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祟
る

御
衣
木
と

造

仏
事
業

ー
な

ぜ

霊

木
が

仏
像
の

御
衣
木
に

使
わ
れ

た

の

か

ー

序

　
神
木
を

御
衣
木
と

し
た
神
仏
の

像

　
　
　
　
　
　
　
　

山

本

陽

子

　
奈
良
時
代
末
か

ら

平
安
時
代
初
期
に

か

け

て

は、

多
く
の

一

木
彫
の

仏
像
や

神
像

が

造
ら

れ

た。

そ

れ

ら

の

用
材
す

な

わ

ち

御
衣

木
と

し

て
、

神
木
が

充
て

ら

れ

た

と

思
し

き

作
例
が

存
在
す
る

こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

久
し

い
。

　
一

本
の

木
か

ら

神
仏
の

像
を

造
る

場
合、

通

常
は

木
芯
が

朽
ち

て

ウ

ロ

と

な
っ

た

木
や

節
の

あ

る

木
を

避
け、

仮
に

そ

の

よ

う

な

木
材
を

使
う

に

し

て

も、

ウ

ロ

や

節

の

箇
所
を

除
け

て

木
取
り

を

す
る

。

し

か

し
、

ウ

ロ

の

あ
る

部
分
を

中
心

に

含
ん

だ

　
　
　
　
　
（
1）
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
2）

ま

ま

造
ら

れ

た

像
や
、

節
の

多
い

木
が

使
わ

れ

た

像、

曲
が

っ

た

木
が

用

い

ら

れ

た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3）

た

め

に

中
心

線
の

曲
が

っ

た

像
な

ど

の

存
在
が、

し

ば

し

ば

報
告
さ

れ

て

い

る
。

な

ぜ

礼
拝
対
象
と

な

る

像
の

御
衣
木
に、

こ

と

さ

ら

こ

の

よ

う

な

造
仏
に

は

適
さ

な

い

木
が

選
ば

れ

た

の

か
。

祟
る

御
衣

木
と

造
仏
事
業

山

本
陽
子

＊

　一
般
教

育
　
助

教
授

　
美
学
美
術

史
（
日

本
・
東
洋）

　
こ

の

疑
問
に

対

し

『

神
像
彫
刻
の

研
究
』

に

お

い

て

岡
直
己

は、

神
像
の

素
材
に

主
と

し

て

木
が

用

い

ら

れ

た
こ

と

を、

神
が

木
に

憑
い

て

顕
現
し

た

と

い

う
伝
承
の

多
い

こ

と

と、

木
の

信
仰
と
い

う

視
点
か

ら

解
釈
す
る

。

ま

た、

神
木
が

仏
像
の

御

衣
木
と

し

て

使
わ

れ

た

例
と

し

て

『

広
隆
寺
来
由
記
』

の

檀
仏
薬
師
像
伝
来
記
を

紹

　
（
4
）

介
す

る
。

す
な

わ

ち
向
日

明
神
の

神
木
で

枯
株
と

な
っ

て

も

時
々

放
光

し

て

い

た

木

が
、

須
臾
の

問
に

仏
像
に

造
ら

れ
、

向
日

明
神
の

権
化
と

し

て

崇
信
さ

れ

た、

そ

れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
5）

が

広
隆
寺
に

伝
わ

る

檀
仏
薬
師
像
で

あ

る

と

い

う

由
来
で

あ

る
。

　
こ

れ

を

受
け

て、

特
異
な

御
衣
木
の

作
例
を

素
木
の

仏
像
に

お

い

て

「

霊
木
化
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6）

仏
」

と

し

て

追
求

し

た

の

が
、

井
上

正

で

あ

る
。

ま

ず
『

日

本
書
紀
』

推
古
二

十
六

年
（

六
一

八
）

条
の

造
船
の

用
材
を

伐
る

に

当
た

っ

て

の

「

霹
靂
の

木
な

り
。

伐
る

べ

か

ら

ず
」

と

い

う
落
雷
を

受
け

神
の

拠
り

代
と

な
っ

た

木
を

伐
る
こ

と

を

咎
め

る

発
言
を

挙
げ、

古
来
か

ら

霊
木
信
仰
が

存
在
し

た
こ

と

を

立

証
す

る
。

　
そ

し

て、

精
巧
な
彫
り

に

も

か

か

わ

ら

ず
彩
色

や

金
箔
を

施
さ

な

い

仏
像
に

つ

い

て

は、

最
高
の

用
材
で

あ

る

白
檀
の

彫
像
の

素
木

仕
上
げ
に

倣
っ

た

も

の

と

解
す

る

一

方
で、

素
木
仏
の

中
に

は

粗
雑
に

見
え

る

よ

う
な、

ウ

卩

や

節
の

多
い

木
や

歪
ん

だ

木
で

造
ら

れ

た

像、

一

見
稚
拙
な

造

り

の、

中
心

線
か

ら

は

ず
れ

た

彫

り

の

像
や

、

人
体
の

比
率
に

基

づ

か

な
い

像、

背
面
の

仕
上

げ
を

し

な

い

ま

ま

の

像、

鑿
跡
を

残

し

た

い

わ

ゆ

る

鉈

彫
り

像
な

ど

が

多
く

存
在
す
る

こ

と

を

指
摘
す

る
。

　
さ

ら

に、

岡

が

挙
げ
た

『

広
隆
寺
来
由
記
』

の
、

神
木
で

作
ら

れ

た

向
目

明
神
の

権
化
の

檀
仏
薬
師
像
が、

仏
教
系
の

姿
を

し

て

い

る

こ

と

に

注
目

し、

彫
刻
す
る

に

は

不

適
な

材
で

造

ら
れ

た

仏
像
を、

同

様
に

本
来
は

神
木
が

使
わ

れ

神
の

権
化
と

し

て

造
ら

れ

た

も

の

と

考
え

る
。

　
そ

の

上

で、

神
の

依
り

代
で

あ
っ

た

神
木
が
、

神
に

代
わ
っ

て

仏
が

出
現
す

る

霊

木
と

し

て

造
形
さ

れ

た

の

が、
　一

連
の

未
熟
で

粗
雑
に

見
え

る

素
木
の

仏
像
で

あ

る

と

し

て、

こ

れ

を

「

霊
木
化
現
仏
」

と

呼
ぶ

。

従
来

、

造
像
の

中
途
で

放
置
さ

れ

た73
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化
学
部
・
言
語
文

化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

か、

民

間
の

製
作
と

さ

れ

て

き

た

こ

れ

ら
の

仏
像
の、

未
完
成
で

未
熟
に

見
え

る

造

形
に

こ

そ
、

意
味
が

あ

る

と

い

う
。

霊
木
に

宿
っ

た

仏
が

徐
々

に

そ

の

姿
を

現
し、

や

が

て

形
を

失
っ

て

も

と

の

古
木
に

戻
る

と

い

う

概
念
の

一

場
面
を

、

誰
の

目
に

も

見

え

る

よ

う

に

霊
木
に

刻
み

付
け
て

永
遠
化
し

た

表
現
と

見
る

の

で

あ

る
。

木
か

ら

姿
を

現
し

た

瞬
間
の

立

木
仏、

鑿
跡
を

残
し

た

仕
上

げ
の

鉈
彫
り

像
、

目

や

耳、

螺

髪、

宝

髻
な

ど

を

彫

ら

な
い

ま

ま

の

像
。

金
箔
や

彩
色
を

施
さ

な

い

素
木
像
の

そ

れ

ぞ

れ

が、

霊
木
か

ら

仏
が

姿
を

見

せ

る

途
中
の

各
段
階
と

解
釈
さ

れ

る
。

　

こ

の

井
上

の

「

霊
木
化
現
仏
」

説
に

は
、

「

霊
木
か

ら

仏
像
を

彫
り

出
す

こ

と

と

霊

木
か

ら

仏
が

化
現

し

つ

つ

あ

る

状
態
を

表
す
こ

と

と

は

意
識
の

違
い

が

あ

る

よ

う

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　（
7）

に

思
わ

れ

た

だ

ち
に

認
め

る

こ

と

は

む

ず
か

し
」

い

と

い

う
見
解
も

あ

り、

年
代
論

や

行
基
伝
説
と

の

関

連

な

ど

に

未
決
着
の

部
分

も

あ

る
。

し

か

し

少
な

く

と

も

神
像

や

仏
像
の

う

ち
に

神
木
か

ら

造
ら

れ

た

も
の

が

含
ま

れ

て

い

る

可
能
性
に

つ

い

て

は、

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
〔
8）

受
容
さ

れ
、

裏
付
け

ら

れ
つ

つ

あ

る
。

神
木
に

刃

を
入

れ
る

行
為

　

し

か

し

こ

こ

で

気
に

な

る

の

は、

神
木
に

刃

物
を

入

れ

る

と

い

う
行
為
で

あ

る
。

神
の

依
り

代、

あ

る

い

は

神
そ

の

も

の

と

さ

れ

て

き

た

木
を、

斧
や

鑿
な

ど

を

入

れ

て

倒
す
こ

と
へ

の
、

恐
怖
や

抵
抗
感
は

な
か

っ

た

の

だ

ろ

う
か
。

　

先
の

『

日

本
書
紀
』

推
古
二

十
六

年
条
の

霹
靂
木
の

伐
採
の

勅
令
に

対
し

て

も、

「

伐
る

べ

か

ら

ず
」

と

咎
め

る

意
見
が

記
さ

れ

て

い

た。

霊
木
は

結
局
伐
ら

れ

た

も

の

の、

そ

れ

は

伐
採
に

際
し

て

の

十
回

余
の

落
雷
に

も

怯
ま

ず、

つ

い

に

雷
神
を

捕

ら

え

て

焚
い

て

し
ま
っ

た

よ

う

な

河
辺
臣
あ
っ

て

こ

そ

で

あ

る

（

註
6
参
照
）

。

　

