山
王
」

あ

る
い

は

土
地
神（

箆）
な

ど

と

俗
間
に

言
う
の

は

誤

り
で

、

周
の

霊
王
の

太
子

、

王

子
の

神
で

あ

る

こ

と

を

強
調
し

て

い

る
。

以
上

よ

り
、

十
世
紀
初
頭
に

お

い

て

も
、

天
台
山
で

は

山
の

神

を

「

山
王
」

あ

る

い

は

「

土
地
」

と

呼
ぶ

な

ら

わ

し
が

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら

れ

る

し
、

「

亢
陽
」

の

際
に

雨
を

祈
る

神
だ
と

の

認
識
が

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら

れ
る

。

　

次
に

参

照
す
べ

き

は
、

著

名
な

成

尋

『

参
天

台
五

臺

山
記
』

鼕

で

あ

る
。

成
尋
藝

（

］

〇
一

一

〜
一

〇
八
一
）

は

延

久
四

年
11

煕
寧
五

年

（

一

〇

七
二
）

五

月
十
三

日
、

赤
城
山
を

横
に

見
て

国
清
寺
に

到

着
す
る

と
、

寺
主
に

挨
拶
し

、

そ

の

後
い

く
つ

か
の

堂

舎
を

参
堂

、

焼
香

、

礼
拝
し

た
。

翌

五

月
十
四

日

は
、

寺
主
の

院
で

あ

る

「

智
者

大

師
懺
堂
」

（

教
跡
院
）

を

訪
ね

て

礼

拝
し

、

次
い

で

「

三

賢
堂
」

に

参
っ

て

礼
拝
し
た

。

次
に

普
明
禅
師
が

錫
杖
で

突
き
出
し
た

と
い

う

「

普
明
泉
」

と

い

う

井
戸
を

拝
見
し

て

礼
拝

、

焼
香
し

た
。

こ

れ

は

「

大
仏
殿
」

の

艮
（

北

東
）

の

南
、

「

深

沙
大
将
堂
」

の

乾

（

北

西
）

の

角
の

と
こ

ろ

に

あ

る
。

次
に

豊
干
禅
師
の

「

斎
堂
」

に

て

三

賢
な

ど

に

礼
拝

、

焼
香
し

た
。

　
そ

し
て

次
に

「

地
主
山
王
元
弼

真
君
」

を

礼
し

た

と
い

う
。

こ

れ

に

つ

い

て

　
　
真
君
は

是
れ

周
の

霊
王
の

子
の

王
子
晋
な

り
。

寺
は

王
子
の

宅

　
　
な

り
。

仙
と

成
り

て

数
百
年
を

経
て

智
者
大
師
に

謁
し

、

受
戒

　
　
し

て

地
を
付
属
す
る
な

り
。

宛
た

か

も

日

本
の

天
台
山
王
の

如

一

七
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し

。

（

後
略
）

と

記
さ

れ
て

い

る
。

こ

こ

の
一

連
の

参
拝
は

、

「

大
仏
殿
」

「

普
明
泉
」

な

ど

国
清
寺
の

内

部
を

巡
っ

て

い

る

と

読
む
べ

き

だ

か

ら
、

成

尋
が

訪
れ

た

時
に

は
、

国
清
寺
内
に

「

地

主
山
王
元
弼
真
君
」

を
ま
つ

っ

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら
れ

る
（
鍾
。

真
君

（

王

子
喬
）

は
、

「

山
王
」

ま

た

「

地

主
」

と

呼
ば

れ

て

い

る
。

寺
は

王

子
の

宅

だ

と

あ

る
か

ら
、

国
清

寺
が

王
子
喬
の

宅
だ
と

認

識
さ

れ

て

お

り
、

智
頻
は

こ

の

神
に

戒
を

授
け

、

こ

の

神
か

ら
こ

の

地

を

付
嘱
さ

れ

た

と
の

認
識
が

あ
っ

た

こ

と

も
知
ら

れ

る
。

成
尋
は

こ

れ

に

つ

い

て
、

あ

た

か

も

日

本
の

天
台
山
王
の

よ

う

だ

と

い

う
感
想

を

も
ら

し

て

い

る
Q

　
な

お
、

現

在
は

国

清
寺
の

内
に

「

伽
藍
堂
」

が

あ

り
、

そ

こ

に

「

伽
藍

神
」

と

し

て

王

子
喬
が

ま
つ

ら

れ

て

い

る
。

だ

が
、

智
顎
の

時

代
、

ま

た

従
礼
の

時

代
、

成
尋
の

時

代
に

お

い

て
、

天

台
山
で

「

伽
藍
神
」

の

言
葉

、

概
念

が

用
い

ら
れ
た

こ

と

は

確
認

で

き

な

い
。

「

伽
藍
神
」

概
念
が

天

台
山
で

用
い

ら
れ

る

よ

う
に

な

る

の

は
、

も

う

少
し

後
の

時
代
の

こ

と

と

思
わ

れ

る
。

　
天

台
山
の

寺
院
と

神
　
最
澄
が

訪
れ

た

天
台
山
は

ど
の

よ

う
な

と

こ

ろ

だ
っ

た

か
。

そ

こ

は
、

仏
教
と

道

教
と

が

共
存

、

並
立
す
る

宗

教
的
聖
地

で

あ
っ

た
。

仏

教
で

は
、

国
清
寺
と

修
禅
寺
（

禅
林
寺
）

が

そ

の

中
心
で

、

最
澄
は

修
禅
寺
座
主
の

道
邃
（

生
没

年

不
詳
）

か

ら

付
法
を

受
け

（

台
州
の

龍
興

寺
に

お

い

て
）

、

ま
た

仏
隴

寺
に

お

一

八

も
む

い

て
、

行

満
（

生
没

年
不
詳
）

か

ら

付
法
を

受
け

て

い

る
。

国

清
寺
を

訪
れ
た
こ

と

も

確
実
で

、

義
真
は

国
清
寺
で

受
戒
し

て

い

る
。

な

お
、

現

在
、

行
満
が

元
和
六
年

（

八

＝
）

十
一

月
十
二

日

に

建

立
し

た

「

台
州

隋
故

智
者
大

師
修

禅
道

場
碑

銘
并

序
」

が

真
覚

寺

（

智
者
塔

院
）

に

保
存
さ

れ

て

い

る
。

他

方
、

道
教
の

中
心

は

桐
柏

観
、

天
台
観
で

、

赤
城
山
は

第
六

洞
天
と

し

て

道
教

信
仰
の

も

う
一

つ

の

中
核
と

な
っ

て

い

た
。

王
真
君
壇
の

小
殿
（

真
君
殿
）

に

は

真

君
（

桐

柏
真
人
）

の

儀
像
が

お

ご

そ

か

に

安

置
さ
れ

て

い

た
。

　

国
清

寺
な

ど

寺
院
の

内
部
で

王

子

喬
（

桐
柏
真
人
）

が

ま

つ

ら
れ

て

い

た

か

ど

う
か

は

わ

か

ら

な
い

。

約
百
年
後
の

従
礼
の

時
代
に

は
、

寺
院
の

「

僧
房
」

で

右
弼
の

像
が

ま
つ

ら

れ
て

い

た

が
、

最
澄

が

訪

れ
た

頃
ど

う
で

あ
っ

た

の

か

は

残
念
な

が

ら

不

明
で

あ

る
。

し

か

し
、

智
顕
の

頃
か

ら

「

山
王
」

と

い

う

表
現
が

あ

り
、

最
澄
が

訪
れ

た

頃

も
こ

の

表
現
が

存
在
し

た
こ

と

は

確
実
と

言
っ

て

よ

い
。

ま
た

、

仏

法
を

擁
護
す
る

神
と

い

う

護
法
善
神
の

思
想
が

存
在
し

た
こ

と

も
確

実
で

あ

る
。

三

　
比

叡
山
の

神
仏
習
合

　
比

叡
山
は

神
山

　
比

叡
山
も
ま

た

神
の

山
で

あ
っ

た
。

『

懐
風
藻
』

（

七
五
一

年
）

の

麻
田

連
陽

春
「

藤

江
守
の

〈

裨
叡

山
の

先

考
の

旧

禅
処
の

柳
樹
を

詠
む
〉

の

作
に

和
す

。

一

首
」

に

は
、

「

近

江
は

惟

れ

帝
里

、

裨
叡
は

寔
に

神
山

。

山
静
け

く
し

て

俗
塵
寂
み
、

谷
間
け
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く

し

て

真
理
専
ら

に

あ

り
。

於
穆
し

き

我
が

先
考

、

独
り

悟
り

て

芳

縁
を

闡
く

。

宝

殿
空
に

臨
み

て

構
へ

、

梵
鐘

風
に

入
り

て

伝
ふ

。

（

後
略
）

」

と

あ
っ

て

蕁
、

比
叡

山
は

「

神
山
」

と
さ

れ

て

い

る
。

最

澄
以
前
か

ら
、

比
叡
山
は

神
の

山
と

認
識
さ

れ
て

い

た

愈
。

　

