
日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教

釋

真

弥

西
山
短
期
大
学

古
代
日
本
に
お
い
て

悪

と

罪

は
特
に
重
要
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
基
準
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
神
に
対
す

る
不
敬
な
態
度
で
あ
り
、
神
の
怒
り
に
触
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
の
怒
り
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
農
耕
の

不
作
や
疾
病
や
災
害
等
の

災
い

と
し
て
現
れ
、
人
々
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
神
は
清
浄
な
こ

と
を
好
み
不
浄
な
こ
と
を
嫌
う
。
従
っ
て
不
浄
な
も
の
を

穢
れ

と
い
い
、
罪
と
同
等
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
に
罪
穢
と
あ

ら
わ
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
で
は
日
本
古
代
の
罪
穢
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
仏
教
と
い
か
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一

日
本
古
代
に
お
け
る
罪
の
観
念

ま
ず
古
代
に
お
け
る
罪
の
観
念
は
、

古
事
記

（
一
七
一
二
年
完
成
）、

日
本
書
紀

（
七
二
〇
年
完
成
）
や

延
喜
式

（
九
二
七
年
施

行
）
大
祓
祝
詞
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る

天
津
罪

国
津
罪

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
罪
は

大
祓
祝
詞
の
注
釈
に
は

神
話
に
お
い
て
は

天
つ
罪

国
つ
罪

と
は
い
わ
な
い
。
二
種
を
分
け
る
の
は
大
祓
の
詞
の
特
色
で
あ
る

一
三
五

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



と
述
べ
ら
れ
、
祝
詞
に
よ
っ
て

天
津
罪

国
津
罪

と
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

天
津
罪

国
津
罪

に
つ
い
て
は
、

延
喜
式

大
祓
祝
詞
と

古
事
記

仲
哀
天
皇
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
知
る
こ
と

が
出
来
る
。
ま
ず

延
喜
式

大
祓
祝
詞
に
は

天
つ
罪
と
、
畔
放
ち
・
構
埋
み
・
樋
放
ち
・
頻
蒔
き
・
串
刺
し
・
生
け
剝
ぎ
・
屎
戸
、
許
多
の
罪
を
天
つ
罪
と
法
り
別
け
て
、
國
つ

罪
と
、
生
膚

ち
・
死
膚

ち
・
白
人
・
こ
く
み
・
お
の
が
母
犯
せ
る
罪
・
お
の
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母

と
犯
せ
る
罪
・
畜
犯
せ
る
罪
・
昆
虫
の
災
・
高
つ
神
の
災
・
高
つ
鳥
の
災
・
畜
仆
し
・

物
す
る
罪
、
許
多
の
罪
出
で
む
。

古
事
記

仲
哀
天
皇
条
で
は

生
剝
、
逆
剝
、
阿
離
、
溝
理
、
屎
戸
、
上
通
下
通
婚
、
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚
の
罪
の
類
を
種
種
求
ぎ
て
、
国
の
大
祓
を
為
て
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

天
津
罪

に
は

古
事
記

に
記
さ
れ
る
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
す
る
暴
行
の
内
容
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、

天
津
罪

の
見
方
と
し
て
一
つ
は
単
な
る
農
耕
の
妨
害
行
為
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
神
聖
な
る
も
の
へ
の
冒
瀆
の
例
示
、
も
う
一
つ
は

天
津

・

国
津

は
形
式
的
な
呼
称
で
、
実
質
的
な
意
味
は
な
く
、
事
の
重
大
さ
を
示
し
、
罪
は

災

あ
る
い
は

災
い

を
ひ
き
起
こ
す
恐

れ
の
あ
る
と

え
ら
れ
た

穢

を
さ
す
。
畔
放
・
溝
理
・
樋
放
・
頻
蒔
・
串
刺
・
生
剝
・
逆
剝
・
屎
戸
は
す
べ
て
呪
詛
で
あ
る
。
呪
詛

は
他
人
に

災
い

を
生
ぜ
し
め
る
呪
術
と

え
ら
れ
る
。

天
津
罪

は
神
聖
な
も
の
に
対
す
る
冒
瀆
で
あ
り
、
そ
の
結
果
神
に
よ
っ
て

災
い

が
あ
た
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
呪
詛
で

あ
り
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
他
の
人
に

災
い

が
与
え
ら
れ
る
。
古
代
の
人
々
は
災
い
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
を
罪
と
し
た
、
と
い

う
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。

一
三
六

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



国
津
罪

は
、
人
間
的
な
罪
で
、
近
親
相
姦
や
異
常
な
性
的
関
係
の
禁
忌
を
ふ
く
む
。
生
膚

・
死
膚

は
生
き
て
い
る
、
死
ん
で

い
る
人
間
の
膚
を
傷
つ
け
、
血
の

穢

を
生
ぜ
し
め
る
。
白
人
・
胡
久
美
は
、
皮
膚
の
白
く
な
っ
た
病
人
、
疣
や
瘤
の
で
き
た
病
体
で
、

こ
れ
ら
は

穢

が
生
ず
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
己
が
母
犯
せ
る
罪
・
己
が
子
犯
せ
る
罪
・
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
・
子
と
母
と
犯
せ
る
罪
・

