
民
俗
信
仰
と
し
て

の
大
般
若
絶

五

來

重

日
本
佛
教

の
特
質

と
そ

の
構
造
を
あ
き

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
佛
教

輕
典

が
わ
が
國

で
い
か
に
受
容
さ
れ

た
か
と
い
う
問
題
を
解
決

せ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、

こ
れ
に
大
き
な

示
唆

を
あ

た
え
る
も
の
は
多
く

の
経
典

の
民
俗
信
仰
化

で
あ

る
。

と
く
に
大
般
若
経
六
百
雀
は
印
度

で
は
大
爽
佛
教

の
根
本
思
想
た
る

塞
観

を
と
い
た
哲
學
的
輕
典
と
し
て
重
競
さ
れ
た

の
に
た
い
し
て
、
わ
が
國

で

は
そ

の
教

理
的
な
論
理
性
は
ま

つ
た
く
無
覗

さ

れ

て

完
全

に

民
俗
信
仰
化
し

た
。

こ

の
事
實
は

日
本
佛
教

の
成
立
過
程

に
お
け
る
固
有
信
仰
と

の
關

係
お
よ

び

そ

の
前
論

理
的
信
仰
性
ま
た
は
古
代
宗

教
的
晃
術
性
を
も

つ
と
も
よ
く
し
め

す
も

の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
文
献

に
よ
れ
ば
大
般

若
経
を
わ
が
國
で
最
初

に
普

及
さ
せ
た

の
は
日
本

二
論
學

の
亘
匠
、

大
安
寺

の
道
慈
律
師

で
あ
る
が
、
彼
は
天
卒
九
年
四
月
入
日

に
奏
上
し

て
諸
國
に
大
般

若
経
韓

讃
を
恒
例

の
年
中
行
事

と
せ
ん

こ
と
を
請
う

て
ゆ
る
さ
れ
た
。
績

日
本
紀

に

の
せ
ら
れ
た
奏
上
文

お
よ
び
三
費
糟
詞

の
大
安

寺
大
般
若
會

の
縁
起
に
よ

つ
て
そ

の
と
き

の
事
情

を
み
る

と
、
大
安
寺
が
は
じ

め
高
市

の
地
に
創
建

さ
れ
た
と
き
雷
神
を

ま

つ
つ
た
子
部
肚

の
木
を
き

つ
た
た

め
し
ば
し
ば
雷
火
に
遭

つ
た
。

そ
こ
で
道
慈

は
大
安
寺

が
干
城
京
に
移
建
さ
れ

た
と
き
落
雷
を
さ
け

る
目
的

で
澤
行
僧

に
よ
る
大
般
若
會
を

お

こ

し

た

と

こ

ろ
、

そ

の
災
が
鎗

え
た

の
で
こ
の
奏
上

と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
般

若

輕
が
最

初
か
ら
民
俗
信
仰

の
勢
象

で
あ

つ
た
こ
と
を
し
め
す
も

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
た
六
國
史
以
下
類
聚
國
史
、
日
本
逸
史
、
扶
梁
暑
記
か
ら
吾
妻
鐵
に
い
た

る
上
代
、
中
世
の
史
書
お
よ
び
爲
経
願
文
な
ど
に
よ
つ
て
大
般
若
経
韓
讃
ま
た

は
爲
経

の
目
的
と
動
機

を
分
類

し
て
み
る

と
つ
ぎ

の
ご
と
く
に
な
る
。
-

(1)