社
地
の

木
を

伐
っ

た

ゆ

え

の

祟
り

に

つ

い

て

は
、

す
で

に

瀬
田

勝
哉
（

註
14
参

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　（
9）

照
）

や

寺
川
眞
知
夫
が

多
く

の

記

事
を

挙
げ

て

指
摘
し

て

い

る
。

す
な

わ

ち

斉
明
七

74

年
（

六

六
一
）

、

浅
倉
社
の

木
を

伐
っ

て

宮
殿

を

造
っ

た

た

め

神
が

怒
っ

て

建
物
を

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
（

10）

壊
し、

鬼
火
が

出
て

多
く

の

者
が

病
死

し

た
。

百

済
大
寺
建
立

に

あ

た
っ

て、

子

部

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　（
U）

神
社
の

木
を

切
っ

た

た

め

神
が

怒
っ

て

塔
に

落
雷、

炎
上

さ

せ

た
。

宝

亀
三

年
（

七

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（
12）

七

二
）

、

西

大

寺
の

塔
建
立

の

た

め

小

野
神
社
の

神
木
を

切
っ

た

た

め

塔
が

震
っ

た
。

天
長
九
年
（

八

二

七
）

東
寺
の

塔
建
立

の

た

め

稲
荷
山
の

木
を

伐
っ

た

た

め

淳
和
天

　

　
　
　
　

　

（
13）

皇
が

病
気
と

な
っ

た

な

ど

で

あ

る
。

　

も

と

も

と

神
社
の

木
は、

伐
採
は

お

ろ

か

自
然
に

枯
れ

る

こ

と

さ

え

も、

神
の

怒

り

の

顕
れ

と

し

て

畏
れ

ら

れ

て

い

る
。

さ

き

の

『

広
隆
寺
来
由
記
』

に

お

い

て

も、

同
寺
の

木
枯
明
神
は、

乙

訓
郡
の

向
日

明

神
の

社
か

ら

檀
仏
薬
師
を

広
隆
寺
に

移
し

た

時
、

向
日

明
神
が

寺
内
の

槻
木
に

垂

迹
し

て

俄
に

枯
れ

た

た

め

作
ら

れ

た

と

い

う

（

註
4
参
照
）

。

ま

た

中
世
に

は
、

春
日

山

の

木
々

が

枯
れ

る

こ

と

を

春
日

明
神
の

怒

　

　
　
　
（
14）

り

と

し

て

恐

れ、

神
を

宥
め

る

た

め

に

藤
原
氏
の

長
者
や

足
利
将
軍

が

費
用

を

出
し

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
（
15）

て

御
神
楽
を

整
え

る

こ

と

が

行
わ

れ

て

い

る
。

社
地

の

木
を

伐
る

こ

と、

枯
れ

る

こ

と

は
こ

れ

ほ

ど

の

恐

怖
を

伴
う

。

　

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず、

こ

と

さ

ら

神
木
が

神
像
の

み

な

ら

ず
異
宗
教
の

礼
拝
像

で

あ

る

仏
像
の

御
衣

木
に

充
て

ら

れ

た

の

は、

な

ぜ

な
の

か
。

必

ず
し

も

用
材
と

し

て

適
切

だ
っ

た

ゆ

え

で

な

い

こ

と

は
、

各
像
の

ウ
ロ

や

節
の

多
さ

や

歪
み

か

ら

明
ら

か

で

あ

る
。

動
機
は

逆
で

は

な
い

か
。

む

し

ろ

そ

れ

が

祟
る

霊
木
で

あ
っ

た

ゆ

え

に
、

衵
り

鎮
め

る

手
段
と

し

て、

御
衣

木
に

さ

れ

造

像
さ

れ

た

の

で

は

な

い

か
。

二

　

祟
る

御
衣
木
の

伝
説

　

そ
の

御
衣
木
が

か

つ

て

祟
り

を

な

す
木
で

あ
っ

た

と

い

う
伝
説
で

知
ら

れ

て

い

る

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
（
16）

の

は
、

長
谷
寺
十
一

面
観
音
像
で

あ

る
。

現
存
す
る

縁
起
で

は

最
も

古
い

と

さ

れ

る

　

　
　
　
　

　
（
17）

『

三

宝
絵
』

の

記
事
で

は、

大
水
で

流
出
し

た

御
衣
木
が、

ま

ず
近

江

国
高
島
郡
三
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尾
が

崎
に

流
れ

着
い

た

と

こ

ろ、

　
　
さ

と

の

人
そ

の

は

し

を

切
り

取

れ

り
。

す

な

は

ち

そ

の

家
や

け

ぬ
。

ま

た

そ

の

　
　
家
よ

り

は

じ

め

て

村
里
に

死
ぬ

る

者
お

ほ

か

り
。

家
々

祟
り

を

う
ら

な

は

す

る

　
　
に

こ

の

木
の

な

す
所
な

り

と

い

へ

り
。

と

あ

る
。

そ

こ

で

奥
健
夫
は
、

も

と

も

と
こ

の

霊
木
が
、

人
に

幸
を

も

た

ら

す
も

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
18）

で

は

な

く
、

災
い

を

も

た

ら

す
「

疫
木
」

で

あ
っ

た

と

指
摘
す

る
。

ま

た

寺
川
眞
知

夫
（
註
9
参
照
）

は、

観
音
像
の

御
衣
木
縁
起
に

祟
り

と

い

う

「

仏
教
思

想
に

は

な

じ

ま

な

い

よ

う
に

見

え

る
」

事
象
が

記
さ

れ

て

い

る

こ

と

の

異
様
さ

に

注
目

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19）

　
御
衣
木
が

崇
っ

た

と

い

う
伝
承
は

、

谷
原
博
信
が

指
摘
す
る

『

志
度
寺
縁
起
』

も

同
様
で

あ

る。
『

志
度
寺
縁
起
』

の

御
衣
木

縁
起
は、

伝
菅
公

筆
の

『

長
谷
寺
縁
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20）

文
』

を

転
用
し

て

書
か

れ

た

と

考
え

ら

れ

る

も

の

で

あ

り、

同

じ

く

志
度
寺
の

御
衣

木
も

人
間
に

災
い

を

も

た

ら

す
存
在
で

あ
っ

た

と

さ

れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
21）

　
谷
原
は

ま

た
、

『

阿
娑
縛
抄
』

の

河
内
国

剛
林
寺
千
手

観
音
像
の

御
衣
木
縁
起
を

並

挙
す
る

。

こ

の

「

近

江

国
栗
本
郡
一

夜
内
十
丈
成

長
の

霊
木
」

は
、

そ

の

木
の

影

が

及

ぶ

と

こ

ろ

に

疫
病
が

流
行
し

た

た

め
、

三

つ

に

切
っ

て

琵
琶

湖
に

流
す

と、

漂

着
先
で

疫
病
が

流
行
す

る
。

そ
こ

で

そ

れ

ぞ

れ

を

仏
像
と

し

て

彫
っ

た

も

の

が、

近

江
国

志

賀
寺
の

聖
観
音
と

長
谷
寺
十
一

面

観
音、

剛
林
寺
の

千
手
観
音
と

い

う
。

こ

れ

も

漂
着
し

て

祟
り

を

な

す
霊
木
と
い

う
点
で

等
し

く
、

長
谷
寺
の

観
音
と

同
木
と

あ

る

の

で
、

こ

の

御
衣
木
縁
起
も

長
谷
寺
縁
起
か

ら

の

影
響
に

基

づ

く

も

の

と

考
え

ら

れ

る
。

　
神
木
が

崇
り

を

な

す

疫
木
で

あ

り
、

造
像
の

主
目

的
が

仏
像
の

作
成
で

は

な

く

霊

木
の

処
分

、

す
な

わ

ち

魔
性
の

木
を

仏
と

し

て

祀
り

上

げ

て

し

ま

う
祟
り

鎮
め

で

あ

っ

た

と

す
れ

ば、

御
衣
木
に

霊
木
を

用
い

る
こ

と

の

解
釈
は

全
く

違
っ

て

し

ま

う。

　
も
っ

と
も

長
谷
寺
と

志
度
寺
縁
起
の

内
容
は

共
通

し
、

剛
林
寺
縁
起
で

は

長
谷
寺

の

観
音
と

同

木
と
い

う

縁
が

強
調
さ

れ

る
。

御
衣
木
が

祟
る

木
で

あ
っ

た

と

い

う

由

崇
る

御
衣
木
と

造
仏
事

業

山
本
陽
子

来
は、

こ

の
一

連
の

長
谷
寺
縁
起
の

影
響
を

受
け

た

仏
像
に

限
ら
れ

る

特
異
な

伝
承

だ

ろ

う
か

。

こ

こ

で

は

他
の

寺
の

仏
像
の

御
衣
木
に

つ

い

て
、

あ
ら

た

め

て

そ
の

縁

起
か

ら

考
察
し

た

い
。

三

　
御
衣
木
の

巨
木
伝
説

　
ま

ず
寺
院
縁
起
の

中
で

我
々

が

奇
瑞
と

認
識
し

て

い

た

御
衣

木
の

霊
異
を

再
読
し

た

い
。

こ

れ

ら

は

当

時
の

感
覚
の

下

で

は
、

む

し

ろ

怪
異
現
象
で

は

な

か

っ

た

か
。

例
え

ば

先
の

剛
林
寺
の

御
衣
木
伝
説
の
　

夜
内
に

十
丈
成
長
す
る

巨
木
は
、

現
在
の

我
々

に

は

素
晴
ら

し

い

こ

と

の

よ

う

に

思
え

る

が
、

当
時
は

必

ず
し

も

そ

う
受
け

取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22）

ら

れ

て

い

な

い
。

『

今
昔
物
語
』

巻
三

十
一

「

近

江

国
栗
本
郡
大

柞
語
第
三

十
七
」

は
、

剛
林
寺
の

御
衣

木
と

同
じ

近
江

国
栗
本
郡
の

柞
の

大

木
を、

陰
に

な

る

の

で

日

が

当
た

ら

ず
作
物
が

育
た

な
い

と、

天

皇
に

訴
え

て

切

り

倒
し

た

話
で

あ

る
。

異
常

に

大

き

い

木
は、

そ

れ

だ

け

で

怪
異
と

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

　
巨
木
は

ま

た、

魔
物
の

変
化
と

し

て

語
ら

れ

る

類
の

も

の

で

あ
っ

た
。

『

今
昔
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
23）

語
』

巻
二

十
七

「

狐
変
大

椙
木
被
射
殺
語
第
三

十
七
」

は、

根
元
の

大
き

さ

が

家
二

間
程

、

高
さ
二

十
丈
程
の

杉
の

巨
木
が

立
っ

て

い

る

の

で、

怪
し

ん

で

矢
を

射
立

て

る

と
、

正

体
は

杉
の

枝
を

銜
え

た

狐
で

あ
っ

た

と
い

う

話
で

あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
24
）

　
濱
中
修
に

よ

れ

ば、

室

町
時
代
の

『

伊
吹
童
子

物
語
』

で

も、

比

叡
山
を

住
処
と

し

て

い

た

伊
吹
童
子
は
、

延
暦
寺
開
創
に

あ

た
っ

て、

　
　
こ

の

山

に

仏
法
を

ひ

ろ

め

給
は

ば、

わ

れ

こ

の

山
に

住
む
こ

と

か

な

ふ

ま

じ。

　
　
い

か

に

も

し

て

障
礙
を

な

さ

ば

や

と

思

ひ

つ

つ
、

そ

の

た

け
三

十
余
丈
の

杉
の

　
　
木
と

な

り

て

大

比
叡
の

嶽
に

ぞ

出
生

し

と
、

大
木
と

な
っ

て

最
澄
に

刃

向
か

う
。

そ
こ

で

濱
中
は、

仏
法
と

の

対
比
の

中
で

地

主
神
の

姿
を

巨
木
に

見

る
。
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星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化
学
部
・
言
語
文
化
学