畜
犯
せ
る
罪
は
不
自
然
な
性
行
為
で
あ
り
、

穢

を
生
ぜ
し
め
る
。
昆
虫
の
災
は
毒
蛇
や
毒
虫
の
与
え
る
災
禍
、
高
津
神
の
災
は
落
雷

の
与
え
る
災
禍
、
高
津
鳥
の
災
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
の
落
と
す
糞
に
よ
る

穢

、
畜
仆
し
・

物
す
る
罪
は
獣
を
殺
し
て
呪
詛
を
行
っ
た

こ
と
か
ら
生
ず
る

災
い

で
あ
る
。

古
代
の
人
々
は

罪

や

災

ま
た

災
い

が
引
き
起
こ
さ
れ
る
原
因
で
あ
る

穢

と
い
う
こ
と
を
恐
れ
、

災
い

が
人
々

の
秩
序
を
破
壊
す
る
と

え
、
宇
宙
全
体
の
崩
壊
と
さ
え

え
ら
れ
て
い
た
。
故
に
罪
と
穢
は
災
い
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
原
因
と
し
て
同

等
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

古
代
日
本
に
お
け
る
穢
の
観
念

穢
の
起
源
と
し
て
は

古
事
記

の

吾
は
伊
那
志
許
米
志
許
米
岐
穢
き
國
に
到
り
て
在
り

理
。

日
本
書
紀

の

吾
前
に
不
須
也
凶
目
き
汚
穢
き
處
に
至
る
。

等
の
記
事
に
よ
り
、
人
の
死
を

汚
穢
き
處

等
と
表
現
し
て
お
り
、
死
は
不
浄
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
起
源
と
し

次
第
に

穢

と
い
う
も
が
細
か
く
規
定
さ
れ
た
と

え
ら
れ
る
。

一
三
七

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



穢
と
さ
れ
た
も
の
を
包
括
的
に
知
る
た
め
に

古
事
類
苑

神

部
の
該
当
部
分
を
み
て
み
る
と
、

死
穢
・
殺
人
穢
・
五
体
不
具
穢
・
改
葬
穢
・
発
墓
穢
・
産
穢
・
傷
胎
穢
・
胞
衣
穢
・
妊
者
穢
・
月
事
・
失
火
穢
・
灸
治
穢
・
喫
肉

穢
・

辛
穢
・
獣
死
穢
・
獣
五
体
不
具
穢
・
獣
産
穢
・
獣
傷
胎
穢

等
の
穢
が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た

延
喜
式

の
臨
時
祭
の
条
に
は
、
そ
れ
に
触
れ
る
と
忌
ま
な
け
れ
な
ら
な
く
な
る

穢
悪
事

と
し
て
、

人
の
死
・
産
、
六
畜
の
死
・
産
、
喫
宍
（
肉
食
）
が
挙
げ
ら
れ
、
改
葬
・
傷
胎
（
流
産
）・
懐
妊
・
月
事
・
失
火
・
埋
葬
な
ど
の
穢
が
記
さ

れ
、
穢
の
重
さ
は
神
事
や
参
内
な
ど
を
忌
み
慎
む
日
数
の
差
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。（
人
の
死
は
三
十
日
（
葬
儀
の
日
よ
り
数
え
始
め
る
）、

産
は
７
日

ま
た
穢
は
伝
染
す
る
と

え
ら
れ
、
そ
の
媒
体
は
食
べ
物
や
水
、
火
な
ど
で
、
水
は
一
般
的
に
は
不
浄
な
も
の
を
清
浄
に
す
る
も
の
だ

が
、
流
水
に
限
っ
て
い
え
る
も
の
で
、
溜
ま
っ
て
い
る
池
や
井
戸
は
穢
を
伝
染
さ
せ
る
媒
体
と
な
る
。
火
も
不
浄
な
も
の
を
焼
き
尽
く
す

と
い
う
作
用
が
あ
る
が
、
不
浄
な
も
の
を
焼
い
た
火
、
不
浄
な
場
所
の
も
、
不
浄
な
人
間
の
触
れ
た
火
は
逆
に
不
浄
な
も
の
と
な
る
。
伝

染
を
防
ぐ
た
め
に
忌
み
憤
み
、
謹
慎
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
穢
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
決
し
て
目
に
見
え
な
い
。
穢
を
問
題
と
す
る
の
は
、

穢
と
は
人
間
の
属
す
る
秩
序
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
事
象
に
対
し
て
、
社
会
成
員
の
抱
く
不
安
・
恐
怖
の
念
が
、
そ
う
し
た
事
象
を
忌
避
し

た
結
果
、
社
会
的
な
観
念
と
し
て
定
着
し
、
こ
れ
ら
穢
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
穢