そ

の

神
は

、

漢
字
の

あ

て

方
は

い

ろ
い

ろ
あ

る

が
、

地
名
（

山
名
）

を

と
っ

て
、

ヒ

エ

の

神
と

呼
ば

れ

て

い

た
。

『

新
抄
格
勅
符
抄
』

「

神

事
諸
家

封
戸

　
大
同
元

年
牒
」

に

は

「

比

睿
神

　
二

戸
近
江
」

と

あ

り
、

同

書
の

「

諸
神
新

封
　
本
封
之

外
合
加
私
注

付
」

に

は

「

比
叡
神

十
戸
年
加
」

と

あ
っ

て
、

こ

の

神
に

大
同
元

年

（

八

〇
六
）

ま

で

に

封
戸
が

支
給
さ

れ

て

い

た

こ

と

が

知
ら

れ

る
。

そ
の

戸
数
は

わ

ず
か

で

あ

る

が
、

封
戸
を

有
し

て

い

た

の

だ

か

ら
、

神
を

ま
つ

る

何
ら

か

の

施
設
や

神
祭
り

を

行
な

う

何
ら
か

の

組
織
が

存
在
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

に

な

る
。

そ

れ

は

大

規
模
な

も
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

軽
易

、

簡

略
な

も
の

と

見
る

べ

き
だ

ろ

う

が
、

最
澄
に

よ

る

比
叡

山
寺
建
立

以

前
に

、

す

で

に

何
ら
か

の

神
祭
り
の

施
設

、

組
織
が

存

在
し

て

い

た

こ

と

は

注
意
さ

れ

て

よ

い
。

『

延

喜
式
』

の

神
名
帳
に

も

「

日

吉

神
社
名

神
大
」

と

記
さ

れ

て

い

て
、

日

吉
神
社
が

近
江

国
の

名
神
と

位

置
づ

け

ら

れ

て

い

た

こ

と
が

知
ら

れ

る
。

　
や
が

て

比

叡
神
に

は

神

階
が

叙

位
さ

れ

た
。

『

日

本
三

代
実
録
」

貞
観
元

年
（

八

五

九
）

正

月
二

十
七
日

条
に

「

近
江

国

従
二

位
勲
一

等
比
叡

神
に

正

二

位
、

（

中

略
）

小
比

叡

神
に

並
び
に

従
五

位
下
」

と

あ

る

の

が

そ
の

初
見
で

、

従
二

位
か

ら

正
二

位
に

昇
叙
し

た

と
い

う

記
事
で

あ

る
。

二

位
は

か

な

り
の

高

位
だ

か

ら
、

こ

れ

以
前
か

ら

最
澄
の

神
仏
習

合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

位

階
が

叙
さ

れ
、

そ

れ

が

し

だ
い

に

昇
叙
し

て

従
二

位
、

正
二

位
へ

と

至
っ

た

の

だ

ろ

う
。

次
い

で
、

元
慶
四

年
（

八

八

〇
）

五

月
十
九

日

条
に

「

正
二

位
勲
一

等
比

叡
神
に

正
一

位
、

従
五

位
上
小
比
叡

神

に

従
四

位
上
を

奉
り

授
く

」

（

新
訂
増

補
国

史
大

系
本
は

底

本
で

あ

る

谷

森
健
男

氏
旧

蔵
本
の

「

比

叡

神
」

に

松

下
見

林

校
印

本
か

ら

「

大
」

字
を

補
っ

て

「

大
比

叡
神
」

に

作
っ

て

い

る
。

今
は

底

本
に

従
う
）

と

あ

る
。

比

叡
神
は
つ

い

に

正
一

位
に

昇
叙
し
た

。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

二

つ

の

記

事
に

は

「

小
比

叡
神
」

な

る

も
の

が

見
え

る

が
、

こ

れ

は

何
か

。

実
は

比
叡

神
は

、

あ

る

段
階
か

ら

大
比

叡
神

、

小
比

叡
神
の

二

神
に

な
っ

て

史
料
上
に

姿
を

現
わ

す
。

仁
和
三

年
（

八

八

七
）

三

月
十
四

日

条
の

円

珍
の

上
表

文
（

『

類
聚
三

代
格
』

に

も
見

え

る
）

に

は
、

は
っ

き

り

「

大
比
叡

神
」

「

小
比
叡

神
」

の

二

神
の

名
が

記
さ

れ

て

い

る
。

　

大
比

叡
神
と

小
比

叡
神
を
ど

う
理

解
す
る

か
　
こ

の

二

神
を

ど

う

理
解
す
る

か
。

伝
承
で

は
、

三

輪
の

神
が

勧
請
さ

れ

た

も
の

が

大
比

叡
神
で

、

こ

れ
が

日

吉
社
の

大
宮
（

今
日
の

西
本
宮
）

に

あ

た

り
、

小
比

叡
神
は
二

宮
（

東
本
宮
）

で
、

在
地
の

比

叡
神
で

あ

る
と

す
る

。

三

輪
の

神
が

比

叡
山
に

勧

請
さ

れ

た

時
期
に

つ

い

て

は
、

中

世
以

来

二

説
が

あ
り

、

一

つ

は

天
智

朝
に

勧
請
さ

れ

た

と

し
、

も
う
一

つ

は

最
澄
の

時
期
に

勧
請
さ

れ
た

と

す
る

。

天

智
朝
勧
請
説
は

、

近
代
で

は
、

辻

善
之
助
が

説
き（
肥）
、

ま

た

岡
田

精
司
氏
が

詳
論
し

た
（
29）
。

岡

田

氏
は

、

天
智
が

近
江
大
津
宮
を

建
設
し

た

時
に

、

三

輪
の

神
を

近

一

九
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江

大
津
宮
近

く
の

比
叡
山
に

鎮
守
神
と

し

て

勧

請
し

た

も
の

が

大
比

叡
神
だ

と

論
じ

た
。

だ

が
、

こ

の

説
に

は

疑

問
が

あ

り
、

支
持
す
る

こ

と

が

で

き
な

い
。

　

早
く

、

天
智
朝
勧

請
説
を

否
定
し
た

の

は

福
井
康
順
氏
で

あ
っ

た

霾
。

福
井
氏
は

、

こ

の

説
を

述
べ

る

『

日

吉
社

禰
宜
口

伝
抄
』（

冴

ぼ
平
安

後
期
（

永
承
二

年
、

一

〇
四

七
）

の

成
立
と

い

う
が

、

と

て

も

そ

の

時
代
の

も
の

と

見
る

こ

と

は

で

き

ず
、

ま

た

三

部
長
講
会
式
や

「

相

輪
楳

銘
」

は

最
澄
の

真
作
と

は

言
え

な
い

と

述
べ

て
、

こ

の

説
を

退

け

た
。

そ

の

後
、

佐

藤
真
人
氏
は

『

日

吉
社
禰
宜
口

伝

抄
」

を

詳
細

に

検
討
し

、

こ

の

書
が

幕
末
維
新
期
に

書
か

れ

た

偽
書
で

あ

る

こ

と

を

明
ら
か

に

し

た

奪
。

野
本
覚
成
氏
は

、

大
比

叡
神
が

三

輪
の

神
だ

と

す
る

説
は

、

最
澄
没

後
約
四
百
年
の

文
献
に

初
め

て

記
さ
れ

る

も

の

で
、

内

容
も

不
確

定
な

説
だ

と

論
じ

轂
、

佐
藤
真
人
氏
は

、

大
宮

の

鎮
座
が

天
智
朝
で

あ

る

と

す
る

説
の

確
実
な

初
見

史
料
は

、

永
保

元
年
（

一

〇
八
一
）

官
宣
旨
所
引
の

日

吉
社

解
文
で

あ

り
、

他
方

、

最
澄
勧

請
説
も

後
世
に

作
り

出
さ

れ
た

偽
説
に

す

ぎ

な

い

こ

と

を

説

い

た
。

　