災
異
を
沿
除
せ
ん
が
た
め
、

(2)
疫
疾
属
鬼
を
は
ら
わ
ん
が
た
め
、

(3)
物
怪

の
お

そ
れ
を

の
ぞ
か
ん
が
た
め
、

(4)
怨
難

の
怨
恨
を
し
づ

め
ん
が
た
め
、
(5)
宮
殿
ま

た
は
居
宅
を
安
鎭
せ
ん
が
た
め
、
(6)
降
雨
を

い
の
り
風
災
を
ふ
せ
が
ん
が
た
め
、

(7)
死
者

の
難

魂

の
成
佛
得
腕
ま
た
は
往

生
を

い
の
ら
ん
が
た
め
、

(8)
法
味
法
樂

に
よ
つ
て
紳
意
を
な
ぐ
さ
め
ん
が
た
め
、

(9)
自
己
ま
た
は
家

族

の
現
當

二
世

の

安
樂

に
資
せ
ん
が
た
め
、

(10)
五
殻
豊
穰

所
願

の
た
め
、

(11)
年
中
行
事

と
し
て
諸

願
成
就

の
た
め
、
等

で
あ
る
。

こ
の
な
か

で
第

一
項
よ
り
第
七
項
ま

で
は
大
般
若

経

の
民
俗
信
仰

に
由
來
す

る
も

の
で
あ
り
、

こ

の
経
典
信
仰
が

い
か
に
常

民

の
塞
魂
襯

念
と
固
有

の
兄
術

宗
教

に
か
た
く
む
す
ん
だ
も

の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

る

の
で
あ
る
。

ま
ず
災
異
と
か
疫
属
、

物
怪

(
も

の
の
け
)
怨
嬢
、

死
露

な
ど

は
す

べ
て
常

民

の
宗
教
襯
念

の
根

本
を
な
す
古
代

的
な

難
魂
翻

念
ま

た

は

難
鬼
観

念

D
a
e
-

m
o
n
ism

の
具
豊
的
表
象

で
あ
り
、
旱
魑
、
風
害
、
虫

害
に
も

と
つ
く
凶
作
、
お

よ
び
あ

た
ら
し

い
佳
居

へ
の
恐
怖
も
す

べ
て
怨
難

的
な
、

目

に
み
え
ぬ
難
魂

の

作
用

と
か
ん
が
え
ら
れ
、

こ
れ
を

「
魑
彿

い
」
ま
た
は

「
な
だ

め
和
げ
る
」

た

民
俗
信
仰
と
し
て

の
大
般

若
経

(
五

旅
)
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民
俗
信
仰
と
し
て

の
大
般
若
経

(
五

來
)