に
よ
り
新
た
な
秩
序
の
破
壊
が
天
災
、
疾
病
、
天
皇
の
死
な
ど
に
つ
な
が
る
と

え
ら
れ
、
穢
の
伝
染
に
恐
怖
を
感
じ
、
そ
の
穢
を
取
り

除
こ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
三
八

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



三

祓
禊
に
つ
い
て

こ
う
し
た

罪

や

穢

を
取
り
除
く
行
為
が

祓

で
あ
り

禊

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た

禊

祓

が
一
般

的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
禊
は
身
滌
ぎ
、
又
は
水
注
ぎ
の
意
味
と

え
ら
れ
て
お
り
、
穢
を
受
け
た
身
体
を
水
に
よ
っ
て
洗
い
清
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

１

禊
に
つ
い
て

禊
に
つ
い
て
は

古
事
記

に
、
伊
邪
那
岐
神
が
黄
泉
國
に
於
い
て
伊
邪
那
美
神
の
死
骸
を
見
た
後
に

吾
は
伊
那
志
許
米
志
許
米
岐
穢
き
國
に
到
り
て
在
り

理
。
故
、
吾
は
御
身
の
禊

む
。

と
述
べ
、

至
座
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
に
到
り
坐
し
て
、
禊
ぎ
祓
ひ
た
ま
ひ
き
。

と
記
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
禊
の
起
源
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
只
文
献
に
お
け
る
初
見
と
い
う
だ
け
で
、
当
時
の
習
慣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
禊
と
い
う
語
は
見
え
な
い
が

魏
志

倭
人
伝

に

そ
の
死
に
は
棺
あ
る
も

な
く
、
土
を
封
じ
て
家
を
つ
く
る
。
始
め
死
す
る
や
停
喪
十
余
日
、
時
に
当
り
て
肉
を
食
わ
ず
、
喪
主
哭

泣
し
、
他
人
就
い
て
歌
舞
飲
酒
す
。
已
に
葬
れ
ば
、
挙
家
水
中
に
詣
り
て

浴
し
、
以
て
練
沐
の
如
く
す
。

と
い
う
よ
う
に
、
葬
っ
た
の
ち
に
家
族
が
水
中
に
て

浴
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
死
と
い
う
も
の
に
携
わ
っ
た
も
の
、
家
族
が
水
に
よ
っ

て
死
と
い
う
非
日
常
的
な
も
の
を
洗
い
流
そ
う
、
身
を
清
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
三
九

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



し
か
し
禊
と
い
う
語
が
現
れ
る
の
は
古
事
記
が
最
初
で
あ
り
、
こ
れ
を
起
源
と
す
る
。
こ
の
禊
の
時
に
衣
服
等
は
す
べ
て
脱
ぎ
捨
て
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
形
式
的
儀
礼
で
な
く
実
際
に
身
体
を
洗
い
清
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
精
神
的
な
も
の
と
な
り
、
儀
礼

は
象
徴
的
に
な
っ
た
と

え
ら
れ
る
。

２

祓
に
つ
い
て

ま
た

祓

と
は
穢
を
祓
い
去
る
事
で
あ
る
。
穢
に
触
れ
た
と
き
に
身
に
つ
い
て
い
た
も
の
を
祓
い
落
と
す
意
味
で
あ
っ
て
、
先
に
述

べ
た
伊
邪
那
岐
神
が
阿
波
岐
原
に
於
て
禊
を
さ
れ
る
前
に
身
に
着
け
て
い
た
衣
服
等
を
悉
く
捨
て
た
と
あ
る
。
即
ち
伊
邪
那
岐
神
は
禊
を

す
る
前
に
ま
ず
祓
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
こ
の
時
の
祓
は
禊
を
行
う
為
に
必
要
な
準
備
行
為
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
意
味
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
後
の
純
粋
な
宗
教
的
意
味
の
祓
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
身
体
に
つ
い
て
い
る
も
の
を
祓
い
落
と
す
と
い
う
こ
と

か
ら
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

３

祓
の
儀
礼

以
上
の
禊
祓
を
起
源
と
し
た
も
の
に
七
瀬
祓
、
河
臨
祓
、
三
月
上
巳
祓
が
あ
る
。

ま
ず
七
瀬
祓
は
、

公
事
根
源

の
正
月
の
七
瀬
御
祓
の
条
に

是
は
毎
月
の
事
な
り
、
七
瀬
と
は
、
川
合
、
一
條
、
土
御
門
、
近
衛
、
中
御
門
、
大
炊
御
門
、
二
条
の
す
え
、
七
瀬
と
は
申
な
り
、

陰
陽
師
人
形
を
奉
る
、
主
上
御
い
き
を
か
け
、
御
身
を
な
で
返
し
給
へ
、
殿
上
の
侍
臣
こ
の
所
々
の
川
原
に
む
か
ふ
、
か
へ
り
ま
い

れ
ば
、
主
上
御
撫
物
を
め
す
ね
せ
ら
る
、
そ
の
外
さ
し
た
る
事
な
し
、

一
四
〇

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



と
記
さ
れ
、
毎
月
に
川
合
、
一
條
等
の
七
カ
所
の
霊
所
に
於
い
て
祓
い
を
行
い
、
陰
陽
師
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
人
形
で
身
体
を
撫
で
、