科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇

七

年

　
こ

れ

ら
の

説
話
か

ら

類
推
す

る

と
、

一

夜
の

う

ち
に

十
丈
成
長

す
る

と

い

う
剛
林

寺
の

御
衣
木

は、

長
谷
寺
縁
起
の

影
響
と

は

別
の

面
に

お
い

て

も

怪
異
を

な

す
木
と

い

う

性
格
を

持
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
。

こ

の

よ

う
な
一

夜
成
長
の

伝
承

は、

剛

林
寺
の

御
衣
木
の

み

に

限
る

も

の

で

は

な

い
。

『

阿

娑
縛
抄
』

に

は

革
堂
と

善
峯
寺

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
〔
25）

の

千
手

観
音
の

御
衣

木
に

つ

い

て

も

同

様
の

伝
承

が

あ

る
。

こ

の

木
は

か

つ

て

苗
が

一

夜
に

し

て

成
長
し

た

賀
茂
中
社
の

神
木
で

あ

り、

そ

の

倒
木
を

革
聖

行
円

が

貰
い

受
け
て

こ

れ

ら

の

寺
の

千
手
観
音
像
に

な

し

た

と

い

う
。

こ

れ

ら

の

御
衣
木
の
一

夜

成
長
も、
　一

種
の

怪
奇
現
象
と

捉
え

得
る

。

四

　
御
衣
木
の

放
光
伝
説

　
ま
た、

御
衣
木
の

縁
起
に

は

多
く、

霊
木
が

放
つ

光
の

記
述
が

伴
う

。

先
の

長
谷

寺

縁
起
や、

そ

れ

か

ら

転
用
さ

れ

た

志
度
寺
縁
起
の

流
出
す
る

前
の

御
衣

木
も、

近

江

国
高
島
郡
三

尾
前
山

白
蓮
華
谷
に

横
た

わ

る

臥
木
で、
「

此

木
放
瑞
光
薫
異
香
」

と

光
を

放
ち

、

香
り

が

し

た

と

記
さ

れ

て

い

る
。

　
光
る

御
衣
木
の

縁
起

は

こ

れ

以

外
に

も

数
多
く、

最
も

古
い

も

の

と

し

て、

比

蘇

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　（
26）

寺
の

放
光
仏
の

御
衣

木
の

記

事
が

あ

る
。

『

日

本
書
紀
』

欽
明
天

皇
の

十
四

年
（

五

五

三
）

、

和
泉
国

の

茅
渟
の

海
に

梵

音
が

し

て

響
き

は

雷
音
の

如
く、

麗
し

く

照
り

輝
く

こ

と

日
の

光
の

如
し

と

い

う

報
告
が

あ
ウ

た
。

怪
し

ん

だ

天

皇
が

池
辺

直
に

調

べ

さ

せ
、

楠
木
が

海
上

で

照

り

輝
い

て

い

る

の

で

こ

れ

を

取
っ

た。

天

皇
は

こ

の

木

で

仏
像
二

体
を

造
っ

て

吉
野

の

比
蘇
寺
に

置
い

た、

そ

れ

が

放
光
仏
だ

と
い

う
。

夜、

音
や

香
り

を

立

て

て

光
る

も

の、

こ

れ

は

怪
奇
現

象
に

他
な

ら

な
い

。

　
た

し

か

に

仏
教
で

は

釈
迦
の

身
体
的
特
徴
を

挙
げ

た

三

十
二

相
の

中
に、

丈
光

相

と
い

う

釈
迦
の

周
囲
一

丈
は

常
に

光

り

輝
い

て

い

た

と

い

う

記
述
と、

そ

れ

を

視
覚

化
し

た

光

背
が

あ

り
、

光

り

輝
く
こ

と

は

素
晴
ら

し
い

と

い

う
感
覚
が

あ

る
。

高
僧

76

伝
や

霊

像
の

奇
瑞
に

も
、

重
要

な

場
面
で

身
か

ら

光

を

放
つ

と

い

う
物
語
は

稀
で

は

（
27）

な

く、

先
の

比
蘇
寺
の

放
光
仏
も

そ

う
し

た

伝
承
を

伴
っ

て

い

る
。

　
し

か

し

仏
教
を

離
れ

た

民
間
説
話
に

お

い

て
、

夜
光
る

物
は

ど

の

よ

う
に

扱
わ

れ

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　（
28）

て

い

る

の

か
。

『

今
昔
物
語
』

「

西

京
人
見
応
天
門
上

光
物
語
第
三

十
三
」

で

は、

母

の

危
篤
に

夜
中
に

命
懸
け

で

弟
の

僧
侶
を

呼
び

に

行
っ

た

兄
の

侍
が
、

応
天

門
の

上

に

「

真
サ

オ
ニ

光
ル

物
」

が

鼠
鳴
き

を

し

て

カ

カ

と

笑
う

の

を

見
る
。

頭
の

毛
太
り

死

ぬ

心

地

な

が

ら

「

狐
ニ

コ

ソ
バ

有
ラ

メ
」

と

思
い

念
じ

て

過

ぎ

る

と、
曲

豆

楽
院
の

北
の

野
に

「

円

ナ

ル

物
ノ

光
ル

有
ケ

リ
」

。

そ

れ

を

矢
で

射
る

と

消
え

た

が、

帰
っ

た

男
は

発
熱
し

て

寝
込
ん

で

し

ま
っ

た

と

あ

る
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
〔
29）

　
お

な

じ

く

「

有
光
来
死

人
傍
野
猪
被
殺
語
第
三

十

五
」

は

死

ん

だ

親
を

棺
に

入

れ

て

置
い

て

お

い

た

と

こ

ろ、

夜
半
に

な

る

と

光

る

と

い

う
。

「

此
レ

ハ

若
シ

死

人
ノ

物
ナ

ド
ニ

成
リ

テ

光
ル

ニ

ヤ

有
ラ

ム
。

亦
死

人
ノ

所
二

物
ノ

来
ル

ニ

ヤ

有
ラ

ム

」

と

兄

弟
で

見

張
っ

て

い

る

と、

天

井
か

ら

降
り

来
る

「

真
サ

オ

ニ

光

リ

タ
」

る

者
が

あ

る
。

抱
き

着
い

て

刀

を

突
き

立

て

る

と

巨
大

な

年
老
い

た

猪
で

あ
っ

た

と

い

う
。

　
前
の

話

の

主
人
公

は

光
物
の

正

体
を

狐
と

思

い

込
も

う

と

し、

後
の

話

で

『

今
昔

物
語
』

の

語
り

手
は、

猪
と

判
っ

て

安
心

し

た

で

あ

ろ

う

が

「

其
ノ

前
ハ

只
鬼
ト

コ

ソ

可
思

ケ

レ

」

と

評
す
る
。

恐
れ

て

い

る

の

は

死
入
が

物
、

則
ち

悪

霊
や

鬼
に

な
っ

て

光
る
こ

と、

或
い

は

死
人

に

鬼
が

光
物
と

な
っ

て

来
る

こ

と

で

あ

る
。

光
物
を

死

人
の

魂
と

見

て

恐
れ

る

発
想
は

物
語
の

中
だ

け
で

は

な

く
、

当
時
の

記

録
に

も

『

中

右
記
』

嘉
保
二

年
（

一

〇
九

五
）

十
月

に

「

二

日

夜、

禁
中
北
中
門
方、

大
光

物
有

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
30
×
31）

リ
。

コ

レ

入
魂
ノ

疑
ヒ

有
リ

」

と

書
か

れ

て

い

る
。

　
縁
起
の

中
で

仏
像
の

御
衣

木
が

、

か

つ

て

光
を

放
っ

て

い

た

と
い

う

説
話
は

比

蘇

寺
の

放
光

仏
以

外
に

も、

数
多
く

存
在
す

る
。

太

秦
の

広
隆
寺
の

檀
仏
薬
師
像
の

御

衣
木
も

『

広
隆
寺
来
由
記
』

に

よ

れ

ば

「

時
々

放
光
す
」

る

も
の

で

あ
っ

た

と
い

い
、

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（

32）

『

尾

張
国
笠

寺
縁
起
』

の

小

松
寺
の

御
衣

木
も
、

同
じ

く

海
に

浮
か

ん

で

「

そ

の

木

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

よ

り

光

さ

し

よ

り

よ

り

て

り

か

が

や

く
L

霊
木
で

あ
っ

た
。

『

渓
嵐
拾
葉
集
』

第
百

七

「

根
本
中
堂

不
思
議
事
」

に

よ

れ

ば、

最
澄

自
刻
の

伝
承

を

持
つ

比
叡
山
の

根
本

中
堂
の

薬
師
如
来
像
の

御
衣

木
も、
「

晝
ハ

紫
雲
ヲ

覆
、

夜
ハ

光
明
ヲ

放
」

つ

霊
木

　
　
（
33
×
誕）

と

語
ら

れ

る
。

　
こ

れ

ら

の

縁
起
に

お

け

る

御
衣
木
の
、

一

夜
成
長
の

巨
木
と

い

う
伝
説
や

、

放
光

す

る

木
と

い

う
伝
承
は、

当

初
の

民

間
伝
承
か

ら

見
れ

ば
、

必

ず
し

も
素
晴
ら

し

く

尊
い

物
と

し

て

の

記
述
と

は

い

え

な

い
。

『

長
谷
寺
縁
起
』

系
統
の

御
衣
木
と

同
様

に、

こ

れ

ら

の

形
容
は、

霊
木
と
い

っ

て

も

負
の

性
格
を

持
つ

も
の
、

怪
奇
現
象
や

祟
り

に

よ

り

恐

れ

ら

れ

る

疫
木
を

意
味
し

た

の

で

は

な
い

か
。

五

　
祟
り
鎮
め

と

し
て
の

造
仏

　
井
上

正

は
、

神
木
を

用
い

た

と

思

し

き

仏
像
の
一

群
に

、

未
熟
あ

る

い

は

未
完
成

に

見

え

る

作
例
の

あ

る

理
由
を、

山

林
修
行
僧
が

祈
り

の

中
で

霊
木
に

出
現
し

た

仏

の

姿
を

感
得
し、

そ

の

過
程
を

霊
木
に

表
現
し

た

「

霊
木
化
現
仏
」

で

あ

る

ゆ

え

と

解
し

た。

し

か

し

用
材
と

な
っ

た

霊

木
や

神
木
の

う
ち

に
、

人
に

崇
め
ら

れ

る

も

の

の

み

で

な

く、

怪
異
や

祟
り

を

な

し、

恐

れ

ら

れ

た

も

の

が

含
ま

れ

て

い

る

と

な

れ

ば、

そ

れ

を

御
衣
木
と

し

た

場
合
の

造
像
目
的
の

解
釈
は

、

井
上

説
と

は

異
な
っ

て

来
ざ

る

を

得
な

い
。

　
悪
性
の

霊
木
で

神
仏
の

像
を

刻
む

こ

と

の

意
味
は

何
か

。

長
谷
寺
十
一

面
観
音
像

の

御
衣
木
に

つ

い

て
、

奥
健
夫
は

「

祟
る

神
の

宿
る

木
を

用
い

て

造

像
す

る

こ

と

に

よ

っ

て

そ

の

崇
り

が

鎮
め

ら

れ、

同
時
に

そ

の

呪

力
が

像
の

う

ち

に

取
り
込

ま

れ

た
」

と

考
え

る

（

註
18
参
照
）

。

谷

原
博
信
も
志

度
寺
の

御
衣

木
縁
起
を
、

「

仏
像
に

刻
む

こ

と

に

よ