で

は
、

ど

う

考
え

た

ら

よ

い

か
。

私
は

、

大
比
叡

神
は

三

輪
の

神

が

勧
請
さ

れ
た

も
の

だ

と

す
る

説
は

奈
良

〜
平
安

前
期
の

史
料
に

見

え

ず
、

後

世
に

生
み

出
さ

れ

た

付
会
の

説
と

し

て

退
け

る

べ

き
だ

と

考
え

る
。

そ
う

で

あ

る

な

ら
、

三

輪
の

神
が

勧
請
さ

れ

た

の

は
い

つ

の

こ

と

な
の

か

と

か
、

誰
に

よ
っ

て

勧
請
さ

れ
た

の

か

な

ど

を

考
え

る

の

は

無

意
味
に

な

る
。

大
比
叡
神
は

三

輪
の

神
と

切
り

離
し

て

理

二

〇

解
し

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
。

で

は
、

こ

の

二

神
は

何
な
の

か
。

　
先
に

述
べ

た

よ

う
に

、

古
い

確
実
な

史
料
で

は
、

比
叡
山
の

神
は

ヒ

エ

の

神
と

表
記
さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

が

あ
る

段
階
で

、

大
比
叡

神
、

小
比

叡
神
の

二

神
に

展
開
し

た
。

そ
の

時
期
は

九

世
紀
後
期
の

こ

と

で
、

「

小
比
叡

神
」

の

確

実
な

初
見
史

料
は

前
述
の

『

日

本
三

代
実

録
』

貞
観
元

年
条
で

あ
り

、

二

神
そ

ろ
っ

て

の

確
実
な

初
見
史
料
は

仁
和
三

年
の

円

珍
の

上

表
文
で

あ
っ

た
。

な

ら

ば
、

比

叡
神
が

大
比

叡
神

、

小
比

叡
神
の

二

神
に

展
開
し

た
の

は

そ

の

時
期
の

こ

と

と

見

る
べ

き
だ

ろ

う
。

そ

の

キ

イ
パ

ー

ソ

ン

は

円

珍
で

あ

る
。

　

円
珍
（

八
一

四

〜
八

九
一
）

は
、

天
安
二

年
（

八
五

八
）

に

唐
か

ら

帰
国

、

藤
原
良

房
、

良
相
な

ど

の

庇
護
を

得
て

中

央
仏
教
界
で

大

い

に

活
躍
し

、

貞
観
十
年

（

八

六
八
）

に

は

延

暦
寺
座
主
に

な

り
、

天
台

宗
の

筆
頭
の

僧
と

な
っ

た
。

天
台
宗
で

は
、

す

で

に

最

澄
以

来
、

円

珍
の

時
ま
で

、

四

回
に

わ

た
っ

て

二

人
ず
つ

、

計
八

人
の

年
分
度

者
が

獲
得
さ

れ
て

い

た
。

そ

の

う

ち

貞
観
元
年

（

八

五

九
）

の

も
の

は

恵
亮
が

表
請
し

て
、

賀
茂

神
の

た
め

に
一

人
、

春
日

神
の

た
め

に

一

人
の

年
分
度

者
を

得
た

と

い

う

も
の

で

あ
っ

た
。

円
珍
は

、

『

日

本
三

代

実

録
』

仁
和
三

年
三

月
十
四

日

条
の

上
表

文
に

よ

れ

ば
、

早

く

貞
観
二

年
に

、

他
の

神
で

は

な

く
、

比
叡
山
の

神
の

た

め

に

年
分

度
者
を

配
置
す
べ

き

だ

と

考
え

て

い

た
が

、

果
た

す
こ

と

が

で

き

ず
、

仁
和
三

年
に

な
っ

て

よ

う

や

く

表
請
に

お

よ

ん

だ

と

い

う
。

長
文
の

記

事
で

あ
る

が
、

　一

部
引
用
す

る

と
、

　

　

勅
す

ら

く
、

延
暦
寺
年

分
度
僧
二

人
に

加
試
し

て
、

そ

の
一

人
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は

大
毘

盧
遮
那

経
業
に

し

て
、

大
比

叡
神
の

分
と
な

し
、

そ

の

　

　
一

人
は

＝
子

仏
頂

輪
王

経
業
に

し

て
、

小
比
叡
神
の

分
と

な

さ

　

　

ん

と
。

是
れ

よ

り

先
、

彼
の

寺
の

座
主

前
入
唐
尋

経
釈
法
眼

和

　

　

尚
位

円

珍
、

表
を

上
り

て

言
す

。

（

中
略
）

円

珍
伏
し

て

見
る

　

　

に
、

仏
法
の

中
興
は

、

承
和
の

聖
代
に

過
ぎ
た

る

は

な

く
、

山

　

　

神
は

慶
び

を

膺
け

、

偏
へ

に

当
時
の

鴻
慈
を

仰
ぐ

。

伏
し
て

望

　

　

む

ら

く
は

、

度

者
二

人
を

加
ふ

る

こ

と

を

蒙
り

、

両
神
の

分
と

　

　

な

し

て
、

地
主
の

結
恨
を

解
き

、

護

国
の

冥
威
を

増
さ

ん
。

　

　
（

後

略
）

と

な
っ

て

い

る
。

大
比
叡

、

小
比
叡
は

、

円
珍
以
前
か

ら

す

で

に

峰

の

名
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

た
（
峯
。

こ

の

上

表
文
に

も

「

受
戒
の

後
、

毎
日

金
剛
般
若

経
各
一

巻

を

読
み

て
、

両

山
に

誓
願

し
」

と

い

う
一

句
が

あ

る

か

ら
、

円
珍
自
身

、

そ

う

し

た

峰
（

山
）

が

あ

る

こ

と

を

認

識
し

て

い

た
。

円

珍
が

帰
国
し

た

翌
年
に

は

小
比
叡

神
に

神
階
が

叙
位
さ

れ

て

い

る

か

ら
、

そ
の

頃
に

は

小
比
叡

峰
の

神
を

「

小
比
叡

神
」

と

呼
ぶ

よ

う

に

な
っ

て

い

た
の

で

あ

ろ

う
。

だ

が
、

「

大
比

叡

神
」

が

史
料
に

登

場
す
る

の

は

そ

れ

よ

り
遅
れ

、

二

神
が

対
に

な
っ

て

登
場
す
る

初
見

史
料
は

こ

の

上
表

文
で

あ

る
。

そ

う

で

あ
る
な

ら
、

大
小
の

峰
の

名
を

発

展
さ

せ

て
、

明
確
に

大
比

叡
神

、

小
比
叡

神
の

対
の

二

神
と

し

た

の

は

円
珍
で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る
。

彼
は

、

こ

の

上

表
に

よ
っ

て

年
分
度
者
の

獲
得
に

成
功
し

た

が
、

そ

の

際
、

一

名
で

は

な

く
、

二

名
の

年
分
度
者
を

確
保
す
る

た
め

、

比

叡
神
を

大

比
叡

神
と

小
比

叡
神
の

対
の

二

神
へ

と

展
開
さ

せ
、

そ

れ

ぞ

れ
の

分

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

の

年
分
度
者
を

表
請
し

た

と

私
は

推
定
し

た

い
。

な

お
、

こ

の

上

表

文
に

は
、

「

山

神
」

「

地
主
」

の

語
が

見
え

る

が
、

こ

う

し

た

言
葉
は

、

先
に

述
べ

た

よ

う

に

中
国
仏
教
的

、

天

台
山
的
な

用
語
で

あ
っ

て
、

天
台
山
に

求
法
し

た

円
珍
に

ふ

さ

わ

し
い

用

語
法
と

考
え

ら

れ

る
。

　

初
期
の

比
叡
山
の

寺
院
　
最
澄
は

比

叡
山
に

比
叡

山
寺
を

建
立

し

て

活
動
し

た
。

そ

の

様
相
は

ど
の

よ

う

な

も

の

で

あ
っ

た

か
。

福
山

敏

男
氏
に

よ

れ

ば
（
阨）
、

最
澄
の

時
代
に

は
、

い

ま

だ
一

乗
止
観
院

、

経

蔵
、

法
華
三

昧
堂
の

三

つ

の

建

物
し

か

な

か
っ

た

と

い

う
。

『

叡

山
大

師
伝
』

に

は
、

延

暦
二

十
年
（

八

〇
一
）

に

コ

乗
止
観
院
L

に

十
人
の

大

徳
を

招
い

た
と

記
さ

れ

て

い

る

が
、

そ

れ

は

「

卑
小
の

草
庵
」

と

記
さ

れ

る

通
り
の

粗
末
な

建
物
だ
っ

た

ろ

う
と

い

う
。

入

唐
以

前
に

は
、

他
に

経
蔵
が

あ
る

ば

か

り
だ
っ

た
。

帰

国
後

、

最

澄

は
、

大
同
元
年
（

八
〇
六
）

、

「

止
観
院
」

で

弟
子
等
に

円

頓
菩
薩
大

戒
を

授
け

た

が
、

こ

れ
は

当
初
の

草
庵
を

「

修
造
」

し

て

面
目
を

改

め

た

も
の

だ

と

い

う
。

止
観
院
は

、

ま
た

「

鎮
国
道
場
」

と

も
呼
ば

れ

た

が
、

福
山
氏
に

よ

れ

ば
、

こ

う

し

た

名

称
は

、

国
清
寺
の

「

止

観
堂
」

（

「

天

台
霞
標
」

二

編
之

四

に

「

国
清

寺
止

観
堂
記
」

の

引
用

あ

り
）

や

順
暁
の

「

鎮
国
道

場
大

阿
闍
梨
」

を
模

倣
し

た

も
の

だ

と

い

う
。

次
い

で
、

弘
仁
三

年

（

八
一

二
）

に

「

法
華
三

昧
堂
」

が

建

立
さ

れ

た
。

福
山
氏
は

指
摘
し

て

い

な

い

が
、

『

天

台
霞
標
』

二

編

之
四

に

よ

れ

ば
、

天

台
山
に

は

「

天

台
山
法
華
三

味
堂
」

が

あ
っ

た

よ

う
だ

か

ら
、

こ

れ
も

天
台
山
の

施
設
の

名

称
を

模
倣
し

た

も
の

と

二
］
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言
っ

て

よ

い
。

　

