
〈
韓

日

合
同

学

術

大

会

３
〉

仏
教
に
お
け
る
寺
院
の
思
想

仏
教
に
と

っ
て

寺
院
は
社
会
に
は
た
ら
き
か
け
る
た
め
に
あ
る
。
仏
教
の

寺
院
の
構
図
は
、
仏
教
が
社
会

に
対
し
て

は
た
ら
き
か
け
る
具
体
的
な
姿
勢

を
示
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
現
実
の
社
会

の
中
で

は
た
ら

い
て

い
る
仏
教

の

思

想
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

本
論
で

は
、
ス
リ
ラ

ン
カ
・
日
本

・
韓
国
の
寺

院
を

一
例
ず

つ
取
り
あ

げ

て
比
較
し

、
そ
こ

に

ｓｙ
ｎ
ｃｒ
ｅ
ｔ
ｉｓ
m

と

か
神

仏
習

合
の
思

想
が

共

通
し

て

存
在
す

る
こ
と
を
確
認
し

、
そ
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て

考
え
て
み

た
い
。

結
論
を
先
取
り
し
て

言
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
世
界

は
自

ら
の
立
場
を
自

覚

し
つ
つ
、
必
ず
し
も

相
容

れ
な
い
思

想
・
信
条
が
、
互

い
に
調
和

し
、
共

生

し
て
い
く
と
こ
ろ

に
生
き

る
道
が
あ
る
。
仏
教
の
寺
院
の
構
図

は
、
そ
の
原

点
を
示

し
て
い
る
と
見
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
　
田
　
惠
　
學

Ｉ

．

ス

リ

ラ

ン

カ

の

Ｈ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ
ａ
　
Ｒ
ａ
ｊａ
ｍ

ａ
ｈ
ａ
ｖ
ｉ
ｈ

ａ
ｒ
ａ
ｙ
ａ

　（
Ｈ

．　
Ｒ

．
）

Ｈ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ
ａ

は

ス

リ

ラ

ン

カ

Ｋ
ａ
ｌｕ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
　
Ｄ
ｉｓ
ｔｒ
ｉｃ
ｔ
（
県

）

に

あ

る

町

で

、

円

呻
・

は

こ

の

地

方

有

数

の

本

山

格

の

王

立

大

寺

院

と

し

て

の

格

式

を

有

す
る
。
そ
の
仏
殿
は
コ
ー
ッ
テ
ー
（
Ｋ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
）
時
代
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｋ
ｒ
ａ
ｍ
ａ
　
Ｂ
ａ
ｈ
ｕ