っ

て

そ

の

霊
木
を

ま

つ

り

あ
げ
」 、
「

そ

の

負
の

威
力

を
正

の

働
き

と

し

て

人
間
の

側
に

引
き

寄
せ

よ

う

と

す

る

発
想
」

と

解
釈
す

る

（

註
19
参
照
）

。

崇
る

御
衣

木
と

造

仏
事
業

山

本
陽
子

　
御
衣
木
の

崇
り
を

記

し

た

『

長
谷
寺
縁
起
』

に

つ

い

て、

寺
川
眞
知
夫
は

さ

ら

に

「

霊

木
は

意
志
を

も

ち、

仏
教
的
な

願
を

持
っ

て

も

人

の

手
を

借
り

な
い

で

は

願
望

を

成
就
で

き
ず、

願
を

叶
え

る

よ

う
祟
の

啓
示

に

よ

っ

て

促
し

て

い

る
」

と
い

う
発

想
に

基
づ

く
と

解
し

、

神
が

神
身
を

逃
れ

る

た

め

に

仏
教
的
営
み

を

求
め

る

啓
示

を

下

す、

若

狭
神
願
寺
の

神
身
離
脱
願
望
伝
承
と
の

共
通

性
を

見
る

（

註
9
参
照
）

。

　
若
狭
神
願
寺
と

同

じ

く
、

神
身
離
脱
を

願
う

神
の

縁
起
と

し

て

知
ら
れ

て

い

る

の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
35）

が

『

多
度
神
宮
寺
資
材
帳
』

で

あ

る
。

こ

こ

で

神
身
を

離
れ

仏
教
へ

の

帰
依
を

願
う

多
度
神
の

神
託
へ

の

対
策
は、

神
像
を

造
り

多
度
大
菩
薩
と

号
し

て

祀
る

こ

と

で

あ

っ

た
。

そ

の

よ

う
な

菩
薩
号
を

持
つ

神
像
の

形
を

岡
直
己

（

註
4
参
照
）

は、

地

蔵

菩
薩
の

如
き

僧
形

、

或
い

は

広
隆
寺
檀
仏
薬
師
菩
薩
の

よ

う

な

天
部
形
か
、

観
音
の

よ

う
な

菩
薩
形
と

想
像
す
る

。

　
仏
の

姿
の

像
を

造
り、

仏
と

し

て

祀
る

こ

と

が

崇
り

を

鎮
め

る

手
段
と

な

る
、

こ

れ

は

神
身
離
脱
願
望
伝
承
を

持
つ

神
宮
寺
と

長
谷
寺
や

志
度
寺
以
外
に

も、

御
衣

木

の

祟
り

説
話
の

痕
跡
を

持
つ

縁
起
に

当
て

は

ま

る

発
想
で

は

な

い

か
。

土

着
の

神
を

仏
教
に

帰
依
さ

せ

る

と

い

う

意
味
で

は
、

若
狭
比

古
神
や

多
度
神
も、

造
像
を

以

て

霊
木
の

精
の

崇
り

を

鎮
め

る

こ

と

も

等
し

い
。

　
霊
木
の

精
が

仏
道
に

入
り

祟
り

が

鎮
ま
っ

た
こ

と

を、

目

に

見
え

る

形
に

表
し

た

の

が、

木
に

刃

を

入
れ

て

仏
教
に

帰
依
し

た

姿
に

変
え

る、

つ

ま
り

木
を

彫
っ

て

像

と

な

す
こ

と

で

あ
る

。

そ

の

形
は

恐

ら
く

は

多
度
神
と

同
様
の

僧
形
か

天

部
形
か

菩

薩
形
で

あ

ろ

う。

そ
の

結
果
と

し

て

神
木
か

ら

仏
の

姿
に

造
形
さ

れ

て

し

ま
っ

た

結

果
が

こ

れ

ら

の

像
で

は

な
い

だ

ろ

う
か
。

六

　
霊
木
伐
採
と

祟
り

霊

木
に

斧
を

入
れ

る

こ

と、

鑿
で

仏
の

姿
に

彫
る

こ

と

は、

祟
り

鎮
め、

樹
木
の77
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明
星
大
学
研

究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇
〇
七

年

精
の

調
伏
を

意
味
す

る

の

で

あ

る
。

土

着
の

神
の

木
が、

異
教
の

僧
侶
や

仏
師
に

刃

を

入

れ

ら

れ

る

こ

と

を、

易
々

と

受
容
し

た

と

は

限
ら

な

い
。

む

し

ろ

抵
抗
し

た

と

想
像
す

る

方
が

自
然
で

は

な
い

か
。

そ
こ

で

ま

ず
祟
る

木
の

説
話
と

し

て

知
ら

れ

る

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
（
36）

『

今
昔
物
語
』

巻
十
一

「

推
古

天

皇
造

本
元
興
寺
語
第
二

十

二
」

の

槻
木
の

伐
採
場

面

を

見
た
い

。

　
　
堂

ヲ

可
起
所
二

、

当
二

生
ケ

ム

世
モ

不

知
ズ

古
キ

大
ナ

ル

槻
有
リ
。

「

疾
ク

切

　
　
リ

除
ケ

テ

堂

ノ

壇
ヲ

可

築
シ

」

ト

宣
旨
有
テ

（

中
略
）

亦、

他
ノ

人
ヲ

以

テ

令

　
　
伐
ル

ニ

、

始
モ

斧
金
番
ヲ

ニ

三

度
許
打
立

ル

程
二

死
シ

カ
バ

、

亦
此
ノ

度
惶
々

　
　
寄
テ

令
伐
ル

程
二

、

亦、

前
ノ

如
ク

俄
二

死

ヌ
。

具
ノ

者
共、

皆
此
ヲ

見
テ

斧

　
　
金

番
ヲ

投
ゲ

棄
テ、

身
ノ

成
ラ

ム

様
モ

不
知
ラ

逃
テ

去
ヌ

。

其
後
ハ

「

如
何
ナ

　
　
ル

勘
当

有
リ

ト

云

ト

モ
、

今
ハ

更
二

木
ノ

辺
二

可

寄
ベ

キ
ニ

非
ズ

。

命
ノ

有
ラ

　
　
バ

コ

ソ

公
ニ

モ

仕
ラ

メ
」

ト

云

キ
。

惶
ヂ

迷

フ

事
無
限
シ

。

結
局
は

或
る

僧
が

木
の

中
で

話
す
「

麻
苧
ノ

注
連
ヲ

引
廻

ラ

シ

テ、

中
臣
祭
ヲ

詠
テ、

杣
立

ノ

人
ヲ

以

テ

縄
墨
ヲ

懸
テ

伐
」

ら

せ

れ

ば
崇
れ

な
い

と
い

う

声
を

聞
き、

そ

れ

を

実
行
し

て

伐
採
す
る
。

御
衣
木
で

こ

そ

な

い

が
、

霊
木
を

伐
る

こ

と

が

如
何
に

恐

れ

ら

れ

て

い

た

か
、

伐
る

た

め

の

儀
礼
が

如
何
に

重
視
さ

れ

て

い

た

か

が

判
る

。

　
伐
採
に

際
し

て

霊
木
が

祟
っ

た

痕
跡
を

残
し

て

い

る

説
話
が
、

明

応
四

年
（

一

四

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
37）

九
五
）

奥
書
の

プ

リ

ア

美
術
館
蔵
『

槻
峰
寺
建
立

修
行
縁
起
絵
巻
』

で

あ
る

。

常
に

放
光
し

て

い

る

大

き

な

槻
木
を

伐
る

に

あ

た
っ

て
、

日

羅
は

龍
猛
が

南
天
鉄
塔
を

開

い

た

と

き

の

故
事
に

倣
い
、

十
七

日

の

間、

斧
を

加
持
し

木
の

周
り

を

巡
っ

た

の

ち、

浦
人
に

こ

の

斧
を

渡
し

て

木
を

伐
る

こ

と

を

命
じ

る
。

木
が

倒
れ

た

瞬
間、

木
の

上

に

生
身
の

千

手
観
音
立

像
が

忽
然
と

し

て

出
現
す

る
。

　
し

か

し
、

木
を

伐
っ

た

浦
人
た

ち

は、

絶
え

入
っ

て

し

ま

う。

上

人

が

立

寄
っ

て

之

を

加
持
す

る

と、

蘇
生

し

た

と

は

記

さ

れ

る

も

の

の、

こ

れ

ほ

ど
の

修
法
を

以
て

し

て

も、

伐
採
の

手
を

下
し

た

者
に

対
し

て

霊
木
は

祟
っ

た

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

78

　
『

溪
嵐
拾
葉
集
』

巻

第
百
七

の

六

「

根
本
中
堂

不
思

議
事
」

（

註
33
参
照
）

に

お

い

て、
「

無
量
密
迹

金
剛
力
士

、

此
霊
木
ヲ

劫
初
自
り

守
護
シ

テ、

山

家
大

師
我
山

建

立

ノ

時
分
ヲ

待
給
ヘ

リ
」

と

記
さ

れ

る

比

叡
山

根
本
中
堂
の

薬
師
像
の

御
衣
木
は、

「

大

師
手
ヅ

カ

ラ

此

ノ

霊

木
ヲ

切

給
時、

自
ラ

東
方
へ

倒
ル
」

こ

と

が
、

七

不
思

議

の

第
三

に

挙
げ

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

不

思

議
も、

故
に

「

自
倒
ノ

霊

木
」

と

名
づ

け

ら

れ

た
こ

と

も、

放
光

す

る

霊
木
が

抵
抗
せ

ず、

最
澄
の

意
に

従
っ

て

自
ら

進
ん

で

倒
れ

た
こ

と
を、

奇
瑞
と

し

て

称
え

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

か
。

　
こ

の

よ

う
な

生

木
の

霊
木
を

切

り

倒
す
こ

と
へ

の

恐

怖
に

比
べ

れ

ば、

白
蓮
華
谷

に

倒
木
と

な
っ

て

い

た

長
谷

寺
の

御
衣
木
が、

洪
水
に

乗
っ

て

流
出
し

て

く

る

こ

と

や、

吉
野
比

蘇
寺
の

放
光
木
が

流
木
と
し

て

漂
着
す

る

こ

と

は
、

そ

れ

だ

け

で

も

従

順
で

あ
り、

奇
跡
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

七
　
造
像
と

祟
り

　
し

か

し

流
れ

出
た

霊
木
に

も

ま
た、

漂
着
し

た

土

地

で

災

厄

が

起
こ

る

と

い

う

祟

り
の

物
語

が

あ

る
。

長
谷
寺
の

御
衣

木
は

『

三

宝
絵
』

に

は、

　

　
近

江

国
高
嶋
郡
ノ

ミ

ヲ

ガ

崎
ニ

ヨ

レ

リ
。

サ

ト

ノ

人

ソ

ノ
ハ

シ

ヲ

切

ト

レ

リ
。

　

　
ス

ナ

ハ

チ

ソ

ノ

家
ヤ

ケ
ヌ

。

又

ソ

ノ

家
ヨ

リ
ハ

ジ

メ

テ
、

村
里
ニ

シ

ヌ

ル

者
オ

　

　
ホ

カ

リ
。

家
々

祟
ヲ

ウ

ラ

ナ

ハ

ス

ル

ニ

、

コ

ノ

木
ノ

ナ

ス

所
ナ

リ

ト

イ
ヘ

リ。

　

　
コ

レ

ニ

ヨ

リ

テ、

ア

リ

ト
シ

ア

ル

入
近

付
ヨ

ラ

ズ
。

と

あ

る
。

漂
着
し

て

は

災
い

を

起
こ

す
こ

と

は
、

冒
頭
に

長
谷

寺
縁
起
を

流
用
し

た

志
度
寺
の

御
衣
木
縁
起
に

も

見

え、

　

　
是
二

於
崇
峻
天
皇
ノ

御
宇、

湖
水

自
リ

宇
治
河
二

流
レ

出
テ、

山

城
ノ

国
淀
ノ

　

　
津
二

流
レ

留
マ

ル
、

而
三

箇
月

ノ

間
之

在
リ
、

瑞
光

ヲ

放
ツ

テ

赫
奕
タ

リ、

見

　