最
澄
は

、

比
叡

山
寺
の

建

物
に

天
台
山
風
の

名
称
を

付
し

て

い

っ

た
。

比
叡
山
に

天

台
山
を

範
と

し

た

堂
舎
を

建
立
し

て

い

く
こ

と

は
、

彼
の

夢
で

あ
っ

た

に

ち

が
い

な

い
。

そ

の

後
、

最
澄
は

、

比

叡
山

寺

に
、

「

九
院
」

（

『

伝
述
一

心

戒
文
』

）

あ

る

い

は

「

十
六
院
」

（

「

弘

仁

九

年
比
叡

山
寺

僧
院
等
之

記
」
）

を

建
立
し

て

い

く

計
画
を

策
定
し

た

よ

う

で

あ

る

が
、

そ

れ
に

つ

い

て

は

史
料
評

価

が

難

解
で

、

不
明

の

部
分
が

多
く

、

今
後
の

研
究
課
題

に

な
っ

て

い

る
（
36）
。

た

だ
、

い

ず
れ

に

せ

よ
、

そ

れ

ら

は

最
澄
の

時
代
に

は

実
現
せ

ず
、

後
継
者
た

ち

に

よ
っ

て
、

計
画
変
更
を

と

も
な

い

な

が

ら
、

順
次
整
備
さ

れ

て

い

っ

た

と

理

解
す
べ

き

で

あ
る

。

な

ら

ば
、

最
澄
の

時
代
に

は
、

比

叡
山
寺
内
に

神
を

ま

つ

る

施
設
は

ま

だ

な

か
っ

た

と

す
べ

き
だ

ろ

う
。

や

が

て
、

延
暦
寺
内
に

神
が

ま
つ

ら

れ

る

よ

う
に

な

り
、

他
方

、

日

吉
神
社
内
に

神
宮

寺
が

建

立
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

く

が
、

そ

れ

は

後
世
の

こ

と

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

　
「

山
王
」

の

呼
称
の

導
入

　
日

吉

神
社
や

そ

の

神
は

、

早

く
か

ら

「

山
王
」

の

名
で

呼
ば

れ

た

曾
。

今

日
、

日

吉

神
社
の

宗

教
法
人

名

称
は

「

山
王
総
本
宮
日

吉
大
社
」

と

な
っ

て

い

る
。

こ

の

「

山
王
」

と
い

う

呼
称
は

、

こ

れ

ま

で

述
べ

た

と

こ

ろ

か

ら

明

ら
か

な

よ

う
に

、

中
国
の

天

台
山
の

神
の

呼
称
を

導
入
し

た

も
の

で

あ
っ

た
。

で

は
、

そ

れ

を

導

入
し

た
の

は

誰
か

。

最
澄

、

義
真

、

円
珍
の

い

ず
れ

か

で

あ
る

こ

と

は

ま

ち

が
い

な

い

が
、

そ

の

う

ち
の

誰
で

あ
る

か

を

決

定

二

二

す

る

た
め

に

は
、

二
、

三
の

史
料
の

検
討
が

必

要

に

な

る
。

最
澄
作

と

さ

れ
る

史
料
で

、

「

山
王
」

の

語
が

見
え

る

も
の

に

は
、

真
偽
の

判
別
が

問
題

に

な

る

も
の

が

あ

る

が（
3B）
、

そ

う

し

た

中
、

私
は

、

次

に

考
証
す
る

弘
仁
九
年

（

八
一

八
）

の

祈
雨
願
文
（

こ

れ
ま
で

「

六

所
造
宝
塔
願
文
」

と

呼
ば

れ

て

き

た

も

の
）

は

最
澄

作
と

し
て

よ

い

と

考
え

る
。

な

ら

ば
、

「

山
王
」

の

呼
称
は

最
澄
に

よ
っ

て

導
入
さ

れ

た

と

見
る
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

　
こ

の

願
文
の

理

解
に

つ

い

て
、

小
論
に

必

要
な

範
囲
で

私
見
を
述

べ

て

お

き

た
い

。

こ

れ

は

園
城
寺
所
蔵
の

「

弘
仁
九
年
比
叡

山
寺
僧

院
等
之

記
」

（
お）

に

収
め

ら

れ

て

い

る

も
の

で

あ

る
（
・。）
。

同
記
は
一

巻

四

紙
で

、

四
つ

の

文

書
（

お

よ

び

記
録
）

か

ら
な
っ

て

い

る
。

そ

の

第
三

番
目
が
こ

の

願
文
で

、

　

比

叡
山
寺

　
　

法
界
地
〈

東
限
比
叡
社
并
天
之
堤

　
南
限
登

美
渓

　
西
限

大
比

　
　

叡
北
峯
小
比
叡
南
峯

　
北
限
三

津
渓
横
川
谷
〉

　
　

天
台
法
華
院

　
総
摂
六

大
宝

塔
院

安
東
上
野
宝

塔
院

安
南
豊

前
宝

塔
院

安
西

筑

前
宝

塔
院

安
北

下
野
宝
塔
院

安
中
山
城
宝
塔
院

安
口
近
江
宝
塔
院

在
上

野
国
緑
野
郡

在
豊
前
国
宇

佐
郡

在
筑
前

国

在
下

野
国
都
賀
郡

已
上
両
宝

将
在
比
叡
峯
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住

持
仏
法

、

為
護
国

家
、

仰

願
十

方
、

一

切
諸
仏

、

般
若
菩
薩

、

　

金

剛
天

等
、

八

部
護

法
、

善
神
王

等
、

大

小
比

叡
、

山
王
眷
属

、

　

天
神
地
祇

、

八

大
名

神
、

薬
応
楽
円

、

同
心

覆
護

、

大
日

本
国

、

　

陰
陽
応
節

、

風
雨
随

時
、

五

穀
成
熟

、

百
姓

安
楽

、

紹
隆
仏
法

、

　

利
益
有
情

、

尽

未
来
際

、

恒
作
仏
事

　
　

　
　
　

　
弘

仁
九
年
四

月
廿
一

日
一

乗
澄
記
願

と
い

う

も
の

で

あ
る

。

　
こ

の

う

ち

第
四

行
目
の

「

安
東
上

野
宝
塔
院
」

以

下
は

、

こ

れ

ま

で

「

六

所
造
宝

塔
願
文
」

£

と

し

て

知
ら

れ

て

き

た
。

ま

た

第
一

、

第
二

行
目
は

『

三

宝
住

持
集
』 （
磐

の

「

内
地

清
浄
結

界
〈

亦
名
六
即

結
界
〉

」

が

類
似
す
る

内
容
の

も
の

と

し

て

知
ら

れ
て

い

た
。

だ

が
、

こ

れ

に

よ

る

な

ら
、

両

者
は
一

つ

の

も
の

で

あ
っ

た
。

「

六

所
造
宝

塔
願

文
」

は
、

『

伝
教

大
師
全

集
』

本
に

は

鎌

倉
時
代
の

『

延

暦
寺

護
国
縁
起
」

か

ら

抜

粋
さ

れ

た

も
の

が

掲
載
さ

れ
て

い

る
。

そ

こ

に

は
、

「

安

中
山

城
宝

塔
院
」

の

下
に

「

在
比

叡
山

西
塔

院
」

、

ま

た

「

安
総

近
江
宝

塔
院
」

の

下
に

「

在
比
叡
山

東
塔
院
」

の

文
言
が

あ

る

が
、

こ

ち

ら

に

は

そ

う

し

た

文
言
は

な

く
、

代
わ

り
に

「

已
上

両

宝

将
在
比

叡
峯
」

の

一

句
が

あ

る
。

こ

ち

ら
の

方
が

、

弘
仁
九

年
に

ふ

さ

わ
し

い

記

述
と
い

え

る
だ

ろ

う
。

末
尾
の

願
文
も

文
言
に

出
入

り
が

あ
り

、

「

王

子
」

は

「

山
王
」

と

な
っ

て

い

て
、

「

大
小
比
叡

、

山
王
眷
属
」

な

る

表
現
が

見
え

る
。

　
薗
田

香
融
氏
は

、

か
つ

て
、

光
定

『

伝
述
一

心
戒

文
』

霾
上
に

収

め

る

弘
仁
九

年
四

月
二

十
一

日

付
の

藤
原
冬
嗣
書
状
に

注

目
し

た
。

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

こ

れ

は
、

冬
嗣
が

最
澄
に

祈
雨
を

依
頼
し

た

書
状
だ

が
、

薗
田

氏
は

、

最
澄

は
こ

れ

を

う
け
て

、

同
日

付
で

た

だ

ち
に

山
門
を

結

界
し

、

六

所
宝

塔
の

造
立

を

発
願
し

、

二

十
六
日
の

五

更
に

は

九

院
を

定
め

て
、

三

日

間
の

転
経

を

開
始
し

た

と

論
じ

た

藝
。

こ

れ
は

大

変
す
ぐ
れ

た

考
察
で

あ
っ

た

が
、

園
城
寺
の

こ

の

文
書
が

広
く
知
ら

れ

る

以
前
の

考
察
で

あ
っ

た

た
め

、

二

つ

が
一

つ

の

願
文
で

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

ら

な

か
っ

た
。

　