自
分
の
穢
を
人
形
に
移
し
、
川
に
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
清
め
る
。

ま
た
河
臨
祓
も
七
瀬
祓
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で

掌
中
和
歌
年
中
行
事

一
六
に

七
瀬
の
御
祓
を
河
臨
の
御
祓
と
も
申
す
、
毎
月
の
こ
と
な
り
、

と
記
さ
れ
、
七
瀬
祓
を
河
臨
祓
と
も
い
い
、
七
瀬
の
場
所
は
数
種
類
あ
り
、
朝
廷
で
は
毎
月
行
わ
れ
、
臨
時
の
場
所
も
あ
っ
た
。
自
分
の

穢
を
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
な
ど
の
災
禍
が
自
分
に
ふ
り
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
祈
願
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
三
月
上
巳
祓
と
い
う
も
の
は
、

新
撰
字
鏡

の
禊
の
条
に

戸
系
反
去
上
巳
祭
也
、
又
云
三
月
三
日
得
巳
為
上
巳
上
巳
乃
波
良
戸

と
記
さ
れ
、

公
事
根
源

三
月
の
曲
水
宴
の
条
に

上
巳
の
は
ら
へ
と
て
、
人
み
な
東
流
の
水
上
に
て
は
ら
へ
す
る
よ
し
、
漢
書
な
ど
に
し
る
せ
り

と
あ
り
、

漢
書

九
十
七
外
戚
孝
武
衛
皇
后
の
項
に

〇
武
帝
祓
栗
上
、
孟
康
日
祓
除
也
。
於
覇
水
上
自
祓
除
、
今
三
月
上
巳
祓
禊
也
、
師
古
日
、
祓
音
廃
禊
音
系

と
記
さ
れ
る
。
中
国
の
古
来
の
風
習
に
、
三
月
の
初
め
の
巳
の
日
に
水
辺
に
出
て
災
厄
を
祓
う
上
巳
の
行
事
が
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
に
伝

わ
り
宮
中
で
も
行
わ
れ
た
と

ら
れ
る
。

上
月
上
巳
祓
は
自
分
自
身
の
穢
を
祓
う
こ
と
を
第
一
と
し
、
同
時
に
春
の
農
耕
に
先
立
っ
て
こ
の
時
期
に
、
豊
作
を
願
っ
た
祓
の
一
つ

と
さ
れ
た
。
中
国
の
上
巳
の
風
俗
と
神
道
の
禊
行
事
が
結
び
つ
い
て
上
巳
の
祓
、
巳
の
日
の
祓
と
称
さ
れ
て
七
瀬
祓
同
様
形
代
と
し
て
作

っ
た
人
形
で
身
体
を
撫
で
、
身
体
の
穢
を
人
形
に
移
し
て
川
や
海
に
流
す
と
い
う
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
び
付
き
に
関
し
て
大
き
な
役

一
四
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割
を
果
た
し
た
の
が
陰
陽
師
で
あ
り
、
陰
陽
師
を
通
じ
て
中
国
の
風
習
が
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
儀
礼
に
は
陰
陽
師
が
深
く
係
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
人
形
は
陰
陽
道
に
よ
っ
て
よ
く
係
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
撫
物
、
形
代

と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
人
形
な
ど
を
人
に
撫
で
そ
の
物
に
そ
の
人
の
穢
を
移
し
、
川
な
ど
に
流
し
た
り
、
土
に
埋
め
た
り
し
て
穢
を
祓
う
。

つ
ま
り
先
の
七
瀬
祓
、
河
臨
祓
、
上
巳
祓
等
の
祓
は
神
道
的
な
儀
礼
で
あ
る
が
、
陰
陽
道
と
深
く
融
合
し
て
い
る
も
の
と

え
ら
れ
る
。

陰
陽
道
と
は
古
代
中
国
の
陰
陽
五
行
説
を
基
に
し
た
呪
法
で
、
易
や
道
教
系
民
間
信
仰
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
道
教
は

日
本
書

紀

の
継
体
天
皇
七
年
（
五
一
三
）
七
月
、
百
済
か
ら
五
経
博
士
段
揚

が
貢
上
さ
れ
た
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
経
は
陰
陽
道
の
古

典
で
あ
る

易
経

が
含
ま
れ
、
五
経
博
士
の
我
が
国
へ
の
派
遣
は
当
然
そ
の
陰
陽
道
の
伝
来
を
製
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
伝
と
し
て
は
仏
教
の
伝
来
よ
り
も
早
い
時
期
で
あ
る
が
、
陰
陽
道
に
対
し
て
そ
れ
を
廃
止
す
る
と
い
う
よ
う
な
記
事
は
一
切
出
て
こ
な

い
。
つ
ま
り
陰
陽
道
は
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
、
日
本
文
化
に
溶
け
込
み
、
陰
陽
道
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
古
来
か
ら
の
日
本
文
化
の
様
に