Ⅵ

世

（
１
４
１
１
-
１
４
６
６
）

に

よ

っ

て

創

建

さ

れ

た

。

そ

の

境

内

は

、

東

西

に

走

る

公

道

を

は

さ

ん

で

、

南

側

の

Ａ

区

画

と

北

側

の

Ｂ

区

画

に

分

か

れ

る

。

Ａ

区

画

に

は

仏

塔

と

菩

提

樹

が

あ

り

、

Ｂ

区

画

に

は

仏

殿

と

神

祠

、

講

堂

、

布

薩

堂

（
ｓ
ｉｍ

ａ
）

の

ほ

か

僧

房

な

ど

が

あ

る

。

ス

リ

ラ

ン

カ

の

寺

院

の

本

尊

は

、

釈

尊

で

あ

る

が

、

歴

史

的

受

容

の

順

序

に

従

え

ば

、

仏

塔

（
仏

舎

利

を

祀

る

）
　
・

菩

提

樹

（
成

道

の

シ

ン

ボ

ル

）
　
・

仏

殿

（
座

像

・

立

像

・

時

に

涅

槃

像

）

の

三

種

の

形

で

礼

拝

所

と

な

っ
て

い



る

。

信

徒

は
三

か
所

を
礼

拝
し

、

帰

依

の

念

を

表

明
し

、

そ

の
教

え

を
守

っ

て

正

し

く

生
活

す

る

こ
と

を
身

心

に
表

明

す

る

。

巡

拝

し

つ

つ

そ

の

心

を

強

固

に
す

る

。

仏
教
徒
は
、
こ
の
巡
拝
に
よ
っ
て
功
徳
（
ｐ
ｕ
ｎ
ｎ
ａ
、
　
m
e
ｒ
ｉ
ｔ
）
を
得
る
と

考

え
て

い

る

。
功

徳

は
こ

の
世

に

お

い

て

清
ら

か

な

幸

わ

せ

を

得

る
人

格

的

な

力

で

あ

る

。

こ

れ

に
対

し

、
人

生
究

極

の

目

的

で

あ

る

悟
り

は

、
現

世

を

超

え
て

い

る

。
悟

り

を
得

る

に

は

、
比

丘

僧

の

説

教

を
聞

き

、
五

戒

等

の

戒

を

守

り

、

絶

え
ず

瞑

想
し

禅

思

す

る

の

が
正

道

で

あ

る

。

こ

の
世

で

は
悟

り

は
得

難

い

が

、
生

ま
れ

変

わ

っ
て

い

つ

か

次

の
世

に

そ

れ

を
期

待

す

る
。

現

世

で

は

日

常

生

活

を
正

し

く

し

、

週

一

回

の

精

進

日

（
ｐ
ｏ
ｙ
ａ
　
ｄ
ａ
ｙ
）

に

参

加

す

る

な

ど
、

仏

教

徒

の

務

め
を

重

ね

る

ほ

か

は

な

い
。

悟

り

は
自

力

の

修

行

で

達

成

す

べ

き

も

の
で

あ

っ
て

、

他
の

悟

り

を

ゆ

ず

り

受

け

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

こ

れ

に
対

し

お

の

れ

の

積

ん

だ

（
ｃ
ｏ
ｌ
ｌｅ
ｃ
ｔ
-

ｅ
ｄ
）

功

徳

は

、

他

に
施

与

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

考
え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

を

廻

施

と

か
廻

向

と

い
う

。

廻

施

は

、

多
く

比

丘
僧

が

在
家

信

者

に
功

徳

を

施

与

す

る

と

い

う
形

で

行

な

わ
れ

る

。

病
気

の
子

供

の

た

め

に
比

丘

僧

が

読

経

す

る

の

は

、

そ

の
功

徳

を

廻

施

し

て

、
病

気

の
恢

復

を
願

う

か
ら

で

あ

る

。信

者

が

仏
陀

を

祀

る
礼

拝

所

を

巡

拝
す

れ

ば

、

そ
れ

は

そ

の
人

の
功

徳

と

な

る
。

そ

の
功

徳

は
そ

の

ま

ま

で

は
人

々

の
生

活

の
上

に

効
果

が

あ

っ
て

も

目

に
は

見

え

な

い
。

も

し

人

が

病

気

や

さ

ま
ざ

ま

の
不

幸

に
対

し

て
も

っ

と

現

実

的

直

接

的

な

利

益

を

望

む

時

に

は

、
般

涅

槃
界

に

入

っ
て

し

ま

っ

た

仏

陀

で

は

な

く

、

娑

婆

世

界

の

内

に

あ

る

天

界

の

神

々

に

祈

願

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

Ｈ

．　
Ｒ
.

の

仏

殿

の

前

に

は

神

々

の

祠

（
ｄ
ｅ
ｖ
ａ
ｌａ
ｙ
ａ
）

が

置

か

れ

て

い

る

。

五
つ
の
小
室
に
分
か
れ
、
Ｖ
ｉ
ｓ
ｎ
ｕ
，
　
Ｋ
ａ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
ｍ
ａ
，
　
Ｓ
ａ
m
ａ
ｎ
,
　
Ｖ
ｉ
ｂ
ｈ
ｉ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
，