私
は

、

こ

の

願
文
は

、

全

体
と

し

て

雨
を

祈
願
す
る

祈
雨

願
文
と

読

解
す
べ

き
だ

と

考
え

る
。

こ

の

願
文
が

目
的
と

す
る

の

は

六
所
宝

塔
の

造
立
で

は

な
い

。

「

比

叡
山

寺
」

の

す
べ

て

が
、

そ

し

て

天
台

法

華
院
が

総
摂
す
る

全
国
の

六
大
宝

塔
院
の

す
べ

て

が

（

将
来
建
立

さ

れ

る

も
の

も

含
め

て
）

、

　一

切
の

諸
仏

と

も

ろ

も

ろ

の

神
々

に
、

大
日

本
国（
葱

を

覆
護
す

る

た

め

に
、

「

陰
陽

応

節
、

風
雨

随
時

、

五

穀
成
熟

、

百
姓

安
楽
」

と

「

紹
隆
仏
法

、

利
益

有
情

、

尽
未

来
際

、

恒
作
仏
事
」

と
を

祈
願
し
た

願
文
と

読
解
す
べ

き
で

あ

る
。

な
お

、

『

伝
述
一

心

戒
文
』

上

に

は
、

転

経
を

開

始
し

た

四

月
二

十
六
日

付

の

長
文
の

願
文
も

掲
載
さ

れ

て

い

る

が
、

そ

ち

ら
で

も
、

雨
乞
い

は

仏
菩
薩
と

と

も
に

も

ろ

も

ろ

の

神
に

対
し

て

な

さ

れ

て

い

る
。

　
す

で

に

見
た

よ

う
に

、

『

国

清
百
録
』

に

は

「

天
台
山

王
、

王

及

眷

属
」

と
い

う

文
言
が

あ
っ

た

が
、

こ

こ

の

「

大
小
比
叡

、

山
王

眷

属
」

は

そ

れ
と

よ

く
類
似
す
る

。

ま

た
、

天
台
山
の

従
礼
は

「

亢
陽
」

の

時
に

雨
を

真
君
に

祈
ら

し

め

た

が
、

最
澄
も

コ
几

陽
」

（

冬
嗣

書

状
）

に

あ

た
っ

て

「

山
王
」

に

雨
を

祈
っ

て

い

る
。

両
者
の

共
通

性

二

三
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は

大
い

に

注

目
さ

れ
よ

う
。

な

お
、

法
界
地
の

四

至
の

記

載
を

見
る

と
、

「

大
比
叡
」

「

小
比
叡
」

が

峯
の

名
と

し
て

記
さ

れ

て

お

り
、

願

文
の

「

大

小
比

叡
」

も

峯
の

名
に

由

来
す
る

記

載
で

あ

る
こ

と

が

知

ら

れ

る
。

ま

た
、

六
つ

の

宝
塔
は
こ

れ

ま

で

『

延

暦
寺
護
国

縁
起
』

の

表
記
に

従
っ

て

「
⊥

ハ

処

宝

塔
」

と

呼
ば
れ

て

き

た

が
、

こ

れ

は

コ
ハ

大
宝
塔

院
」

と

称
す
べ

き

も
の

で

あ

る

こ

と

が

知
ら

れ

る
。

以

上
、

弘

仁
九

年
の

祈
雨
願
文
は

最
澄

の

も
の

と

認
め

て

よ

く
、

そ

う

で

あ

る

な

ら
、

「

山
王
」

の

語

も
最

澄
が

天
台

山
か

ら

導
入
し

た

語

と

理

解
し

て

よ

い

だ

ろ

う
。

　
「

山
王
」

の

意
味

　
か

つ

て

国
学
者
の

前
田

夏
蔭
は

、

山
王
と

い

う

号
は

天

台
山
国
清
寺
に

山

王

祠
が

あ
る

の

に

擬
え

て
、

最
澄
が

比

叡
神
に

山
王

と
い

う

名
を

奉
っ

た

も

の

だ

と

説
い

た

霾
。

こ

れ

に

対

し
、

吉
原
浩
人
氏
は

、

最
澄

は

比
叡
神
を
山
王
の

名
で

呼
ん

だ

の

で

は

な

く
、

天
台
山
の

山
王

神
11

王
子
晋
を

坂

本
の

地
に

実
際
に

勧
請

し

た

の

で

は

な

い

か
、

と

す

る
一

歩
進
め

た

考
え

を
述
べ

た

華
。

し

か

し
、

私
は

そ

こ

ま

で

は

言
え

な

い

よ

う

に

思

う
。

日

吉
神
社
で

ま

つ

ら

れ

る

神
は

中
国
の

神
仙
だ

と

す
る

言

説
が

存
在
し

な

い

か

ら

で

あ

る
。

こ

れ

は

赤
山
明
神
や

新
羅
明
神
と

全

く

異
な

る
。

や

は

り
、

前
田

夏
蔭
が

説
い

た

よ

う
に

、

比
叡

神
を

天
台
山
風
に

「

山
王
」

の

名
で

呼
ん

だ

と

す
る

の

が

妥
当
な

理

解
だ

と

私
は

考
え

る
。

む
す
び

二

四

　
最
澄
の

神
仏

習
合
は

、

奈
良

時
代
以

来
の

「

神
身
離

脱
」

「

護
法

善
神
」

の

思
想
の

系
譜
を

引
く
も
の

で

あ
っ

た
。

最
澄
は

入
唐
以
前

か

ら

そ

う
し

た

思

想

に

親
し
ん

で

い

た

が
、

入

唐
に

よ
っ

て

さ

ら

に

そ

れ

が

明
確
な

も
の

に

な

り
、

帰
国
後
に

は

神
仏
習
合
の

方
面
で

も

積

極
的
な

活
動
を

展
開
し

て

い

っ

た
。

神
の

山
で

あ

る

比

叡
山
に

寺

院
を

建
立
す

る

と
い

う

考
え

方
は

、

奈
良

時
代
以

来
の

神
宮
寺
の

系

譜
に

連
な

る

も
の

で

あ

り
、

大
神

神
社
の

あ

る

三

輪
山
に

建
立
さ

れ

た

大

神
寺
や

、

多
度
神
社
の

あ
る

多
度
山
に

建
立
さ

れ

た

多
度
神
宮

寺
な

ど

の

延

長
線
上

に

理

解
す
べ

き

も
の

で

あ

る
。

な

ら

ば
、

最
澄

の

神
仏
習
合
は

、

前
代
と

同
質
の

も
の

で
、

ほ

と

ん

ど

新
味
の

な

い

も
の

と

な

ろ

う

が
、

は

た

し
て

そ

う

評
価
す
べ

き

も
の

な
の

か
。

そ

う

で

は

な
い

と

私
は

思
う

。

で

は
一

体
、

ど

こ

に

新
し

さ
が

あ
っ

た

の

か
。

　
比

叡
山
寺
（

の

ち

の

延

暦
寺
）

は
、

わ

が

国

最

初
の

本
格
的
な

山

岳
寺
院
と

評
価
す
べ

き

も
の

だ
と

考
え

る
。

神
仏

並

立
、

融
合
の

本

格
的
な

山
岳
寺

院
を

日

本
に

も

建
立
す
る

こ

と
、

こ

れ
こ

そ

が

彼
の

神
仏
習
合
の

新
し

さ

だ
っ

た

と

私
は

考
え

る
。

最
澄

以
前
の

日

本
に

も
、

山
岳

寺
院
は
い

く
つ

か

存
在
し

て

い

た
。

比

蘇

寺
、

室
生

寺
、

長
谷
寺
な

ど

で

あ

る（
弩
。

だ

が
、

そ

れ

ら
は

、

大
神
寺

、

多
度
神
宮

寺
を
含
め

、

山
岳
寺
院
と
い

っ

て

も
、

山
麓
地
域
に

、

あ
る

い

は

小

型
の

山
に

建
立
さ

れ

た

寺
院
で

あ
っ

て
、

深
山
幽
谷
に

立
地
す
る

本
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格
的
な

山

岳
寺
院
と

は
い

い

が

た
い

と

こ

ろ
が

あ

る
。

そ

れ

ら

に

対

し
、

比
叡

山
寺
は

、

近
江

国
と

山
城
国
の

国

境
に

そ

び

え

る

大
型
の

山
の

深
所
に

建
立
さ

れ

た

本
格
的
な

中
国
風
の

山
岳

寺
院
で

あ
っ

た
。

そ

れ

は
、

天
台
山
の

寺
院
に

強
い

憧

憬
の

念
を

も
っ

て

建
立
さ

れ

た

も
の

で

あ

り

§
、

神
仏
の

並
立

、

融
合
と

い

う

側
面

に

関
し

て

も
天

台
山
の

強
い

影
響
を

受
け

た

も
の

で

あ
っ

た
。

　