　
聞
ノ

人、

奇
異
ノ

思
ヒ

成
シ
、

敢
ヘ

テ

以
テ

手

ヲ

懸
ケ

ズ
、

謹
慎
デ

之
ヲ

仰
崇
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ス

ル

処
二

、

淀
ノ

津
ヨ

リ

海
中
二

流
レ

出
テ

、

波
上

二

漂
濤
令
ム

ル

コ

ト

数
十

　
　
年
ナ

リ、

然
ル

ニ

流
レ

寄
ル

所
々

二

於
ヒ

テ
、

或
ヒ

バ

光
ヲ

放
ツ

テ、

或
ヒ

バ

　
　
凶

ヲ

致
ス

ノ

問、

皆
人

恐
怖
ノ

思
ヒ

ヲ

成
シ

テ、

之
ヲ

突
流
シ

畢
ヌ
、

仍
テ

歳

　
　
月

ヲ

暦
ル

ノ

後、

讃
岐
国

志
度
浦
ノ

磯
辺
二

流
寄
ル
、

（

読
み

下
し

は

山
本
）

と

あ

り、

と

も

に

漂
着
す

る

浦
々

で

放
光
や

災
い

を

起
こ

し

て

は、

脅
え

た

浦
人
た

ち

に

突
き

放
さ

れ

る

と

い

う
型
の

説
話
と

な
っ

て

い

る
。

　
さ

ら

に

霊
木
は

、

こ

の

こ

と

を

聞
い

て

十
一

画
観
音
造
立

の

願
を

立

て

た

出
雲
大

水

に

よ

り、

そ

の

御
衣
木
と

し

て

大
和
の

当
麻
里

に

引
か

れ

て

来
た

も
の

の
、

仏
像

を

造
ら

な

い

う
ち
に

大
水
は

死
に、

木
は

八

十
年
放
置
さ

れ、

当

麻
里
で

も

疫
病
が

流
行
り

「

コ

ノ

木
ノ

ス

ル

ナ

リ
」

と

言

わ

れ
、

郡
里
の

人
々

に

よ

り

初
瀬
川
の

中
に

引

き

捨
て

ら

れ

る
。

崇
り

は

霊
木
が

仏
像
の

御
衣
木
に

選
ば

れ

た

時
点
で

終
わ

る

わ

け

で

は

な

い
。

　
御
衣
木
が

漂
流
し

て

崇
る

説
話
は

『

長
谷
寺
霊
験
記
』

の

影
響
を

受
け
た

『

総
持

　
（
38）

寺
縁
起
』

に

も

あ

る。

こ

れ

は、

宋
か

ら

日

本
の

藤
原
高
房
に

御
衣
木
を

送
ろ

う
と

し

て

果
た

せ

な

か

っ

た

大
神
御
井
が、

経
緯
を

彫
り

付
け

て

霊
木
を

海
に

流
し

た

と

こ

ろ、

日

本
に

漂
着
し

て

浦
入
た

ち
に

災
い

を

な
し、

そ

れ

を

聞
き

付
け

た

高
房
の

息
子

に

よ

っ

て

貰
い

受
け

ら

れ

仏
像
と

な

さ

れ

る

も
の

で

あ

る
。

　
仏
像
の

御
衣
木
に

充
て

ら

れ

た

ま

ま

放
置
さ

れ

た

霊

木
が

人
に

害
を

な

す
話
は、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
39）

『

長
谷

寺
縁
起
』

と

は

全

く

異
な

る

内
容
の

『

観
興
寺
縁
起
』

に

も

見
え

る
。

こ

の

縁
起
絵
は

鎌
倉
末
期
と

さ

れ

る
の

で、

縁
起
の

内
容
は

そ

れ

以
前
に

溯
る

こ

と

に

な

る
。

草
野
太

郎
常
門
が

狩
り

を

し

て

豊
後
国
日

田

郡
石

井
里

の

長

者
の

館
に

至

る

と、

長

者
の

末
娘
の

み
が

居
る
。

か

つ

て

は

千
人
の

眷
属
が

い

た

が

鬼
に

夜
ご

と
に
一

人

ず
つ

取

ら

れ
、

残
っ

た

娘
も

今
夜
限
り

の

命
と

い

う。

そ
こ

で

常
門
が

待
ち
構
え

て

い

る

と、

目

は

日

月

を

か

け

た

よ

う
な

悪
鬼
が

現
れ

た

の

で

矢
を

放
ち、

血

の

後
を

追
っ

て

行
く

と

山
頂
に

切

り

倒
さ

れ

た

柏
の

木
が

あ

り、

矢
が

立
っ

て

い

る
。

祟
る

御
衣

木
と

造

仏
事
業

山

本
陽
子

　
娘
の

話
で

は、

長
者
が

山

頂
の

柏
で

千
手
観
音
の

像
を

刻
め

と
い

う

夢
の

告
げ
を

聞
き
、

切
り

倒
し
た

も

の

の、

仏
像
に

彫
れ

な

い

ま

ま

放
置
し

て

い

た

柏
だ

と

い

う
。

常
門
は
こ

の

霊
木
に

矢
を

射
た

こ

と

を

謝
り

、

寺
を

建
て

て

安
置
す
る
の

で

筑
後
国

へ

来
る

よ

う
に

招
く
。

霊
木
は

嵐
に

乗
っ

て

流
れ

出
て、

矢
を

立

て

た

ま

ま

神
代
の

渡
し

に

漂
着
し

て

光
を

放
つ

。

常
門
の

家
へ

と

招
く

と、

そ

の

夜
の

内
に

流
れ

寄
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
40）

た

と

い

う
。

仏
像
が

矢
で

射
ら
れ

た

話
な

ら
、

立

山

や

伯
耆
大
山
の

縁
起
に

も

あ

る
。

狩
り

を

す
る

佐
伯
有
頼
や

玉

造
俊
方
を

諌
め

る

方
便
と

し

て、

阿
弥
陀
が

熊
に、

或

い

は

地

蔵
が

鹿
に

化
し

た

と

い

う
も

の

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が

観
興

寺
縁
起
で

放
置
さ

れ

た

御
衣
木
は、

人

の

命
を

取
る

悪
鬼
そ

の

も

の

と

化
し

て

い

る。

　
そ

れ

で

も

御
衣
木
の

段
階
で

崇
る

説
話
の

限
り

で

は

「

仏
像
に

な
り

た

い

と

の

願

い

が

叶
え

ら

れ

ず
他
の

目

的
に

用

い

ら

れ

た

り

放
置

さ

れ

た

た

め
」

と

解
釈
す

る

こ

と

も

で

き

よ

う。
『

日

本
霊
異
記
』

の

「

未
作
畢
仏
像
而

棄
木

示
異
霊
表
縁

　
第

（
41）

廿

六
」

の

よ

う

に
、

造

り

か

け
の

御
衣
木
が

橋
の

用

材
に

使
わ

れ、

声
を

上
げ

る

と

い

う
怪
異
を

以

て

禅
師
に

そ

の

存
在
を

訴
え

、

仏
像
に

仕
上

げ
さ

せ

た

類
話
も

あ

り、

こ

れ

ら

の

縁
起
で

仏
像
造
立

を

志
し

た

出
雲
大

水
や、

藤
原
高
房、

観
興
寺
縁
起
の

長
者
本
人
は

、

祟
り

を

受
け
た

と

書
か

れ

て

い

な

い

か

ら

で

あ

る。

　
と

こ

ろ

が

『

長
谷
寺
縁
起
文
』

で

は、

大
水

の

か

わ

り

に

大
和
国
高
市
郡
八

木
里

の

小
井
門
子

と

い

う

女

人
が、

仏
像
を

造
ろ

う

と

し

て

こ

の

木
を

引
い

て

来
た

も

の

の

「

依
木
崇
門

子

死

去
」

と

書
か

れ

て

い

る
。

造
像
を

志
し

て

御
衣
木
に

関
わ
ワ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず、

祟
り

で

死
ん

だ

の

で

あ

る
。

「

仏
像
に

な

る

こ

と

を

欲
し

て

祟

る

霊
木
」

と
い

う
見

方
で

は

こ

の

話
を

説
明
す

る

こ

と

は

で

き
な
い

。

　
そ

こ

で

寺
川

真
知
夫
は

「

祭
祀
の

方
法
を

誤

れ

ば

崇
り

が

続
く

と

す

る

崇
神
紀
な

ど

の

固
有
信
仰
の

伝
承

を

踏
ま
え

た

も
の

な
の

で

あ

ろ

う

か
」

と
い

う。

た

し

か

に

霊
木
を

仏
像
に

仕
上

げ
る

こ

と

自
体
が
、

祟
り

鎮
め

の

祭
祀
で

あ

る
。

槻
峯
寺
縁
起

で

斧
の

加
持
が

十
七

日

間
行
わ

れ

た

よ

う