Ｇ
ａ
ｍ

ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ａ

の

五

神

が

祀

ら

れ

て

い

る

。
ｓ

ｓ

に

は

仏

教

の

守

護

神

と

し

て
地
位
を
確
立
し
て
い
る
が
、
も
と
は
ヒ
ソ
ド
ウ
教
の
神
 
、
K
a
ａ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
ｍ
ａ

は
南
イ
ン
ド
起
源
の
荒
ぶ
る
神
で
あ
る
。
S
a
m
a
n
は
ス
リ
ー
．
パ
ー
ダ
霊

山
の
守
護
神
、
V
i
d
h
i
s
a
n
a
は
シ
ン
ハ
ラ
の
神
で
、
Ｇ
ａ
ｍ
ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
は
村
の

神

・

土

地

の

神

で

あ

る

。

多

く

の

人

々

は

自

分

の

信

ず

る

神

を

も

ち

、

病

気

や

不

幸

に

際

し

、

こ

れ

ら

の

神

に

直

接

に

祈

願

す

る

。

神

祠

は

寺

院

内

ば

か

り

で

な

く

、

日

本

の

氏

神

の

如

く

、

村

里

に

配

置

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

。

神

祠

に

は

人

と

神

を

仲

介

す

る

神

職

（
ｋ
ａ
ｐ
ｕ
ｒ
ａ
ｌａ
’