奈
良
時
代
の

神

仏
習
合
は

、

中
国
仏

教
で

説
か

れ

て

い

た

思
想
を

受
容
し

て

開
始
さ

れ

た

も
の

で

あ
り

、

神
宮
寺
も

そ

う

し

た

中
国
仏

教
思
想
に

立
脚
し

て

建
立

さ

れ

た

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ

に

対
し

、

比
叡
山
寺
は

、

思
想
と

し

て

は

同

様
の

考
え

方
に

立

脚
し

た

も
の

で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

思

想
的
と
い

う
よ

り
も

、

む

し

ろ

実
態
的
に

中

国
の

宗
教

的
聖
地
の

あ

り
方
を

模

倣
し

、

そ

れ

を

範
と

し

て

創
建
さ

れ

た

寺
院
で

あ
っ

た
。

最
澄
の

神

仏
習
合
の

特
質
は

、

以
上
の

よ

う

に

考
え
る

な

ら
、

入
唐
体
験
に

基
づ

い

て
、

中
国
の

宗
教
的
聖
地
の

神
仏
並
立

、

融

合
の

あ

り
方
を

直
接
模
倣
し

て

日

本
に

展
開
し

よ

う

と

し
た
と

こ

ろ

に

あ

り
、

そ

れ

は

日

本
最
初
の

本
格
的
山
岳
寺
院
と

い

う

形
で

具
現

化
す
る

と

こ

ろ
と

な
っ

た
。

比

叡
山
延
暦
寺
成
立
の

歴
史

的
意

義
は
こ

こ

に

あ

る

と

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

だ

ろ

う
。

以

後
、

日

本
で

は
、

本
格
的
山
岳

寺
院
が

各
地
に

展
開
す
る

と
こ

ろ
と

な

り
、

そ

れ

ら
の

中
に

は

神
仏

習
合
の

聖
地

に

な
っ

て

い
っ

た

も
の

が

少
な
く
な

か
っ

た〔
別）
。

　

天

台
山
は

神
の

山
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で

は
、

仏
教
と

道
教
と

が

並

立
、

融
合
し

、

や

が

て

寺
院
内
に

神
が

ま
つ

ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

て

最
澄
の

神

仏
習
合
と

中
国
仏

教
（

吉
田
一

彦
）

い

っ

た
。

比
叡
山
も
神
の

山
で

あ
っ

た
。

最
澄
は

そ

の

神
の

山
に

寺

院
を

建
立
し

、

神
を

天
台
山
風
に

「

山
王
」

の

名
で

呼
び

、

雨
を

祈

る

時
に

は

諸
仏
と

と

も
に

神
々

に

祈
願
を
し

た
。

最
澄
の

時
代
は

、

し

か

し

な

が

ら
、

堂
舎
の

整
備
は

十
分
で

は

な

く
、

神
仏
の

並
立

、

融

合
も
部
分
的
に

し

か

進
展
し

な

か
っ

た
。

そ

れ

は
、

彼
の

死

後
、

義
真

、

円

仁
、

円
珍
を

は

じ

め

と

す

る

後
継
者
た

ち

に

よ
っ

て

な

し

と

げ
ら

れ

て

い

く
こ

と

に

な

る
。

あ
わ

せ

て
、

思
想
的
に

は
、

「

垂

迹
」

の

思
想
が

積
極
的
に

宣
揚
さ

れ
、

や

が

て

そ

の

再
解
釈
が

進

展

し

て

い

く（
a）
。

延
暦
寺
で

は
、

し

だ
い

に

寺
院
内
に

神
が

ま

つ

ら

れ

る

よ

う
に

な

り
、

ま

た

日

吉
神
社
が

寺
院
の

隆
盛
に

呼
応

す
る

よ

う

に

し

て

発
展
し
、

社
内
に

も
神
宮

寺
が

建
立
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

く
。

そ

う
し

た

中
世
に

向
け
て

の

展
開
は

、

彼
の

後
継
者
に

よ
っ

て

な

し

と

げ
ら
れ

た

も
の

で

あ

る

が
、

そ

の

方
向
性
の

出
発
点
は

、

最
澄
の

最
初
の

比
叡
山
寺
建
立
の

理

念
の

中
に

包

含
さ

れ

て

い

た

と

理

解
す
べ

き
だ

ろ
う

。

（

1
）

（

2
）

辻

善
之

助
「

本
地
垂
迹

説
の

起
源
に

つ

い

て
」

（

初

出
一

九
〇

七

年
、

『

日

本
仏
教

史
研
究
』

一
、

岩
波
書

店
、

一

九
八
三

年
）

。

そ

う

し

た

中
、

津
田
左

右
吉
『

日

本
の

神
道
』

（

同
著
作

集

9

「

日

本
の

神
道
」

岩
波
書
店

、

一

九
六

四

年
）

は
、

中
国
の

神
仏

融
合
思

想
の

影
響
に

つ

い

て

触
れ

た

が
、

そ
の

記
述
は

簡
略
で

、

不
十

分
な

も
の

で

あ
っ

た
。

二

五
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（

3
）

（

4
）

（

5
）

（

6
）

（

7
）

（

8
）

拙
稿
「

多

度
神
宮
寺
と

神
仏

習
合

　
　
中
国
の

神
仏
習
合
思

想

の

受
容
を
め

ぐ
っ

て

　
　
」

（

梅
村
喬
編

『

古
代
王

権
と

交
流

4
伊
勢
湾
と

古

代
の

東

海
」

名
著
出

版
、

　一

九

九

六
年
）

。

「

日

本
に

お

け
る

神
仏

習
合
思

想
の

受
容
と

展
開
　
　
神
仏
習
合
外

来
説
（

序
説
）

　
　
」

『

仏
教

史
学
研
究
』

四

七

−
二

、

二

〇
〇

五

年
。

「

垂

迹
思

想
の

受
容
と

展

開

　
　
本
地
垂

迹
説
の

成
立

過

程

」

（

速
水
侑
編

『

日

本
社
会
に

お

け

る

仏
と

神
』

吉
川
弘

文
館

、

二

〇
〇
六

年
）

。

ミ

ル

チ

ア
・

エ

リ

ア

ー

デ

『

世
界
宗
教

史
』

IH

皿
、

筑
摩
書

房
、

　一

九

九
一

〜

九
二

年
。

『

叡
山

大
師
伝
』

の

テ

キ

ス

ト

は
、

『

伝
教
大
師

全
集
』

五

（

世

界
聖

典

刊
行
協

会
、

　一

九
七
五

年
復

刊
）

。

佐
伯
有
清
『

伝
教
大

師
伝
の

研

究
』

吉
川

弘
文

館
、

一

九

九
二

年
。

渡
辺

晃
宏

、

館

野
和
己

翻

刻
「

叡
山

大
師
伝
」

（

『

石

山
寺
資
料

叢
書
　
史
料
篇

第
二
』

法
蔵
館

、

二

〇
〇
〇

年
）

。

村
中
祐
生

纂
輯

『

天

台
宗
教

聖

典
皿

　
伝
教
大

師
集
」

山
喜
房
仏
書

林
、

二

〇

〇
二

年
。

灌
頂

『

隋
天
台
智
者
大

師
別
伝
』

（

大
正

新
修

大
蔵
経
五

〇
、

Zo
°
卜。
O
α

O
）

に

は
、

智
頻
が

晩

年
に

な
っ

て

見
た

夢
に

「

梵

僧
」

が

出
て

き
た

と

い

う

話
が

見
え
る

。

最
澄
は

こ

れ

に

影
響
さ

れ

て

い

た

可
能
性
が

あ

ろ

う
。

「

叡
山

大
師
伝
』

の

著
者

「

一

乗
忠
」

に

つ

い

て

は
、

福

井
康
順

「

宗
祖
最
澄

伝
の

諸
相
」

（

同
著
作
集
五

『

日

本
天

台
の

諸

研
究
』

法
蔵
館

、

一

九

九
〇

年
）

、

佐
伯
有

清
注
5
著
書
に

従
い

、

真
忠

と

理

解
す
る

。

注

3
拙
稿

。

ま

た

拙
著
「

古

代
仏
教
を

よ

み

な

お

す
』

吉
川

弘

二

六

　
　