に

、

伐
採
か

ら

始
ま
っ

て
、

一

刀
三

拝
と79
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明
星
大

学

研
究

紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言

語
文
化
学
科
】

第
十
五

号
　
二

〇
〇
七

年

い

う
文
言

に

象
徴
さ

れ

る

造
仏
の

た

め
の

煩
瑣
な

ま

で

の

修
法、

或
い

は

中
途
で

放

置

す
る

こ

と

な

く
仏
像
に

仕
上

げ

る

こ

と

も

含
め
呪
術
的
要

素
が

濃
い

。

呪
法
の

手

順
を

間

違

え

れ

ば

逆
効
果
と

な

る

こ

と

は

あ
り

得
る。

し

か

し

縁
起
に

は、

門
子
が

修
法
を

誤
っ

た

と

も

造
像
を

放
棄
し

た

と

も

書
か

れ

て

は

い

な

い
。

　
理

由
は

よ

り

根
本
的
な

と
こ

ろ

に

見
い

だ

せ

る

の

で

は

な
い

か
。

も

と

も
と

霊

木

は、

自
ら

望
ん

で

託
宣
し
仏
教
に

帰
依
し

た

と
い

う

多
度
神
と

は

違

い
、

必
ず
し

も

仏
像
と

な

る

こ

と

を

喜
ぶ

と

は

限
ら

な
い

立

場
で

あ

る
。

木
の

意
向
の

如
何
に

か

か

わ

ら

ず、

刃
を

入
れ

ら

れ

て

仏
の

姿
に

さ

れ

る、

す
な

わ

ち

崇
り

を

鎮
め

る

た

め

に、

人
間
の

都
合
で

無
理
矢
理
成
仏
さ

せ

ら
れ

て

し

ま

う

わ

け

で

あ

る
。

神
木
が

そ

れ

を

不

本
意
と

し

て
、

再
び

抵
抗
し

崇
り

を

な

し

た、

と

考
え

ら

れ

た

と

し

て

も

不

自
然

で

は

な

い
。

　
霊

木
で

の

造
仏
と
は、

祟
る

木
を

仏
と

な

し

て

祀
り

鎮
め

て

し

ま

う
こ

と

に

他
な

ら

な

い
。

『

長
谷
寺
縁
起
』

の

門
子

の

死

は、

そ

れ

が

倒
れ

た

後
も

な

お
、

抵
抗
の

意
志

を

持
ち、

祟
り

続
け

た

も

の

と

解
釈
で

き

る

の

で

は

な
い

か
。

八

　
祟
り
鎮
め

と
造
形

　
成
仏
す
る

こ

と

を

拒
ん

だ

霊
木
の

抵
抗
が

、

御
衣
木
の

祟
り

と
い

う
こ

と

に

な

る。

霊
木
を

伐
る

時
と

同

様、

祟
る

御
衣

木
に

鑿
を

入
れ

る

こ

と

は、

願
主
や

仏
師
に

と

っ

て
、

命
懸
け

の

対
決
で

あ

る
。

『

日

本
霊
異
記
』

や

『

今

昔
物
語
』

な

ど

の

説
話

に

し

ば

し

ば

登

場
す

る、

中
途

で

放
棄
さ

れ

た

御
衣
木
（

註

41
参
照
）

と

は
、

或
い

は

加
持
の

力
が

足
り

ず
に
一

層
崇
り

が

激
し

く

な
っ

た

と

し

て、

造

像
が

中
断
さ

れ

た

も

の

で

あ
っ

た

か

も

知
れ

な

い
。

　
な

ら

ば

霊
木
の

造
仏
と

は、

ど

の

よ

う
に

さ

れ

る

べ

き

か
。

『

三

宝
絵
』

の

長
谷

寺
の

縁
起
で
、

沙
弥
徳
道
は

崇
り

を

起
こ

し

て

長
谷
河
の

中
に

引

捨
て

ら

れ

三

十
年

80

放
置
さ

れ

た

御
衣
木
の

こ

と

を

聞
き

「

此

木
カ

ナ

ラ

ズ

シ

ル

シ

ア

ラ

ム

。

十
一

面
観

音
ニ

ツ

ク

リ

タ

テ

マ

ツ

ラ

ム

」

と

思
っ

た

も

の

の、

　
　
徳
道
力
無
ク

シ

テ、

ト

ク

ツ

ク

リ
ガ

タ
シ

。

カ

ナ

シ

ビ

ナ

ゲ

キ

テ
。

七

八

年
ガ

　
　
間、

此
木
二

向
テ、
「

礼
拝
威
力
　
自
然
造

仏
」

ト

イ
ヒ

テ

額
ヲ

ツ

ク
。

と

い

う。

崇
る

木
に

向
か

い
、

自
然
に

仏
像
が

で

き

る

こ

と

を

祈
っ

た
の

で

あ

る
。

そ

こ

に

飯
高
の

天

皇

が

「

バ

カ

ラ

ザ
ル

ニ

恩
ヲ

タ

レ

」 、

房
前
の

大

臣
「

自
ラ

カ

ヲ

ク
ハ

フ
」

こ

と

に

よ

り、

つ

い

に

御
衣
木
は

十
一

面

観
音
像
と

な

る
。

崇
り

鎮
め

と

し

て

の

対
決
で

は

な

く、

礼
拝
に

よ
っ

て

霊
木
は

自
ら

仏
像
と

な
っ

た
の

で

あ

る
。

　
後
世
の

『

長
谷
寺

縁
起
文
』

で

は

よ

り

直
接
的
な

「

自
然
造
仏
」 、

す
な

わ

ち

地

蔵
と

不

空
羂
索
観
音
が、

稽
主
勲
と

稽
文

会
の

二

仏
師
に

化
身
し

て

観
音
像
を

彫
っ

　
　
（
42）

た

と

す
る

。

観
音
が

仏
師
と

化
し

て

観
音
像
を

彫
る

類
例
は、

『

長
谷
寺
縁
起
』

の

影
響
の

下
に

書
か

れ

た

『

志

度
寺
縁
起
』

や

『

総
持
寺
縁
起
』

の

他
に、

別
系
統
の

由
来
を

語
る

『

粉
河
寺
縁
起
』

に

も

見
い

だ

す
こ

と

が

で

き

る

（

註
38
瀧
尾
論
文
参

照
）

。

　
そ

れ

で

は

霊
木
が

「

自
然
」

に

「

造
仏
」

す

る

の

で

な

け

れ

ば、

御
衣

木
は

い

か

に

し

て

仏
像
に

造
ら

れ

る

の

か
。

『

溪
嵐
拾
葉
集
』

の

比
叡
山

根
本
中
堂
の

最
澄
自

刻
と

さ

れ

る

薬
師
像
（

註
33
参
照
）

は、
「

大

師
一

ヒ

斧
ヲ

下

テ

三

敬
禮
シ

玉

フ
。

本
尊
ハ

又
一

ヒ

低
頭
シ

玉

フ
。

」

と、

一

斧
ご

と

に

丁

重
に

拝
さ

れ、

御
衣
木
も

そ

の

都
度
返

答
し
つ

つ

彫
ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

　
霊
木
を

拝
し、

念
を

押
し

な

が

ら

彫
る

。

し

か

し

御
衣
木
が

そ

れ

以
上

彫
る

こ

と

を

拒
絶
し

た

場
合
は

ど

う

す

る

の

か、

そ

の

よ

う
な

状
況
を

よ

く

示
す
の

が

先
の

『

観
興
寺
縁
起
』

（

註
39
参
照
）

で

あ

る
。

千
手
観
音
と

し

て

の

造
像
途
中
で

放
置
さ

れ

悪
鬼
と

化
し

た

柏
樹
は

、

草
野
太
郎
常
門
が

招
く

と

家
ま

で

流
れ

寄
っ

た
。

「

常

門
が

試
み

に

斧
で

削
る

と

血

が

滴
っ

た
の

で、

も
っ

た

い

な

い

こ

と

だ

と

い

っ

て、

斧
を

用
い

ず
そ

の

ま

ま

千
手
観
音
と

崇
め

て、

一

宇
の

伽
藍
を

建
て、

普
光
院
と

名

N 工工
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づ

け

て

そ

れ

を

安
置

し

た
。

」

と

い

う。

未
完
成

で

あ
っ

て

も

霊
木
が

拒
否
す

れ

ば
、

そ

れ

以

上

は

刃
を

入

れ

ず
に

そ
の

ま
ま

仏
と
し

て

祀
る

の

で

あ

る
。

目

的
は

仏

像
に

仕
上

げ

る

こ

と

で

は

な

く、

霊
木
の

崇
り

を

封
じ

る

こ

と
、

も

し

く

は

そ

の

力
を

正

の

方
向
に

転
化
さ

せ

る

こ

と

が

目

的
な

の

で
、

仏
像
の

完
成
度
は

問
わ

れ

な
い

。

　