め

に
種

々
の
古
代
兄
術
が
お
こ
な
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

大
般
若
輕
が
こ

の
よ
う
な
固
有

の
古
代
的
宗

教
翻

念
に
根
ざ
し
た
古
代
兄
術

の
目
的
に
も
ち

い
ら
れ
、

こ
の
哲
學
的
内
容
を
も

つ
た
経
典

に
強
力
な
兄
的
威

力

が
期
待
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、

日
本
佛
教

の
根
本
的
性

格
に
つ
よ

い
民
俗

性

の
潜
在
す
る

こ
と
を
し
め
す

一
謹
左

と
す
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

七
か
も
わ
れ
わ
れ
が
興
味
ふ
か
く
感
ず
る

こ
と
は
上
に
あ
げ
た
文
献
に
あ
ら

わ
れ
る
大
般
若
輕

の
民
俗
的
信
仰

が
當
時

の
有
識
階
級
た
る
貴
族

と
僧
侶
に
指

導

さ
れ
た
國
家
的
行
事
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ

つ
て
、

こ
れ
を
た
ん
な
る

無
智
な
庶
民

の
迷
信
俗
信
と
し
て
無
覗
す

る
わ
け
に
は

ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
現
に
各
地
に
残
存

し
て

い
る
民
俗
的
大
般
若
経
信
仰

と

そ

の
行
事

に
關
す
る
多
く

の
多
く

の
操
集
例

を
、
庶

民
の
無
智
か
ら
で
た
迷
信

と
は
か
ん
が
え
な

い
で
、
古
代

か
ら
中
世
を

へ
て
現
代

に
つ
な
が
る
日
本
佛
教

の
経
典
受
容

の
本
質
的
な
あ
り

方

の

一
類
型

を
し
め
す
も

の

と

か

ん

が

え

た

い
。
そ
こ
で
こ
の
種

の
探
集
例

の
二
三

の
地
方
に
お
け

る
概
略
を
あ
げ

て
大
般

若
経

の
民
俗
信
仰

の

一
班
を
紹
介
し
、

そ

の
根

底
に
ひ
そ
む
宗
教
襯
念
が

い
か

な
る
も

の
で
あ

る
か
を
あ
き
ら
か
に
し
た

い
と
お
も
う
。

8

關
東
北
部

の
天
藁
、

眞
言
、

曹
洞
な
ど

の
寺
院
に
は
村

所
禧
、

辻
所
禧

ま
た
は

「
お

で
は
ん
に
や
」

と
よ
ば
れ
る
大
般
若
韓
讃
行
事
が

の
こ
つ
て
い
る

が
、

こ
れ
は
文
獄

に
み
え
る

「
境

の
邑
に
疫
紳
を
防
察
す
る
」
と
か

「
七
條
朱

雀
大
路

の
衝

に
大
般
若
経
を
韓
ず
る
」
な
ど
と
あ
る
ご
と
く
、
村
境
ま
た
は
村

の
な
か
の
辻

に
祭
壇
を

つ
く

つ
て
お

こ
な
わ
れ
る
も

の
で

一
種

の
鎭
魂
究
術

で

あ

る
こ
と
は
う

た
が
い
な

い
。
時
期
は
正
月
か
夏

の
は
じ
め

で
祭

壇
は
笹
竹
四

本
を
路
上
に
立
て
注
蓮
を

は
り
棚
を

つ
く
り
、

あ
た

か
も

こ
の
地
方
の
盆
棚
、

魂
棚

の
ご

と
き
も

の
で
あ
る
。

般
若
さ
ん

の
風

に
あ
た
れ
ば

一
年
中
病
氣
を
し

な

い
と
か
夏
負

け
し
な

い
と
い
う

こ
と
は
全
國

一
般
と

お
な
じ

で
、
村

の
若
衆

が
百
巻
入
り

の
大
般
若

経
箱

を
か
つ
い
で
村
内
を
ま
わ
り
、
家

々
の
入

口
で

凶

二
雀
を
韓
讃
し
て

「般

若

の
風
を
入
れ
る
」

の
で
あ

る
。
病

入

の
あ
る
家

で
は

と
く

に
寺
に
銭
若
干
を
お
さ
め
て

一
二
巻
を
借
り
、

こ
れ
で
患
部
を
な

で
た
り

た
た
い
た
り
し

て

一
年
間
神
棚

へ
あ
げ

て
お
く
。

ま
た
こ

の
と
き
寺

か
ら

出
す

大
般
若
経
韓
讃
所
故

の
お
札
は
辻
札
ま

た
は
關
札
と

い
つ
て
笹
竹

に
は

さ
ん
で

村

の
四
方

の
入

口
に
立
て
、

一
般

の
家

で
も

こ
れ
を
戸

口
に
は
る
の
を
常

と
す

る
。伺

北
陸
地
方

で
は
眞
言
宗