扱
わ
れ
、
儀
礼
な
ど
に
融
合
し
た
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

陰
陽
道
に
関
係
の
あ
る
記
事
が
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は

日
本
書
紀

か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
そ
ら
く
伝
来
し
て
い
た

と

え
ら
れ
る
。

魏
志

倭
人
伝

に
み
ら
れ
る

弥
呼
が
仕
え
た
鬼
道
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と

え
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
頃
に

は
大
陸
文
化
が
流
入
し
て
お
り
、
鬼
道
に
も
外
来
的
影
響
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
時
シ
ナ
に
盛
ん
で
あ
っ
た
道
教
や
、

よ
り
広
く
土
俗
的
宗
教
と
な
っ
て
い
た
陰
陽
道
の
流
入
が

え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
古
来
の
観
念
と
み
ら
れ
て
い
た
も
の
も
外
来
文
化
、
道
教
や
陰
陽
道
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。
罪

や
穢
と
い
う
観
念
に
も
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
罪
の
中
に
昆
虫
の
災
・
高
つ
神
の
災
・
高
つ
鳥
の
災
・
畜
仆
し
・

物
す

る
罪
な
ど
で
あ
る
。
災
と
い
う
の
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
災
異
の
こ
と
で
あ
り
陰
陽
道
に
お
い
て
も
祥
瑞
災
異
と
い
う
観
念
は
朝
廷

一
四
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に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
畜
仆
し
・

物
も
陰
陽
道
の
呪
詛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
災
と
い
う
も
の
が
罪
と
さ
れ
て
い
る

の
も
陰
陽
道
の
思
想
か
ら
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
も

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
文
献
上
は
陰
陽
道
よ
り
少
し
遅
れ
て
伝
来
し
た
仏
教

も
多
少
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
仏
教
の
伝
来
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

仏
教
に
お
け
る
罪
穢
観

１

仏
教
公
伝

仏
教
の
公
伝
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に

日
本
書
紀

十
九
巻
の
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
の
条
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
伝
来
当
初
仏

教
は
外
国
の
神
、
蕃
神
と
と
ら
え
ら
れ
、
も
し
外
国
の
神
蕃
神
を
受
け
入
れ
れ
ば
国
神
の
怒
り
に
触
れ
る
と

え
ら
れ
た
。
そ
の
怒
り
、

崇
り
を
恐
れ
、
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
蘇
我
氏
に
個
人
的
に
仏
教
の
信
仰
が
認
め
ら
れ
、
次
第
に
仏
教
は
病
気
平
癒

や
消
病
延
寿
等
個
人
レ
ベ
ル
で
信
仰
さ
れ
、
氏
族
も
そ
の
利
益
を
求
め
て
寺
な
ど
を
建
立
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
次
第
に
仏
教
は
朝
廷
内

に
も
浸
透
し
、
国
家
仏
教
と
な
り
、
今
ま
で
の
行
事
に
替
わ
っ
て
国
家
行
事
に
も
次
第
に
登
場
し
て
い
く
。

２

国
家
仏
教

金
光
明
経

仁
王
般
若
経

法
華
経

を
中
心
と
し
た
護
国
仏
教
で
あ
り
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
も
の
は
、
鎮
護
国
家
、
攘
災
招
福

な
ど
の
現
世
利
益
的
な
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の

大
祓

等
の
行
事
は
神
の
怒
り
に
よ
る
災
や
病
気
等
の
神
罰
を
受
け
な
い
よ
う
に
、

た
だ
穢
を
祓
う
こ
と
が
目
的
。
病
気
平
癒
、
消
病
延
寿
と
い
う
異
国
の
神
の
仏
教
に
そ
れ
ら
の
呪
術
的
効
果
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
仏
教
の
神
秘
性
を
示
す
記
事
が

日
本
書
紀

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
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敏
達
天
皇
十
三
年
秋
九
月

馬
子
宿
禰
、
試
に
舎
利
を
以
て
、
鐵
の
質
の
中
に
置
き
て
、
鐵
の
鎚
を
振
ひ
て
打
つ
。
其
の
質
と
鎚
と
、
悉
に
摧
け
壊
れ
ぬ
。
而
れ

ど
も
舎
利
を
ば
摧
き
毀
ら
ず
。
又
、
舎
利
を
水
に
投
る
。
舎
利
、
心
の
所
願
の
随
に
、
水
に
浮
び
沈
む
。

と
仏
は
霊
験
の
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
仏
典
に
説
か
れ
た
よ
う
に
経
典
を
護
持
、
読
誦
す
る
こ
と
に
よ
り
除
災
や
病

気
平
癒
、
消
病
延
寿
、
国
家
安
泰
と
い
う
呪
術
的
効
果
を
期
待
し
た
。
ま
た
農
耕
に
関
し
て
農
作
物
の
豊
作
か
凶
作
か
と
い
う
こ
と
は
国

家
の
死
活
問
題
で
あ
り
、
雨
が
降
る
、
降
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雨
の
少
な
い
年
に
は
雨
乞
い
の
儀