同
様
に

霊
木
の

造
像
を

中
途
で

止

め

る

例
は、

慈
覚
大
師
円
仁
が

苗
鹿
明
神
よ

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
43）

贈
ら

れ

た

柏
樹
の

霊
木
の

片
割
れ

で

作
ら

れ

た

と

い

う
『

真
如
堂
縁
起
』

の

本
尊
造

立

説
話
に

も

見
え

る。

　

　

さ

て

以
前
貽
し

置
か

れ

し

片
木
に

て、

弥
陀
立
像
一

刀

三

礼
に

彫
刻
し
て、

彼

　

　

の

船
中
出
現
の

化
仏
を

腹
身
し

給
ふ

。

当
堂
の

本
尊
是

れ

也。

然
る

に
、

眉
間

　

　

の

白
毫、

余
仏
に

変
は

り

た

る

本
尊
な
り。

是
れ

則
ち、

白
毫
相
い

ま
だ

分
廻

　

　

し

ば

か

り

し

て、

玉

を

入

れ

給
は

で、

大
師
申
し

給
ふ

。

（

中
略
）

「

聚
洛
に

下

　

　

り

給
ひ

て、

一

切

衆
生

を

引

接
し
給
ふ

べ

き
。

中
に

も

罪
深
き

女
人
た

ち

を

救

　

　

ひ

給
ふ

べ

し
。

」

と

申
さ

せ

給
へ

ば、

三

度
う
な

づ

き

坐
ま

す
。

有
難
し

と

も

　

　

言

辞
に

述
べ

難
き

事
な

り
。

既
に

生

身
の

尊
体
に

て

坐
す
れ

ば、

重
ね
て

刀

を

　

　

立

つ

べ

き

や

う

な

し

と

恐
怖
を

懐
き

て
、

白
毫
の

玉

を

入

れ

給
は

ざ

る

な

り

と。

「

一

刀

三

礼
」

し

な

が

ら

木
の

像
に

仏
が

宿
り

「

生
身
の

尊
体
」

と

な
っ

た

時
点
で、

「

刀

を

立

つ

べ

き

や

う
な

し
」

と

恐

れ

て、

彫
刻
と

し

て

は

中
途
で

あ
っ

て

も

そ

の

ま

ま

で

本
尊
と

し

て

祀
っ

た

の

で

あ

る
。

　

仏
像
を

美
術
作
品

と

し

て

見、

そ

の

技
術
的
な

完
成
度
を

評
価
す
る

現

代
か

ら

見

れ

ば、

御
衣
木
に

尋
ね

な

が

ら

彫
る、

そ

れ

以
上

刃

を

入
れ

る

こ

と

を

恐
れ

、

未
完

成
の

ま

ま

鑿
を

置
く

と

い

う

行
為
は

荒
唐
無
稽
に

聞
こ

え

る

か

も

し

れ

な
い

。

し

か

し、

そ

の

よ

う
な

姿
の

仏
像
は

現

実
に

存
在
す
る

。

井
上

正

が

「

霊

木
化
現
仏
」

と

し

て

挙
げ
た

よ

う
な、

仏
像
に

は

不
適
な

材
を

用
い

た、

立

木
仏
や

鉈
彫
像
の

よ

う

に

未
完
成、

或
い

は

稚
拙
に

見
え

る
一

木
造
り
の

素
木
の

像
が、

そ

れ

で

あ
る。

祟
る

御
衣

木
と

造
仏
事
業

山

本
陽
子

結
　
な
ぜ

霊

木
が
仏
像
の

御
衣
木
に

使
わ
れ

た

の

か

　
一

木
造
り

の

素
木
の

仏
像
の

う

ち
に、

神
木
が

御
衣

木
に

用
い

ら

れ

た

と

思

し

き

作
例
が

存
在
す

る

こ

と

に

つ

い

て、

本
論
で

は、

古
来
の

樹
木
信
仰
に

基
づ

く

と

思

わ

れ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず、

何
故、

霊
木
に

斧
を

入

れ

て

伐
採
し、

鑿
で

削
る

こ

と

が
、

そ

れ

も

異
教
で

あ

る

仏
の

像
を

造
る

た

め

に

許
容
さ

れ

た

の

か、

と

い

う

観
点

か

ら
、

霊
像
縁
起
の

御
衣
木
の

由
来
を

検
証
し

た
。

　

御
衣
木
縁
起
に

お
い

て

は、

す

で

に

そ

の

祟
り

が

指
摘
さ

れ

て

い

る

長

谷
寺
と

志

度
寺
や

剛
林
寺
以

外
に

も
、

異
常
な

巨
木
や

放
光
す

る

木
の

伝
承
が

少
な

く

な
い

よ

う

に、

怪
異
を

為
す

と

し

て

恐
れ

ら

れ

る

悪
性
と

さ

れ

る

霊

木
が

御
衣
木
の

う

ち
に

含
ま

れ

て

い

る

可
能
性
を

指
摘
し

た
。

さ

ら

に

そ

の

よ

う
な

木
を

御
衣
木
と

し

て

仏

像
を

造
る

こ

と

が、

樹
木
の

精
を

仏
の

姿
に

仕
立

て
、

成
仏
さ

せ

て

し

ま

う
と
い

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
舅）

祟
り

鎮
め

の

意
味
を

持
つ

と

考
え

た
。

　

そ

の

上

で
、

こ

の

よ

う

な

木
を

用
い

た

造
像
の

目

的
が
、

仏
像
と

し
て

の

観
賞
性

に

で

は

な

く
、

霊

木
の

祟
り

鎮
め

と

な

る

ゆ

え

に、

稚
拙、

或
い

は

未
完
成
に

見
え

る

仕
上

げ
で

あ
っ

た

可
能
性
を

指
摘
し
た

。

こ

の

よ

う
な

仏
像
が

造
ら

れ

た

動
機
に

つ

い

て

は、

樹
木
信
仰
と

仏
教
に

よ

る

祟
り

鎮
め

と

い

う
視
点
か

ら、

あ

ら

た

め

て

考
え

る

価
値
が

あ

る
の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

註
〔
1

）

　
法
起

寺
蔵
十
一
面

観
音

像、

東
寺
八

幡
宮
三

神
像
な

ど。

（
2

）

　

松
尾

神
社
男
神
像、

万

福
寺
蔵
観
音
菩
薩
像、

大
寺

薬
師
蔵
四

天
王

像
な

ど
。

〔
3

）

　

薬
王

寺
蔵
千
手
観
音
像、

小
波
多
神
社
蔵
神
像
な

ど。

（
4
）

　
岡
直
己

「

結
論
」 、

第
一
編
第
五

章
「

薬
師
菩
薩
神

社
の

神
体
考
」

『

神
像
彫

刻
の

研

究
』

角
川
書

　

店
　
昭

和
四

十
一
年

81
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明
星
大
学
研
究
紀

要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語

文
化
学
科
】

第
十
五

号

　
二

〇

〇
七

年

（
5）
　
も
ワ
と

も

現
在
祀
ら

れ

て

い

る

檀
仏
薬
師
像
も、

よ

り

古
い

と

考
え

ら

れ

る

像
も、

薬
師
像
と
い

　

　
う

呼
称
に

反
し
て

如
来
形

で

は

な

く

天
部
形
で

あ

り、

仏
像
的
な

形
状
を

取
る

神
の

権

現
像
と
解
釈

　

　
さ

れ

る。

（
6

）

　
井
上

正

　

第
五

章
第
三

節
「

霊
木
化

現
の

仏
と

神」
『

図
説

　
日

本
の

仏

教
』

六

　
神

仏
習
合
と

　

　
修

験
　
平
成
元
年、
「

霊
木
化

現
仏
へ

の

道
」

『

芸
術

新
潮
』

四

ニ

ー
一
号

　
平

成
三

年、

九
「

檀
像

　

　
と

霊

木

化
現
仏
」

『

岩
波
日

本

美
術
の

流
れ
』

二

「
七

i
九
世
紀
の

美
術
」

平

成
三

年

（
7）
　
長
坂
「
郎
「

神

仏
習

合
十
神

仏
習
合
史
に

つ

い

て

の

研
究
史
」

『

神

仏
習
合

像
の

研
究
』

中
央
公

　

　
論
美
術
出

版
　

平
成
十．亠
ハ

年

（
8）
　
例
え

ば、

金
子
啓
明
「

木
の

文
化

と
一
木
彫
」

特
別
展
図

録

『

仏
像
−
一
木
に

こ

め

ら

れ

た

祈
り

　

　
…

』

東

京
国
立

博
物
館
編

　
平
成
十

八

年
な

ど。

（
9）
　
寺
川

眞
知
夫
「

御
衣

木
の

祟
り

1
長
谷

寺
縁
起

1
」

『
仏
教
文

学
と

そ

の

周
辺
』

和
泉
書

院
　
平

　

　
成
十
年

（
10）
　
『

日

本

書
紀
』

斉
明
紀
七
年

条

（
11）
　
「

大

安

寺
縁
起
并
流
記
資
材

帳」
『
寧
楽
遺
文
』

下

（
12）
　
『

続
日

本
紀
』

宝

亀
三

年
四

月

己

卯
条

（
13）
　
『

類
聚
国
史
』

第
三

十
四

巻

淳
和

天

皇

不
豫
条

（
14）
　
瀬
田

勝

哉
「

春
日

山
の

木
が

枯
れ

る」
『

木
の

語
る

中
世
』

朝
日

新
聞
社

　
平
成
十
二

年

（
15）
　
高
橋

千
恵
コ

応

安
の

神
木
在

洛
を

め

ぐ

る

人
々

1
南

都
と

京
都
の

接
点
iL

『

神

道
宗

教
』

一
六

　