在

俗

者

で

結

婚

し

て

い

る

）

が

い

る

。

人

々

は

神

々

に

供

物

を

捧

げ

る

と

共

に

、

礼

拝

所

を

巡

拝

し

、

自

ら

積

ん

だ

功

徳

を

廻

施

す

る

こ

と

が

重

要

と

な

る

。

Ⅱ

．

日

本

の

豊

川

閣

妙

厳

寺

（
豊

川

稲

荷

）

ス

リ

ラ

ン

カ

の

上

座

仏

教

に

対

し

て

中

国

・

韓

国

．
日

本

で

は

大

乗

仏

教

が

主

流

を

な

し

、

そ

れ

も

禅

と

念

仏

に

集

約

さ

れ

て

い

く

。

日

本

の

場

合

、

仏

教

を

代

表

す

る

宗

派

と

し

て

は

禅

宗

と

浄

土

真

宗

を

挙

げ

る

こ

と

が

多

い

。

こ

こ

で

は

便

宜

上

、

禅

宗

の

寺

院

と

し

て

、

愛

知

県

豊

川

市

に

あ

る

豊

川

閣

妙

厳

寺

を

と

り

あ

げ

る

。

寺

伝

に

よ

れ

ば

、

本

寺

は

一

四

四

一

年

東

海

義

易

の

開

創

で

、

広

い

境

内



に
は
法
堂

（
本
堂
、
本
尊

は
千
手
観
音
）
　・
豊
川
稲
荷
本
殿
・
奥

の
院

・
山

門
・
鐘
楼
・
庫
裏
・
寺
宝
館
等
の
建

築
群
を
有
す

る
。
豊
川
稲
荷

と
は
、

義

易

か
ら
朔
る
こ
と
六
代
・
法
祖
寒
厳
義
尹

（
順

徳
天
皇
の
第
三
皇
子
、
曹

洞

宗
の
開
祖
道
元

の
高
弟
）
が
入
宋
求
法
の
途
次
、
文
永
四

年
船
上
で

白
狐

に

跨

る
霊

神
を
感
得
し

た
。
豊
川

眤
枳
尼
真
天

が
こ

れ
で

あ
る
。

サ

ン
ス

ク

リ
ッ
ト
は
D
a
k
i
n
i
で
、
イ
ン
ド
密
教
に
由
来
す
る
神
で
あ
る
。
こ
れ
を

鎮
守
す
な
わ
ち
守

り
神
と
し
て
祀
る
も
の
で
、
い
く
多
の
霊
験
を
現
わ
し

、

福
徳
の
神
・
抜
苦
与

楽
の
神
と
し
て
広
く
人
々
に
崇
仰

さ
れ
て
き
た
。

大
乗

仏
教
は
、
多

く
の
仏
を
生
み
出
し
た
。
曹
洞
宗
で

は
最

近

に
な

っ
て

釈
尊
を
本
尊
と
す

る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
も
と
は
一
定

せ
ず
、
妙
厳
寺
が
千

手
観
音
を
本
尊

と
し
て

い
て
も

異
と
す
る
こ

と
で

は
な
い
。
曹

洞

宗
で

は

『
観
音
経
』

を
尊
重
し
て

い
る
か
ら
で

あ
る
。
『
浄
土
三
部

経
』

を
所
依
と

す

る
浄
土
真
宗
で

は
、
本
尊

は
必

ず
阿

弥
陀
仏
で
あ

る
。
大
乗

仏
教
の
国
々
に

お
い
て

釈
尊
以
外

の
仏
が
大
き

な
比
重

を
占
め
る
に
い
た

っ
た
理
由
は
、
大

乗
仏
教

が
釈
尊
滅
後

に
興
起
し

、
仏
陀
観
が
発
達

し
た

結
果
で

あ
る
。
そ
れ

故

に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
よ

う
に
仏
殿

等
を
巡

拝
し
て
功
徳

を
積
み

、
積
ん
だ
功

徳
を
神

々
に
廻
施
す

る
と

い
う
考
え
方

が
稀
薄

の
よ
う
で

あ
る
。

た
だ
四

国

霊
場

め
ぐ
り
な
ど
で

は
、
功
徳
を
積
む
と

い
う
こ
と
が
実
感
さ
れ
て

い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

妙
厳
寺
の
場
合
、
本
来
の
法
堂
よ
り

は
豊
川
稲
荷
の
方
が
有
名
で
あ

る
。

■
枳
尼
天
に
現
世
の
利
益
を
願
う
。
し
か
も
■
枳
尼
天
の
み
な
ら
ず
白
孤
に

も
信
仰
が
集
ま
る
。
民
衆
の
多
く

に
と

っ
て
は
本
来
の
仏
殿
よ
り

は
、
霊
験

が
多
い
鎮
守

の
稲

荷
の
方

に
か
え

っ
て
魅
力
が
あ
る
。
人

が
願
が
け

を
す
る

お
百
度
石
も

そ
ち
ら

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
末
逆
に
な

っ
た
例

は
ス
リ
ラ

ン
カ
に
も

あ
る
。
（
例
え
ば

Ｍ
ａ
ｈａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
ｍ
ａ

等
）
。
庶
民

の
寺
と
言

っ
て

よ
い
。

Ⅲ

。
韓

国

・
慶

尚

南

道
梁

山
郡

通

度

寺

通
度
寺

は
、
入
唐
し
て
戒
律
を
伝
え
た
僧
慈
蔵
が
善
徳
女
王
一
五
年
（
六

四
六
年
）

に
金
剛
戒
壇
を
築
き
、
仏
舎
利

を
安
置
し
た
の

に
始
ま
る
と
言
わ

れ
る
。
海
印
寺
・
松
広
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
法
宝
僧
宝
を
表
わ
す
寺
と
さ
れ
る
の