礼
が
行
わ
れ
、
こ
の
儀
礼
に
仏
教
も
関
与
し
て
い
る
。
そ
れ
は

日
本
書
紀

の
皇
極
天
皇
元
年
七
月
の
条
に
、
雨
乞
い
の
た
め
に
様
々

な
祈

が
採
用
さ
れ
、
試
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
中
国
の
儀
礼
と
思
わ
れ
る
牛
馬
を
殺
し
て
諸
社
の
神
に
供
養
す
る
。
し
か
し
効
果
は
な
く
、

次
に
仏
教
が
試
さ
れ
、
佛
・
菩
薩
像
を
祀
っ
て
、
雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
と
さ
れ
る
仏
説
大
請
雨
経
を
仏
僧
が
読
誦
し
、
悔
過
を
営
ん
だ

が
小
雨
で
、
最
後
に
日
本
の
神
に
対
し
て
天
皇
が
祈
り
、
そ
の
結
果
大
雨
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
は
祈

法
の
一
つ
と
し
て
仏
教
の
呪
術
的
効
果
が
試
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
仏
教
に
求
め
た
も
の
は
呪
術
的
効
果
で
あ
り
、
現
世
利
益
を
求
め
る
国

家
的
儀
礼
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。

悔
過

や

懺
法

等
の
儀
礼
も
仏
教
で
の
罪
の
観
念
と
天
津
罪
等
の
罪
が
同
一
視
さ
れ
、
因
果
応

報
の
業
思
想
と
結
び
つ
き
業
の
結
果
と
し
て
災
い
等
が
起
こ
る
と
さ
れ
て
、
そ
の
罪
を
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
古
代
の
罪
穢
を
祓
う
と

い
う
こ
と
と

悔
過

懺
法

等
と
主
旨
が
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
受
容
さ
れ
た
と

え
ら
れ
る
。

３

国
家
仏
教
に
お
い
て
の
穢

イ
、
官
僧
の
対
応
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し
か
し
、
朝
廷
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
鎮
護
国
家
や
雨
乞
い
な
ど
を
行
っ
て
き
た
仏
教
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
家
的
法
会
を
行
う

の
は
国
用
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
官
寺
の
僧
、
官
僧
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
官
僧
は
法
会
を
行
う
に
際
し
て
よ
り
清
浄
と

い
う
も
の
が
必
要
と
さ
れ
、
今
日
で
は
当
然
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
葬
送
儀
礼
も
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
葬
送
に
従
事
し
た
場
合
に

死
穢
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。
葬
送
に
関
与
し
て
死
穢
に
触
れ
た
僧
は
三
十
日
間
は
神
社
に
参
る
こ
と
を
憚
り
、
鎮
護
国
家
の
法
令
へ
の

参
加
を
憚
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
官
僧
が
葬
送
儀
礼
に
関
与
し
た
場
合
の
対
応
が

慈
圓
譲

案

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
慈
圓

は
関
白
藤
原
忠
通
の
息
子
で
、
延
暦
寺
座
主
を
四
度
も
つ
と
め
た
、
官
僧
の
中
で
も
筆
頭
の
僧
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
葬
事
、
没
後
追
善
佛

事
、
著
服
人
事
、

穢
人
事
、
忌
日
以
下
事
、
追
福
之
際
等
事
な
ど
八
ケ
条
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
そ
の
中
の

穢
人
事
に

相
交
葬
所
〃
人
之
外
、
悉

眼
、
翌
日
企
參
社
、
可
訴
申
後
世
於
山
王
、
此
上
勿
論
〃
〃
、

穢
之
人
持
骨
之
人
、
只
各
可
任
其
心
、

日
之
後
、
萬
事
不
可
成
其
憚
、
〃
〃
〃
〃
〃
、

と
記
さ
れ
、
葬
送
に
関
与
し
た
も
の
以
外
は
、
死
後
翌
日
に
は
神
社
に
参
っ
て
山
王
に
後
世
を
訴
え
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て

穢
の
人
や
骨
を
持
っ
た
人
は
、
各
々
そ
の
心
に
任
せ
る
が
、
三
十
日
後
に
は
憚
る
こ
と
な
く
参
社
し
て
後
世
を
祈
る
よ
う
に
と
指
示
し

て
い
る
。
こ
こ
に
延
暦
寺
の
僧
に
対
す
る
葬
式
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
延
暦
寺
の
み
で
は
な
く
一
般
的
な
官
僧
に
対
し
て
も
こ
の

よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

４

遁
世
僧
の
対
応

遁
世
僧
は
官
僧
と
違
い
制
約
な
ど
な
く
、
自
由
で
あ
っ
た
。
葬
送
の
儀
礼
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
官
僧
か
ら
は
穢
れ
た
存

在
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
積
極
的
に
葬
送
儀
礼
に
関
与
す
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
四
五
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ロ
、
禅
僧

康
富
記

に
み
ら
れ
る
禅
僧
は
死
穢
に
対
し
て
忌
み
慎
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
。