　
六

号

　
平

成

九
年

（
16）
　
逵
日

出

典
］

「

泊
瀬
の

上
の

山
寺」

考
L

『

長
谷
寺
史
の

研
究
』

巌
甫
書
院

　
昭
和
五

十

四

年

（
17）

『

三

宝

絵
』

下

二

十
「

長
谷
菩

薩
戒
」

（
18）
　
奥
健
夫

「

木
彫
像
の

成
立
」

『

日

本

美
術
館
』

小
学
館

　
平

成

九

年

（
19）
　
谷

原
博

信
「

志

度
寺

縁
起

−
御

衣
木

縁
起

と

漂
着
神

に

つ

い

て

I
」

『

四

国
民

俗
』

三

十
一
号

　

　
平
成
十

年

（
20）

逵
日

出
典
「

讃
岐
志
度
寺
縁
起
と

長
谷
寺
縁
起
」

『

日

本
仏

教

史
学
』

第
二

十
五

号

　
平

成
三

年

（
21）
　
「

諸
寺
略

記
」

剛
林
寺
『

阿

娑
縛
抄
』

巻
第
二

百

〔
22）
　
『

今
昔
物
語
』

巻

三

十
一
　

本
朝
付
霊

鬼
「

近

江
国
栗
本
郡
大

柞

語
第
三

十
七
」

（

23）
　
『

今
昔
物
語
』

巻
二

十
七
　
本
朝
付
霊

鬼
「

狐
変
大
椙
木
被
射
殺

語
第
三

十
七
」

（
24）
　
濱
中
修
「

『

伊
吹

童

子
』

攷
−
叡
山

開
創
譚
と

地

主
神
i

」

『

室
町

物
語
論
攷
』

新
典
社

　
平
成
八

　

　
年

　
27）

A 　　　
2625）　　）

「

諸
寺
略
記
」

善

峯
寺
『

阿

娑
縛
抄
』

巻

第
二

百

『

日

本
書
紀
』

欽
明
天
皇
十
四

年
条

例
え

ば

『

弘
法
大

師
行
状
絵
詞
』

巻
五

「

清
涼
宗
論
」

82

（
28
）

　『
今
昔
物
語
』

巻
第
二

十
七

　
本
朝
付
霊
鬼
「

西

京
人

見
応
天
門
上

光

物
語
第
三

十
三
」

（
29
）

　『
今
昔
物
語
』

巻
第
二

十
七

　
本
朝
付
霊
鬼
「

有

光
来

死

人
傍
野
猪
被

殺
語
第
三

十
五
」

〔
30
）

　『
中
右
記
』

嘉
保
二

年

（一
〇
九
五）

十
月
二

日

条
（

小

学
館
版
『

日

本
古
典
文

学
全
集
』

「

今
昔

　
　
物
語
」

四

巻
の

「

西

京
人

見
応
天
門
上
光
物
語

第
三

十
三
」

解
説
が

指
摘
）

（
31
）

　
ち

な

み

に

夜
光
る

物
を

怪
と

す
る

見
方
は

古
代

中
世
に

限
ら

な
い。

鳥
山
石

燕
の

『

画
図
百

鬼
夜

　
　
行』
で、

光

物
は

］

狐
火
L

「
叢

原
火

（
宗
源
火）
」

「

釣

瓶
火
」

「
ふ

ら
り

火
」

「
姥
が

火」
と

五

十

　
　「
の

怪

異
現
象
の

う
ち
冖
割
を

占
め

る。

同
じ

く

『

今
昔
画

図

続

百
鬼
』

五

十
四

項
の

う

ち

に

も

　
　
「

不

知
火
」

「

古
戦

場
火
」

「

青

鷺
火
」

「

提

灯
火
」

「

墓
の

火
」

が

含
ま

れ、

仏
教
と

そ

の

説
話

が

民

　
　
間
に

浸
透
し

切
っ

た

江
戸

時
代

も

な

お、

光
物
が

怪
奇
現

象
の

中
で

大
き

な

割
合
を

占
め

続
け
て

い

　
　
る
こ

と

が

わ
か

る。

（
32
）

　『
尾

張
国
笠
寺
縁
起
』

（
『

続

群
書
類
従
』

巻
第
八

百
四）

（
33
）

　『
渓
嵐
拾
葉
集
』

第
百

七

−
六

「

根
本
中
堂
不

思

議
事」
（

『

大
正

新
修
大

蔵
経
』

第
七

十
六
巻）

（
34
）

　
千

手
観
音

像
の

由
来
を

解
く

『

久
能

寺
縁
起
』

に

も、

光
る

物
を

射
た
伝
承

が

あ

る
。

「

海

岸
近

　
　
く

の

峯
に

幾
年
と

も

知
れ

ざ

る

杉…
本
有
り。

梢
雲
に

聳
え

枝
四

方
に

拡
が

る。

中

に

輝
く
者
あ

り、

　
　
朝
日

の

出
つ

る

が

ご

と

し。

臣
下
こ

れ

を

見
て

久
能
に

告
ぐ。

久
能
こ

こ

に

視
て

「
深
山

定
め

て

変

　
　
化
の

者
あ
ら
ん。
よ

く

射
れ

ば、

射
取
る

べ

し。

仰
ぎ

て

弓
を

強
い、

射
れ

ば

即
ち

落
つ。

見
る

に

　
　

変
化

の

者
は

な

く、

閻
浮
檀
金
の

五

寸
余
の

千

手
観
音
お

わ

し

ま

す
。

」

こ

こ

で

は

光
を

変
化
の

物

　
　
と

思
っ

て

射
た

と

こ

ろ
が

観
音
像
を

発
見

し

た

と
い

う。

仏

像
も

縁
起
の

中
で

は

怪
奇

現

象
を

以

て

　
　

出
現

し

て

い

る

の

で

あ
る。

（

35）
　
『

多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
材

帳
』

（

『

平
安
遺
文
』

巻
一
）

（

36）
　
『

今

昔
物
語
』

巻
第
十
一
　

本

朝
付
仏
法

「

推
古
天
皇
造
本
元

興
寺
語
第
二

十
二
」

（

37）
　
楢

崎
宗
重
「

槻

峰
寺
建
立

修
行
縁
起
」

『

國
華
』

七

八

三

号

　
昭

和
三

十
二

年、

高
岸

輝
編
『

槻

　
　

峰
寺
建

立

修
行
縁
起
絵
巻
・
大

覚

寺
縁
起

絵
巻
』

月

峯
山

大

覚
寺

　
平
成
十
七
年

（

38）
　
瀧
尾

貴
美
子

「

総

持
寺
縁
起

絵
巻
」

『

日

本
美

術
工

芸
』

五
一
一
号

　
昭
和
五

十

六

年、

目

沖

敦

　
　
子

「
茨
木
市
補
陀
洛
山
常
称
寺

蔵
『

総
持
寺
縁
起
絵
巻
』

」

『

人

間
文

化
研
究
』

四

号

　
平

成

十
八

年

（

39）
　
高

崎
富
士
彦
「

観

興
寺
縁
起

図
」

『

MUSEUM

』

【
七

八

号
　
昭

和
四

十
一
年
の

要
約
に

よ

　
　
る。

久

留
米
市
立

草

野
歴
史

資
料
館
編
『

観
興

寺
宝
物
展

図
録
』

（
昭

和
六

十
二

年
）

に

は

縁
起
文

　
　
の

図

版
が

あ

る

と

い

う
が、

絶
版
と
さ

れ

て

い

る。

現
在、

本

縁
起

図
を

含
む
内
容
の

調
査
が

行
わ

　
　
れ

て
い

る

と

仄

聞
す
る

の

で

そ
の

成

果
公

開
を

待
ち
た

い。

（

40）
　
「

立

山
」

「

伯
耆
大
山

」

『

国
文
学

解
釈
と

観
賞
』

「

寺
社
縁
起
の

世

界
」

六
〇
一
号

　
昭

和
五

十

七

　
　

年

（

41）
　
『

日

本

国
現
報
善
悪
霊
異
記
』

中
巻

「

未
作
畢
仏
像
而
棄
木
示

異
霊

表
縁

　
第
廿
六
」

（

42）
　
宮
次

男
］

長

谷
寺
縁
起
」

上

下

『

美
術

研
究
』

第
二

七

五
・

二

七

六

号
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（

43）
　
小
松
茂
美
編
『
続
々

日

本
絵
巻
大
成
』

伝
記
・
縁
起

編

　
五

　
中
央
公

論
社

　
平
成
六
年
に

拠
る

。

　
　
苗
鹿
明
神
が

贈
っ
た

柏
樹
は

「

此
木
の

本
を

切

る

に、

毎
夜
光
明
を

放
つ

の

間、

大
師
恠
し

み

給
ぴ

　
　
て、

打
ち
割
り

て

見
給
う
に、
」
片
は

座
像
の

仏
体、
一
片
は
立

像
の

尊
形、

木
の

目

に

鮮
や

か

に

　
　
見
ゆ。

此
の

霊
木

を

以
て

先
づ

弥
陀
座
像
一
体
〔
蓮
華
部
印〕

造
立

し

給
ひ

て、

大
師
随
身
奉
持
し

　
　
給
ひ

し

が、

後
に

は

日

吉
社
念
仏
堂
の

本
尊
と

な

り
給
う。

今
一
本
の

木、

立

像
の

形
あ
る

を

ば、

　
　
憶
念
し

給
う

事
あ

り

て、

其
の

時
は

造
立

し

給
は

ざ

り

し

な
り
。

」

と

あ

る。

（

44）
　
こ

れ

は

仏
像
と

御
衣
木
縁
起
の

問
題
に

限

ら

な
い

。

怪
を

な
す
植
物
が

成
仏
す
る

物
語
と

し

て、

　
　
遊
行
柳
や

芭
蕉、

藤
な

ど、

草
木
の

精
を

主

人
公

と

す
る
一
連
の

謡
曲
が

あ

る。
い

ず
れ

も

僧
侶
の

　
　
前
に

人
間
の

姿
に

化
現
し

た

草
木
の

精
霊
が、

僧
侶
に

問
答
や

読
経
を

乞
い、

そ

の

結
果
「

草
木
国

　
　
土

悉
皆
成
仏」
の

偈
頌
を

以

て

成
仏
し、

仏

法
を

誉
め

称
え

る
。

こ

れ

ら

も

ま

た、

日

本
に

お

け

る

　
　
神
仏
習
合
の

物
語

と

し

て

同
質
の

も
の

で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る
。
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