に
対
し
、
通
度
寺
は
仏
宝
を
表
わ
し

こ
の
三
大
寺
刹
で
、
仏
・
法

・
僧
の
三

宝
を
代
表

す
る
。
現
在
通
度
寺
の
中
心
を
な
す
の
は
、

一
連
の
特
徴

あ
る
金

剛
戒
壇
・
大
雄
殿

と
仏
舎
利

塔
で
あ

る
。
こ
の
建
築
は
本
寺
の
本
尊

が
釈
尊

で
あ
る
と

共
に
、

戒
律
重
視
の
寺
で

あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
韓
国

の
仏

教
は
、
日
本
の
仏
教
が
宗
派

仏
教
で

あ
る
の
に
対
し
、
総
合
仏
教
で

あ
る
と

言
わ
れ
る
。
韓
国
の
寺
院
に
は
釈
尊

の
み
で
な
く
、
多

く
の
諸

仏
諸
菩
薩
を

祀

る
の
が
通
例
で

あ
る
。
通

度
寺

は
仏
宝
の
寺
と
言
わ
れ
る
だ
け
あ

っ
て
、

諸

仏
を
祀

る
諸
堂
が
多
い
。

一
柱
門

・
天
王
門

を
く
ぐ

る
と
右
手
に
極
楽
宝
殿
が
あ

っ
て
阿
弥
陀
仏
を

祀

る
。
そ

の
奥
霊
山

殿
に
は
釈
尊
の
八
相
成
道

の
絵
像
が
飾
ら
れ
て

い
る
。

進

ん
で
薬
師
殿
が
あ

っ
て
、
薬
師
如
来
に
日
光

・
月
光
の
両
菩
薩
が
配
さ
れ

て

い
る
。
さ
ら
に
不

二
門
を
く
ぐ
る
と
観
音
殿
が
あ

っ
て
十
一
面
と
千
手
の

二
観
音

が
祀
ら

れ
、
そ
の
裏

龍
華
殿
に
は
、
弥
勒
、

さ
ら

に
大
光

明
殿
が



あ

っ
て
毘
盧
舎
那
仏
を
祀
る
。
ま
た
中
央
参
道

に
も
ど
れ
ば
右

に
開
山
祖

堂

が

あ
っ
て

慈
蔵
の
絵
像
を
祀
り
、
そ

の
奥

が
通
度
寺

の
中

心
、
す

な
わ
ち
金

剛

戒
壇
・
大
雄
殿
・
仏
舎
利
塔

の
空
間

に
到
達
す

る
が

、
こ
こ

に
も
左
手

に

冥

府
殿
が
あ
っ
て
地
蔵
菩
薩

を
祀

り
、
奥
の
応
真
殿
に
は
釈
尊

を
中
心
と
す

る
文
殊
・
普
賢

の
両
菩
薩

と
十

六
羅

漢
を
祀
る
。
ま
た
大
方
広
殿
の
新
し
い

お
堂
も
で
き
て

い
る
。
正

に
総
合
仏
教
を
寺
院
の
構
図

に
よ
っ
て

表
わ
し
て

い
る
。

い
ず
れ
の
信
者
も
、
己

の
信
仰
し
て

い
る
仏
や
神
々
を
い
ず
こ
か
に

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

特

に
興
味
深
い
の
は
、
大
雄
殿
の
奥

に
九
龍
池
を
距

て
て
山
神
閣
と
三
聖

閣
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
通
度
寺
の
入
口
に
近

い
天
王
門
の
脇

に
あ

る
伽
藍
閣
に
は
土
地
神
を
祀

り
、
不
二
門

に
近

い
華
厳
殿
に
は
神
衆
壇
が
置

か
れ
て

い
る
。
神
衆
の
中
で
も
、
華
厳
神
衆
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
信
仰