文
館

、

二

〇

〇
亠

ハ

年
。

（

9
）

井
上
以

智
為
「

天

台
山
に

於
け

る

道

教
と

仏
教
」

「

桑
原

博
十

還

　
　

暦
記
念

　
東
洋
史

論
叢
』

（

弘
文
堂

、

一

九
三
一

年
）

が

す

ぐ

れ

　
　

た

先

行
研
究
で

あ
る

。

（

10
）

慧

皎
『

高
僧
伝
』

（

大
正

新
修
大

蔵
経
五

〇、

2Pb

。

O

昭
）

。

（

11
）

こ

れ

に

つ

い

て

詳
し

く

は
、

注
3
拙

稿

「

多
度
神
宮
寺
と

神
仏

　
　

習

合
」

を

参
照
さ

れ

た
い

。

ま
た

、

多
田

伊

織
「

民
間

信
仰
と

　
　

仏

教
」

（

『

日

本
霊

異

記
と

仏
教

東
漸
』

法

蔵
館

、

二

〇
〇
一

年
）

　
　

に
、

『

高
僧
伝
」

の

「

山
神
」

に

つ

い

て

の

言

及
が

あ
る

。

（

12
）

智
顕
の

活
動
に

つ

い

て

は
、

藤

善
真
澄

・

王
勇
『

天

台
の

流

伝
』

　
　

山

川
出
版

社
、

一

九
九
七

年
。

（

13
）

前

野

直
彬
『

全

釈

漢
文
大

系

　
山

海
経
・

列
仙
伝
」

集

英
社

、

　
　

一

九
七
五

年
。

（

14
）

吉
原
浩

人
「

天
台
山
の

王
子

信
（

晉
）

考
」

『

東

洋
の

思
想
と

宗

　
　

教
』

一

二
、

　一

九

九
五

年
。

（

15
）

高
橋
忠

彦
『

新
釈
漢
文
大
系

　
文
選

（

賦
篇
）

中
』

明

治
書
院

、

　
　

一

九
九
四

年
。

（

16
）

井
上
以

智
為
注
9
論

文
。

（

17
）

同
前

。

（

18
）

徐

霊

府
『

天
台
山

記
』

（

大
正

新

修
大

蔵
経

五
一

、

乞
ρ
b 。

O
 
 

）

。

　
　

ま

た
、

国
立

国

会
図
書

館
本
の

写

真
が

公

開
さ

れ
て
い

る
（

げ

暮
騎

　
　
＼
＼

≦

薯

≦°

巳
一一

σq
。°
壱
＼

露
臣
σ
一

《
釦

O
＼

巨
邑

奪
巴
−

・。

＼

巨
o

畧』一噛
算

巨
）

。

　
　

同
書
に

つ

い

て

は
、

薄
井
俊
二

「

徐
霊

府

撰

『

天
台

山
記
』

の

　
　

研
究

（

そ

の
一

〜
そ

の

三
）

」

『

埼
玉

大
学
紀

要

　
教

育
学
部
』

　
　

五
一

ー
一

、

五
一

ー
二

、

五

三

ー
一

、

二

〇
〇
二

〜
二

〇
〇

四
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年
。

（

19
）

野

本
覚
成
「

比
叡

山
「

相
輪
楪
銘
』

と

顔
真
卿

筆

『

千

福
寺

多

　
　

宝
塔
碑
文
』

」

（

『

天

台
学
報
』

三
五

、

一

九
九
三

年
）

。

「

伝
教
大

　
　

師
の

比

叡
神
信

仰
」

（

岡
田
重

精

編
『

日

本

宗
教
へ

の

視
角
』

東

　
　

方
出
版

、

一

九
九
四

年
）

。

（

20
）

灌
頂
『

国
清

百
録
』

（

大
正

新

修
大

蔵
経
四

六
、

Zo
．
一

 

巽
）

。

池

　
　

田

魯
参
『

国

清
百
録
の

研
究
』

大
蔵

出
版

、

一

九
八
二

年
。

（

21
）

賛
寧
『

宋
高

僧
伝
』

（

大
正

新

修
大
蔵
経
五

〇
、

Zo

面
O

曾
）

。

（

22
）

吉
原
浩
人
注
14
論
文
は

、

「

山
王

土
地
」

を

「

山
王
の

土
地
」

と

　
　

解
釈
し
て

い

る

が
、

こ

こ

の

「

土

地
」

は

土

地

神
の

こ

と

で
、

　
　
「

山
王

土
地
」

は

「

山
王
」

と

「

土
地
」

の

二

つ

の

神
格
が

併

記

　
　

さ

れ
て

い

る

と

私
は

読

解
し
た

い
。

（

23
）

成

尋
『

参
天
台
五

臺
山
記
』

に

つ

い

て

は
、

平

林
文
雄
『

参

天

　
　

台
五

臺
山
記
　
校
本
並
び

に

研
究
』

風
間
書

房
、

一

九
七
八

年
。

　
　

齊
藤
圓
眞
『

参
天

台
五

臺
山

記
1

』

山

喜
房
仏

書
林

、

一

九
九

　
　

七
年

。

藤
善
真
澄

訳
注
『

参
天

台
五

臺

山
記
　
上
』

関
西

大

学

　
　

出
版
部

、

二

〇
〇
七

年
。

（

24
）

成
尋
が

宋
で

参
拝
し

た

諸
神
に

つ

い

て

は
、

王

麗
萍
「

入

宋

僧

　
　

成
尋
と

道

教
」

『

ア

ジ

ア

遊
学
』

七
三

、

二

〇
〇
五

年
。

（

25
）

吉
原
浩

人
注
14
論
文
は

、

成

尋
が

参
拝
し

た

の

は

桐
柏
観
で

は

　
　

な

い

か

と

推
測
し

て

い

る

が
、

私
は

、

文
脈
か

ら
、

成
尋
が

参

　
　

拝
し

た

の

は

国
清

寺
内
部
の

施
設
だ

と

読

解
し

て
い

る
。

し

た

　
　

が
っ

て

「

寺
は

王

子
の

宅
な

り
」

の

「

寺
」

は

国

清
寺
を

指
し

　
　

て

い

る

と

読
む
べ

き
だ

と

考
え

る
。

成
尋
は
、

智
頻
も

地

主

山

　
　

王

元
弼
眞
君
か

ら

天
台
山
を

譲
渡
さ

れ

て
、

国

清
寺
が

建

立
さ

　