と
暉
宗

の
寺
院

で
正
月
と
春
か
ら
夏

に
か
け
て

よ
く

お
こ
な
わ
れ
る
が
、

と
く
に
正
月
の
行
事
は
藪

ヶ
寺
蓮
合
で
盛
大

に
お
こ

な
わ

れ
る

こ
と
が
多
く
、

檀
家

の
家
所
薦

に
は
別
に
仁

王
般
若

輕
や
金
剛

若
経

な
ど

の
ポ
ー
タ
ブ

ル
な
般

若
経
典

を
も

つ
て
ゆ
く
。

能
登
に
は
大
般
若
経

を
借

り

て
患
部

に
の
せ
る
信
仰
が
あ
る
ば

か
り

で
な
く
、

五
十
同
忌
法
要
に
は
個
人

の
家

で
六
百
巻

の
輔
讃
を
し
て
も

ら
う
家

が
あ
る
。

こ
れ
は
三
十
三
同
忌

ま
た

は
五
十
同
忌

法
要

が
俗
に

「
ま

つ
り
あ
げ
」

と
い
わ
れ
佛
が
神
に
な
る
法
要
と

信

じ
ら
れ
て

い
る
の
で
、

こ
の
韓

讃
は
神

舐
法
樂
ま
た
は
神
前
讃
輕

の
い
み

で

お
こ
な
わ
れ
る
も

の
と
お
も
う
。

国

近
畿
地
方

の
周
邊
山
間
部
も
大
般

若
民
俗
信
仰

の
つ
よ
く

の
こ
つ
て
い

る
地
幣

で
あ
る
が
、

こ

ゝ
で
は
正
月
行
事
と
雨
乞
行
事

と
流
行
病

の
際
に

お
こ

な
わ
れ
る
。
眞
言
、

天
毫

の
寺
院
ば

か
り

で
な
く
村

々
に
お
け

る
小
さ
な

お
堂

や
氏
神
就

の
前
で
も
お

こ
な

わ
れ
、

こ
の
と
き
は
村
人

が
當

番
で

一
年
間
潔
齋

し

て
氏
神
に
奉
仕
す

る

一
年
神
主

が
輕
巻
を
と
り
あ

つ
か

い
、
か
な
ら
ず

し
も

檜
侶
を
ま
ね
か
な

い
。
村

人
は
全
部

お
堂
ま
た
は
杜
に
あ

つ
ま

つ
て
般
若

の
風

に
あ

た
り

お
札
を

い
た

ゞ
く
と
と
も

に
、
轄
讃
札
は
村

の
四
方

の
境

に
立

て
ら

れ
る
。
経
雀
を
借
り
て
家
に
ま

つ
る
風
習
も
稀
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
、

こ

の
借

経

の
信
仰
は
關
東
北
部
、

北
陸
、

近
畿

に
わ
た
る
廣

い
分
布

を
も

つ
こ
と
が
知
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ら
れ
る
。

な
お
近
畿
地
方

の
大
般
若
行
事

の
特
色

と
し

て
韓

讃

の
あ

い
だ

に

「
餓
聲
」

「
ダ
ダ
押

し
」
「
鬼
走
り
」
な
ど
が
村
人
に
よ
つ
て
お
こ
な
わ
れ
る

こ

と

は
、

中
國
地
方
山
間
部

の

「
猪
追

い
の
オ

コ
ナ
イ
」
と

い
わ
れ
る
大
般
若
行
事

と
と

も
に
興
味
あ

る
事
實
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
箴
聲

(
ら
ん
じ
よ
う

)
は
村

人

が
お
堂

の
床
板
や
縁
を
牛
玉
杖

で
た

ゝ
き
ま
わ
り
、

ダ
ダ

押
し
は
堂

内
を
跳

ね

ま
わ
り
踏

み
ま
わ

つ
て
圖
(普
を
た

て
る
も

の
で
あ
る
。
鬼

走
り
は
鬼

踊
り
と
も

い
い
、
鬼

の
面
を
か
む

つ
た
鬼
役
が
松
明
を
ふ
り
な
が
ら
堂

内
堂

外
を
走
り
ま

わ
り
踏

み
ま
わ
る

の
で
あ
る
。

全
國

一
般

に
大
般
若
韓

讃
と
い
え
ぱ

大
太
鼓

を

い
さ
ま
し
く
打
ち
な
ら
し
経
本

で
経
机
を
し
き
り
に
た

ゝ
く

の
を

常

と

す

る

が
、

こ
れ
は
ま
さ
し
く
線
聲
、

ダ
ダ
押
し
と
同
じ
も

の
で
あ
ろ
う
し
、

大
般

若

に
は
で
き
る

か
ぎ
り

の
大
聲
を
だ
す

こ
と
も

こ
れ
と
關
係
が
あ
る
と
お
も
わ
れ

る
。
謡
曲

「
葵
上
」
に

「
あ
ら
あ
ら
お
そ
ろ
し
の
般

若
聲
や
、

こ
れ
ま
で
ぞ
、

怨
難
こ
の
の
ち
、

ま
た
も
來
る
ま
じ
」
と
あ

る
般
若
聲
は
怨
藪
を
威
嚇

す
る
大

般

若
轄
綾

の
大
聲
を
さ
し
た
も

の
に
相
違
な

く
、
鬼

の
面
を