は
、
帝
釈
信
仰
・
四
天
王
信
仰

に
連

な
る
。

山
神

は
韓
国
独
自
の
民
族
信
仰
で
、
山
岳
信

仰
に
由
来
す

る
。
特

に
山
神

に
よ
っ
て
有
名

な
寺
院
も
あ

る
。
三
聖
閣

は
右
に
七
星

壇
、
中

央
に
独
聖

壇

を
配

し
て
い
る
。
七
星

は
も

と
北
斗

七
星
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。

山
神
閣
・
三
聖
閣

が
大
雄
殿

・
仏
舎

利
塔
に
隣
接
し
て

最
も
奥
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
し
て

よ
い
。
ま
た
一
般

に
韓
国
寺
院
の
諸
堂
で
行
な
わ
れ

る
儀
式
の
大
要

に
つ
い
て

は
、
『
釈
門
儀
範
』

等
に
よ

っ
て

知
る
こ

と
が
で

き
る
。

韓
国
で
は
、
山
神
等
が
本
来
仏
教
で

は
な

い
と
し
て
、
こ
れ
を
寺
院
の
外

に
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が

な
さ
れ

た
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
種

の

議

論

は

、

ス
リ

ラ

ン

カ
で

も

、

日
本

で

も

行

な

わ

れ
、

純

粋

な

仏

教

を

好

む

一

部

の

知
識

層

に

は
歓

迎

さ

れ

た

が

、

い
ず

れ

の

国

に

お

い
て

も

、
多

く

の

場

合

は

そ

の

ま

ま

に

さ

れ

た

。

仏

教

徒
民

衆

の
支

持

が

え

ら
れ

な

い

か
ら

で

あ

る

。

現

世
利

益

を

求

め

て

祈
願

す

る
人

々

に
は

山

神
閣

は
重

要

で
あ

る

。

韓

国

に

お

い

て

は

、

諸

仏

殿

と

山

神

閣

と

の
間

に
、

ス

リ

ラ

ン
カ

の

仏

殿

と

神

祠

の

よ

う

な

は

た

ら

き

の

区

別

は

明

確

で

な

い
よ

う

で

あ

る

。

日

本

で

も

こ
の

点

は
大

同

小

異

で

あ

ろ

う

。

現

世

利

益

を
求

め

る
人

は

、

他

の
仏

た

ち

の
前

で

も

山

神

閣

に

お

い
て

も

、

大

差

な

く
現

世

利

益

を

求

め

礼

拝

し

て

い

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

た
だ

釈

尊

は

す

で

に

入
滅

し

て

現

世

利

益

は
得

難

く

、
阿

弥

陀

仏

や

観

音

菩

薩

の

よ
う

な

過

去

・
未

来

・
現

在

に
わ

た

る
仏

の

方

が
頼

み

甲

斐

が

あ

る
。

ソ

ウ

ル

の
曹

渓

寺

で

の
聞

き

取

り

調

査

に

よ

る
と

、

七

星

壇

で

は
治

病

や

延
命

を
願

い
、

山

神

閣

で

は

商

売
繁

昌

や

家

内

安

全

を

祈

り
、

観
音

菩

薩

は
す

べ
て

に

効
験

あ

り

と

さ

れ

つ

つ

あ

る
と

い

う
。

各

種

の

縁

日

の

中
で

は

、
神

衆

の

日

が

参
詣

者

数

最

も

多

く

、

他

の
縁

日

の

二

倍

ほ

ど

も

人

が
集

ま

る

。

そ

こ

で

は

家
内

安

全
や

仏

教

界

の

安

泰

、

世

界
平

和

が

願

わ

れ

る
と

い
う

。

こ

こ

に

庶

民

の

こ

こ

ろ

を
読

み

と

る
こ

と

が

で
き

る

。

以

上

三

国

の

三

寺

院

を

比

較

し

て

、

次

の

よ

う

に
言

い
う

る

で

あ

ろ

う

。

仏

教

の
寺

院

は

、

い
ず

れ

の
国

に

お

い
て

も

多

く

の
場

合

、

本

尊

仏

を

中

心
と

す

る
純

粋

な

仏

教

の
形

態

の
中

に
、

こ

れ

と

起
源

を

異

に
す

る
神

々
を

受

容
し

て