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

（

26
）

（

27
）

（

28
）

（

29
）

（

30
）

（

31
）

（

32
）

（

34
）

（

33
）

れ

た

と

理

解
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

福
井

康
順
注
30
論
文
は

、

「

宝
殿
」

「

梵
鐘
」

の

語
に

注

目
し

て
、

す
で

に

こ

の

時
に

比
叡
山
に

寺
院
が

あ
っ

た

と

論
じ

て
い

る

が
、

文
学
的
修

辞
で

あ

る

可

能
性
も
あ

り
、

こ

の

文

言
か

ら

そ

こ

ま

で

は

言
え

な
い

と

考
え

る
。

『

古
事
記
』

上
巻
に

「

大

山
咋
神

、

亦
名

、

山
末
之

大
主

神
。

此

神
者

、

坐

近
淡
海
国
之

日
枝

山
、

亦、

坐
葛
野

之
松
尾

、

用

鳴

鏑
神
者
也
」

と

あ
っ

て
、

近

江

国
の

「

日

枝
神
」

が

見
え

る
。

た

だ

し
、

『

古

事
記
』

に

つ

い

て

は
、

近

年
、

「

序
」

の

成
立
を

平
安
時
代

初
期
と

す
る

理

解
か

ら
、

本

文
の

成
立

年
代
に

つ

い

て

も
議

論
に

な
っ

て

お

り
、

こ

こ

で

は

参
考
史

料
と

す
る

に

と

ど

め

た
い

。

辻

善
之

助
注
1
論
文

。

岡
田

精
司

「

日
吉

神
社
と

天

智
朝
大
津
宮
」

『

日

本
書

紀
研
究
」

一

六
、

塙
書
房

、

　一

九
八

七

年
。

福
井
康
順

「

伝
教

大
師
以

前
の

比

叡
山
」

（

同

著
作
集
五

『

日

本

天
台
の

諸
研

究
』

法
蔵

館、

一

九

九
〇

年
）

。

『

日

吉
社
禰
宜
口

伝
抄
』

（

『

神

道

体
系
　
神

社
編
　
日

吉
』

所
収

、

一

九
八

三

年
）

。

佐
藤
真
人
「

『

日

吉

社
禰
宜
口

伝
抄
』

の

成
立
」

『

大
倉
山

論
集
』

二

五
、

　一

九
八
九

年
。

野
本
覚
成
注
19
「

伝
教
大

師
の

比

叡
神
信
仰
」

。

「

大

比
叡
」

「

小
比

叡
」

は
、

後
に

述
べ

る

「

弘

仁
九

年
比
叡

山

寺
僧
院

等
之
記
」

で

は

峰
の

名
と

し

て

記
さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

は

野
本

覚
成
注

19
「

伝
教
大
師
の

比

叡
神
信
仰
」

が

指
摘
す
る

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

二

七
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（

35
）

（

36
）

（

37
）

（

38
）

（

39
）

（

40
）

（

41
）

よ

う

に
、

四

明
ヶ

岳
と

釈

迦
岳
で

あ
ろ

う
。

な

お
、

井
上

注
9

論
文
に

よ

れ

ば
、

天
台

山
に

も

「

大

小
天
台
山
」

が

あ
る

が
、

こ

れ

も
諸

峰
を

「

大
天

台
」

「

小
天
台
」

と

呼
ん

だ

も
の

だ

と

い

う
。

福
山
敏

男
「

伝
教

大
師
時
代
の

延
暦

寺
の

建
築
」

『

日

本
建
築
史

研
究

　
続
編
』

墨

水
量
旦

房
、

一

九
七
一

年
。

近

年
の

研
究
に

、

藤
井
恵

介

「

初
期
比

叡

山
の

建
築
に

関
す
る

幾
つ

か

の

課
題
」

『

仏
教

芸
術
」

三

〇
〇

、

二

〇

〇
八

年
。

山
王

神
道
に

つ

い

て

は
、

嵯

峨
井
建
「

日

吉
大

社
と

山
王

権
現
』

人

文
書

院
、

一

九
九
二

年
。

菅

原
信

海
『

山
王

神

道
の

研
究
」

春
秋

社
、

　一

九

九
二

年
。

三

部
長

講
会

式
や

「

相
輪

楪
銘
」

に

は

「

山
王
」

の

語
が

見
え

る

が
、

こ

れ

ら

に

つ

い

て

は

議

論
が
あ

り
、

偽
作
な

い

し

真
偽

未
定
と

す
べ

き
も
の

で
、

な

お

真
偽
の

検
討
が

必

要
で

あ

る
。

写

真
、

法

量
、

釈
文
は

『

園
城

寺
文

書
』

一
、

講
談

社
、

一

九

九
八

年
。

写

真
か

ら

判

断
す

る

に
、

第
一

文
書
と

第
二

文
書
と

第一一、

第

四

文
書
（

記
録
）

の

三

つ

に

分

け
て

考
え

る

こ

と
が

で

き
る

。

そ

れ

ぞ

れ

が

別

筆
で

、

虫
食
い

に

よ

る

な

ら
、

別
々

に

伝

来
し

た

も
の

を

あ

る

段

階
で
一

巻
に

表
装
し

た

も
の

と

考
え

ら
れ

る
。

こ

の

文
書
に

つ

い

て

は
、

野

本
覚
成

「

最

澄
・

義
真
撰

『

比

叡

山
寺

僧
院

記
』

（

三

井
寺
蔵
・

国
宝
）

の

検
討
」

（

『

天

台
学

報
』

三
一

、

一

九
八

九
年
）

が

あ
る

。

「

六

処
造

宝

塔
願

文
」

〔

『

伝

教
大
師
全

集
』

五
、

世
界
聖

典
刊
行

協
会

、

一

九
七
五

年

復
刊
）

。

（

42
）

（

43
）

（

44
）

（

45
）

（

46
）

（

47
）

（

48
）

（

49
）

（

50
）

二

八

『

三

宝

住
持
集
」

（

『

伝
教
大

師
全
集
』

五
、

世
界
聖

典
刊
行
協
会

、

一

九
七

五

年
復
刊
）

。

光
定
『

伝
述
一

心

戒
文
』

（

『

伝
教
大
師
全
集
』

　一
、

世
界

聖
典

刊

行
協
会

、

一

九
七
五

年
復

刊
。

ま
た

、

村

中
祐

生
纂

輯
『

天

台

宗
教
聖

典
皿

　

伝
教
大

師

集
」

山
喜

房
仏

書
林

、

二

〇

〇
三

年
）

。

薗
田

香
融

「

最

澄
と
そ

の

思

想
」

（

『

日

本
思

想
大

系
　
最

澄
』

岩

波
書
店

、

一

九
七

四
年
）

。

坂

本
太
郎
「

伝

教
大
師
と

大
日

本
の

国
号
」

（

天
台
学
会
編

『

伝

教

大
師
研

究
』

早

稲
田
大

学
出
版
部

、

一

九
七
三

年
）

。

前
田

夏
蔭
「

日

吉
山
王

弁
」

（

『

神
道
体
系
　
論
説
編
　
天

台
神

道

（

下
）

』

一

九
九
三

年
）

。

吉

原
浩
人

注
14
論

文
。

逵
日

出
典
『

奈
良
朝
山

岳
寺

院
の

研

究
』

名

著
出
版

、

一

九
九

一

年
。

吉
川

真
司
「

平
安
京
」

（

『

日

本
の

時
代
史
5
　
平

安
京
』

吉
川

弘

文
館

、

二

〇
〇
二

年
）

は
、

最
澄
は

自
ら

天

台
山
に

行
き

、

空

海
は

不

空
三

蔵
に

よ

る

五

臺

山
興

隆
を

知
っ

て
、

そ

う
し

た

中

国
の

聖

地
を

範
と

し

て
、

都

城
や

国
府
か

ら

自
立
し

た

新
し

い

山
林
寺
院
を
建

立
し
た
と

指
摘
し
て

い

る
。

山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
（

第
−

期
は

和
歌
森
太
郎
・

村
山

修
一

・

五

来
重

・

戸

川
安
章

・

桜
井
徳
太
郎
編

、

第
H
期
は

五

来
重

責

任
監

修
、

名

著
出
版

、

一

九
七

五

年
刊
行

開
始
）

が

第
一

巻
の

総
説
的
な

巻
に

続
き

、

第
二

巻

『

比

叡
山
と

天
台
仏
教
の

研
究
』

（

村
山

修
一

編
、

一

九
七
五

年
）

か

ら

始
ま
る
の

は
、

妥
当
な

位

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　
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）

置
づ

け

で

あ
っ

た

と

考
え

る
。

た

だ
、

同

叢
書
は

中

国
の

宗
教

的
聖

地
か

ら

の

影
響
や

文
化
交
流
と

い

う

視
点
が

大
変
弱
く

、

今
後
の

研

究
課
題
に

な
っ

て

い

る
。

拙
稿
注
3
「

垂
迹

思
想
の

受

容
と

展
開

−
本
地

垂

迹

説
の

成

立
過

程

　
　
」

。
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（

付
記
1

）

本

稿
は

、

日

本
学
術

振

興
会

科
学
研

究
費

補
助

金
（

基
盤

研

究
（

B
）

、

平
成
一

八

〜
二

〇

年
度
）

に

よ

る

研
究

課
題
「

最
澄
お
よ

び

天
台
宗
の

思

想
・

活
動
か

ら

見
た

神
仏

習
合
思

想
の

受
容
と

展
開
に

関
す

る

研
究
」

（

課
題

番

号
一

八
三
二

〇
〇
二

四
、

研
究

代
表

者
　
吉
田

一

彦
）

の

研
究
成

果
の
一

部
で

あ

る
。

（

付
記
2

）

本
稿

投
稿
後

、

佐
藤

真
人
「

平

安
初

期
天

台
宗
の

神
仏

習

合
思

想

　

　
最

澄
と

円
珍
を

中
心
に

　
　
」

（

吉
原
浩
人

・

王

勇
編

『

海

を

渡
る

天
台
文

化
」

勉
誠

出
版

、

二

〇

〇
八

年
）

に

接
し
た

。

そ

こ

で

は
、

本
稿
と

共

通

す
る

課
題

、

論

点
が

多
々

論
じ

ら

れ

て

い

る
。

あ

わ

せ

参
照
さ

れ

た

い
。

【

キ

ー

ワ

ー

ド
】

最
澄
・

神
仏

習
合

・

天

台

山
・

比
叡
山
寺
・

山
王

最
澄
の

神
仏
習
合
と

中
国
仏
教
（

吉
田
一

彦
）

二

九