享
徳
三
年

十
月
廿
四
日
壬
寅
の
条
に

晴
、
朱
雀
老
尼
慶
祐
、
月
忌
始
也
、
但
五
十
日
中
陰
儀
、（
中
略
）

檀
那
代
官
一
七
参
籠
、
未
還
向
云
々
、
禅
僧
申
云
、
不
嫌
死

穢
三
十
日
之
中
押
而
参
宮
云
々
、
無
其
罰

如
何
々
々
、
神
慮
不
審
々
々
、

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
禅
僧
三
十
日
以
内
に
宮
に
参
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
神
罰
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
る
様
子
が
窺

え
る
。
ま
た

三
寶
院
舊
記

十
四

山
城
に
は

到
結
願
之
日
、
過
齋
宮
縣
、
有
旅
人
死
亡
者
、
向
覺
乘
乞
引
導
、
不
辭
者
道
之
常
也
、

令
導
師
、
而
後
到
宮
川
畔
、
一
老
翁
出
来

向
覺
乘
日
、

令
葬
儀
、
汚
染
不
無
如
何
、
覺
乘
云
、
清
浄
戒
無
汚
染
、

と
禅
僧
覺
乘
は

清
浄
戒
無
汚
染

と
清
浄
の
戒
は
穢
が
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
逆
に
み
れ
ば
葬
送
に
携
わ
っ
た
僧
に
は
穢
が
生
じ
る
と

さ
れ
た
。
し
か
し
葬
送
の
儀
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
た
の
が
遁
世
僧
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

ハ
、
念
仏
僧

葬
送
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
死
穢
は
遁
世
僧
の
一
つ
で
あ
る
念
仏
僧
に
よ
っ
て
大
き
く
転
換
す
る
。
そ
れ
は

源
信
の

往
生
要
集

臨
終
行
儀
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
臨
終
に
際
し
て
の
細
か
な
説
明
が
さ
れ
、
こ
れ
を
み
る
限
り
念
仏
僧
は
葬
送
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
法
然
の

百
四
十
五
箇
條
問
答

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
穢
と
い
う
も
の
は
仏
教
に
お
い
て
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
。

百
四
十

五
箇
條
問
答

に
、

一
四
六

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



一
。
百
日
の
う
ち
の
赤
子
の
不
浄
か
ゝ
り
た
る
は
、
物
ま
う
て
に
は
ゝ
か
り
あ
り
と
申
た
る
は
。

答
。
百
日
の
う
ち
あ
か
子
の
不
浄
く
る
し
か
ら
す
、
な
に
も
き
た
な
き
物
の
つ
き
て
候
は
ん
は
、
き
た
な
く
こ
そ
候
へ
、
赤
子
に
か

き
る
ま
し
。

一
。
月
の
は
ゝ
か
り
の
あ
ひ
た
、
神
の
れ
う
に
經
は
く
る
し
く
候
ま
し
き
か
。

答
。
神
や
は
ゝ
か
る
ら
ん
、
佛
法
い
は
い
ま
す
、
陰
陽
師
に
と
は
せ
給
へ
。

一
。
産
の
い
み
い
く
か
に
て
候
そ
、
又
い
み
も
い
く
か
に
も
候
そ
。

答
。
佛
教
に
は
、
い
み
と
い
ふ
事
候
は
す
、
世
間
に
は
産
は
七
日
、
又
三
十
日
と
申
け
に
候
。
い
み
も
五
十
日
と
申
す
、
御
心
に
候
。

一
。
い
み
の
物
（
者
）
の
も
の
へ
ま
い
り
候
事
は
、
あ
し
く
候
か
。

答
。
く
る
し
か
ら
す
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
産
穢
や
忌
み
に
つ
い
て
の
法
然
の

え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
世
間
で
忌
み
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
仏
教
に
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
死
穢
な
ど
の
穢
な
ど
気
に
せ
ず
葬
送
儀
礼
に
も
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
遁
世
僧
で
あ
る
禅
僧
や
念
仏
僧
は
官
僧
の
よ
う
な
制
約
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
で
あ
り
自
分
の
信
仰
を
広
め
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
信
仰
を
伝
え
る
た
め
に
は
世
間
で
罪
穢
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
正
面
か
ら
取
り
上
げ
自
ら
そ
れ
ら
に
関
与
し
て
い
く

こ
と
が
、
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

ま

と

め

日
本
古
来
か
ら

国
津
罪

天
津
罪

に
代
表
さ
れ
る
罪
や
延
喜
式
に

触
穢
事

と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
穢
と
い
う
、
罪
穢
と
い

一
四
七

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



う
観
念
は
外
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
、
そ
し
て
融
合
す
る
媒
体
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
罪
と
い
う
も
の
は
重
要
な

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
仏
教
の
罪
と
ま
た
因
果
応
報
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
業
思

想
が
日
本
の
罪
や
穢
と
同
化
し
、
罪
を
犯
し
、
穢
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
業
と
な
り
、
そ
の
業
の
結
果
と
し
て
死
や
疾
病
、
農
耕
の
不

作
と
い
っ
た
こ
と
が
お
こ
る
と

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
陰
陽
道
に
お
い
て
は
祥
瑞
災
異
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
が
、
こ
の
災
異
と
い
う
も
の
が
罪
で
あ
り
、
穢
を
引
き
起
こ
す
原