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム
な

い
し

神

仏

習

合

と
言

わ

れ

る
形

態

を

示

し

て

い

る
。

こ
の

こ

と

は

教

義

に
も

と

づ

く

僧

侶

中

心

の
純

粋

な

仏

教

（
Ｄ
ｏ
ｃ
-

ｔｒ
ｉｎ
ａ
ｌ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉｓ
m
）

と

現

世

利

益

を

求

め

る

民

衆

の

仏

教

（
Ｐ
ｏ
ｐ
ｕ
ｌａ
ｒ



B
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉｓ
m

）

と

が

、

寺

院

の
形

の

中

に

総

合

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

意

味

さ

れ

て

い

る

。

神

々

は
多

く

は

直

接

的

に

民

衆

の

幸

不

幸

に

関

わ
り

、

現

世

利

益

を

祈

願

す

る
対

象

と

な

っ
て

い

る

。

た

だ

、

寺

院

に
ど

の

よ

う

な
神

々

を

ど

の

よ

う

な
形

で

受

け

容

れ

る

か

は

、

歴

史
的

・

社
会

的

な
事

情

に

よ

る

こ

と

で

あ

る

か
ら

、

個

々

の
場

合

に

よ

っ
て

異
な

る

。
民

衆

に
ひ

ろ

く
信

仰

さ

れ

た
神

々

が
祀

ら

れ

る
時

は
、

寺

院

の

本

殿
よ

り

も

神

殿

の
方

が

大

き

く

な

る

場

合
も

あ

る
。

し

か
し

逆

に
神

々
を

す

べ
て

排

除

し

た
寺

院

も

あ

る
。

た

だ
多

く

の

場

合

、

神

々
の

信

仰

を

受

容

し

、

調

和

を

は

か

っ
た

り

し

な

け

れ

ば

、
民

衆

の

支

持

は

得

難

い

。

純

粋

な

教

義

仏

教

だ

け

で

は

、

仏

教

の

発

展

は

難

し

い

と

考

え

ら

れ

る

。

〈
参
考
資
料
〉

前
田
惠

學
「
民
族
的

エ
ー
ト

ス
と
仏
教
－

日
本
と
韓
国
－

」
（
『
ア
ジ
ア
時
報
』

1
9
7
4
年
３
月
、
3
8
―
4
7
頁
）
。

同
「
韓
国
仏
教
の
特
質
―
―
日
本
仏
教
の
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
―
―
」
（
『
愛
知

学

院
大
学
文
学
部
紀
要

』
1
9
7
6

年
、
4
2－
4
8
頁
）
。

同

（
編
著

）
『
現
代

ス
リ
ラ

ン
カ
の
上
座
仏
教
』
（
山
喜
房
仏
書

林
。
1
9
8
6

年
）
。

同
「
現
代
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
仏
と
神
々
―
仏
教
の
二
重
構
造
―
」
（
『
日
本

仏
教
学
会
年
報
』
5
2号

、
1
9
8
7

年
、
１
－
1
4
頁
）
。

同
「
仏
教
と

は
何
か
。
仏
教

学
い
か
に
あ

る
べ
き
か
」
（
『
仏
教
学
』
3
6号

、
１
９
９

四
年
、
1
9－
3
8
頁
）
。

金
漢
益

「
韓
国
仏
教

文
化

に
お
け

る
表

層
と
基
層

―

山

神
を

中
心
と
し

て
Ｉ

上

・
下

」
（
中

外
日
報

２
４
８
７
６
-７

号
。
1
9
9
3

年
２

月
５
日
、
８
日
付
）
。

洪
潤
植

『
韓
国
仏
教
儀
礼
の
研
究
』
（
隆
文
館
、
1
9
7
6

年
）
。

金
渙
『
韓
国
と
日
本
の
比
較
文
化
論
』
（
明
石
書
店
、
1
9
9
4

年
）
。

韓
国
仏
教
研
究
院
『
韓
国
■
寺
刹
4
通
度
寺
』
（
一
志
社
、
1
9
7
4
年
）
。

鎌
田
茂
雄

『
韓
国
古
寺
巡
礼
』
（
新
羅
編
、
日
本
放

送
出

版
協
会

、
1
9
9
1

年
）
。

（
ま

え

だ

・

え

が

く

、
原

始

仏

教

・
上

座

仏

教

・

現
代

仏

教

。

愛

知

学

院
大

学
教

授

）
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