因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
災
異
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
罪
や
穢
を
取
り
払
う
た
め
の
禊
祓
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
儀

礼
に
陰
陽
道
の
撫
物
・
人
形
な
ど
を
使
う
と
い
う
よ
り
高
度
で
斬
新
な
呪
術
的
な
も
の
が
融
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
罪
穢
と

い
う
も
の
は
日
本
文
化
に
お
い
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
如
何
に
取
り
除
く
か
が
第
一
で
あ
り
、
第
二
に
病
気
平
癒
、
攘
災
招

福
、
消
病
延
寿
を
天
皇
や
貴
族
の
個
人
レ
ベ
ル
若
し
く
は
国
家
レ
ベ
ル
で
手
に
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
っ
た
と

え
ら

れ
る
。
そ
し
て
い
つ
し
か
第
二
の
も
の
が
中
心
な
っ
て
い
き
、
そ
の
要
求
に
か
な
え
ら
れ
る
も
の
が
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

神
道
儀
礼
に
お
い
て
の
祓
や
禊
は
罪
や
穢
を
取
り
除
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
儀
礼
は
密
教
儀
礼
で
よ
く
行
わ
れ
た
息
災
、
増

益
、
調
状
な
ど
の
国
家
や
貴
族
の
望
む
多
種
の
儀
礼
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
国
家
儀
礼
は
あ
く
ま
で
も
国
家
や
貴
族
な
ど

の
上
流
社
会
が
対
象
で
あ
り
、
民
衆
を
対
象
と
す
る
の
は
法
然
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
新
仏
教
以
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
官
僧
を
中

心
と
す
る
国
家
の
仏
教
と
い
う
も
の
が
、
民
衆
の
た
め
の
仏
教
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
忌
み
慎
む
穢
は
な
く
、
た
だ
念
仏
を
称
え
れ
ば
罪

が
滅
せ
ら
れ
往
生
で
き
る
と
い
う
民
衆
の
能
力
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
官
僧
が
避
け
て
い
た
葬
送
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も

積
極
的
に
従
事
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
仏
教
は
日
本
の
罪
穢
思
想
に
よ
っ
て
様
々
な
文
化
を
取
り
入
れ
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
四
八

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



参

資
料

古
事
記

日
本
古
典
文
学
大
系

一

岩
波
書
店

昭
三
九

日
本
書
紀

上
下

日
本
古
典
文
学
大
系

六
七
・
六
八

岩
波
書
店

昭
四
二

延
喜
式

八
巻

神

八

改
訂
増
補
国
史
大
系

二
十
六
巻

祝
詞

国
史
大
系
刊
行
会

昭
十
三

古
語
拾
遺

神
代

群
書
類
従

雑
部

二
五
二
頁

続
群
書
類
従
完
成
会

昭
三
五

古
事
類
苑

神

部

古
事
類
苑
刊
行
會

昭
九

金
光
明
経

大
正
新
修
大
蔵
経

（
以
下
、

大
正

と
略
す
）
一
六

四
巻

金
光
明
最
勝
王
経

一
〇
巻

大
正

一
六

佛
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経

二
巻
・

仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経

二
巻

大
正

八

妙
法
蓮
華
経

七
巻

大
正

九

公
事
根
源

三
巻

一
条
兼
良
撰

京
・
平
楽
寺
慶
安
二
（
一
六
四
九
）

新
撰
字
鏡

二
巻

昌
住
撰

群
書
類
従

二
八
巻
内

漢
書

九
七
巻

三
九
四
九
頁

班
固
撰

一
〇
〇
巻

中
華
書
局

昭
五
七

後
水
尾
院
當
事
年
中
行
事

後
水
尾
天
皇
撰

二
巻

丹
鶴
叢
書

故
實
内

国
書
刊
行
会

大
三

慈
圓
譲

案

鎌
倉
遺
文

二
七
九
二
号

古
文
書
編
第
五
巻

東
京
堂
出
版

昭
四
八

三
寶
院
舊
記

一
四

大
日
本
史
料

六

二
四

東
京
大
学
出
版
会

昭
和
五
五

康
富
記

四
増
補

増
補
史
料
大
成

四
〇

史
料
大
成

刊
行
会

昭
五
七

昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集

石
井
教
道
編
集

平
楽
寺
書
店

昭
四
九

魏
志

倭
人
伝

岩
波
文
庫

石
原
道
博
編
訳

岩
波
書
店

平
成
四

参

文
献

鎌
倉
新
仏
教
の
誕
生

松
尾
剛
次

講
談
社
現
代
新
書

平
七

穢
と
大
祓

山
本
幸
司

平
凡
社

平
成
四

一
四
九

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）



上
代
の
呪
的
信
仰

金
子
武
雄

公
論
社

昭
五
二

日
本
陰
陽
道
史
総
説

村
山
修
一

塙
書
房

平
五

古
事
記
の
世
界

西
郷
信
綱

岩
波
新
書

平
四

一
五
〇

日
本
に
お
け
る
罪
穢
観
と
仏
教
（
釋

真
弥
）
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