般

若
面
と
よ

ぶ
こ

と
は
大
般
若
に
と
も
な
う
鬼
走
り

の
面
か
ら
韓
じ
た
名
構
と
解

し
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
飢
聲
、

ダ

タ
押
し
、

鬼
走
り
は
大
般

若
経

の
民
俗
信
仰
を

解

明
す
る
大
き
な
鍵
で
あ
る
。

と

い
う

の
は
騒

音
や
鬼
面
が
村
落
共
同
膿

に
災

を
も
た
ら
す
怨
塞
や
悪
璽
を
追
綜
う
た
め

の
威
嚇
手
段

で
あ

つ
て
、
松
明

の
火

と
と
も

に
も

つ
と
も
素
撲
な
鎭
魂

兄
術

で
あ

つ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る

か
ら
で

あ
る
。

大
般
若
輕
が

こ
の
よ
う
な
古
代
兄
術
を
強
化
す
る
た
め

に
受
容

さ
れ
た

こ
と
は
、

上
に
あ
げ
た
わ
つ

か
な
例

か
ら
も
ほ

ゞ
承
認
さ
れ
る

で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
大
般
若
経
は
な

に
ゆ

え
に
悪
露
穰
却
の
鎭
魂

究
術

に
探
用

さ
れ
ね

ば

な
ら
な

か
つ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ
は
す
で
に
天
李

十
七

年
九

月
十
九
日

の
大
般
若

一
百
部
書
爲

が
藥
師
悔
過

と
と
も
に
吾

こ
な
わ
れ
た
こ
と

に
も
暗

示

せ
ら
れ

て
い
る
ご
と
く
、

「悔

過
」
す

な

わ

ち

わ

が

固
有
信

仰

に

お

け

る
祓

(
は
ら

へ
)

の
鶴

念
を
媒

介
と
し
て
必
然
的

に
鎭
魂
兄
術
と
結

合
し
た
も

の
と

お
も
う
。

稜
は

の
ち

の
神
道

で
は
精
神
化

さ
れ
て
罪
繊
を
も
は
ら
う

こ
と
と
な

る
が
、
起
源
的
に
は
外
敵

ま
た
は
實

禮
化
さ
れ
た
悪
し
き
露
魂
を

「追

携
う
」

た
め
の
封
抗
兄
術

で
あ

つ
た
。

そ

の
た
め

に
こ
そ

「
打

つ
」
「
叩
く
」
「踏

む
」

「
叫
ぶ
」
「
火
を
焚

く
」
「
恐
ろ
し

い
假
面
を

つ
け

る
」
な
ど

の
兄
的
行
爲
が
と

も
な
う

の
で
あ
る
。

南
部
諸
大
寺
に

の
こ
る
修

正
會
修

二
會

の
悔
過
法
要
を
見

れ
ば

こ
の
こ
と
は
読
明
を
要

し
な

い
で
あ

ろ
う
。

し
か
る
に

一
方
大
般
若
経
は

「
室
」
を
と
く
輕
典

で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る

と
日
本
人
は

「
室
」
を
實

燈
化
し
て

「
塞
ず

る
力
」

と
し

て
理
解
し
、

悪
露
を

塞
ず

る
究
力
を

こ
の
経
典
に
期
待
し
て
た
ち
ま
ち
に
固
有
信
仰

の
祓
と
む
す
び

つ
け
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
わ
が
國

に
お
け
る
大
般
若
経
受
容

の

宗
教
的
基
盤

は
き
わ
め
て
古
代
的
な
固
有

の
露
魂
翻

念
で
あ

つ
て
、

こ
の
観
念

に
麹
慮
す
る
稜

の
兄
術
を
媒
介
と
し

て
大
般

若
輕
が
民
俗
信
仰
化
し
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
輕
典

の
受
容
を
指
導
し
た
道
慈
律
師
以
下

の
學
僧
た
ち

が
は

た
し
て
方
便
の
た
め
に
室

の
民
俗
的
理
解

を
ゆ
る
し
た
か
ど
う

か
は
不
明

で
あ

る

に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
既
成

の
宗
教
襯
念
と
結
合
し
な
け
れ
ば
大
般
若
輕

の
普
及
は
見
ら
れ
な

か
つ
た

こ
と
だ
け
は
是
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

要
す
る
に
わ
が
國
人

に
と

つ
て
、
大
般
若
経

の
室

の
形

而
上
學
的
意

義
や
そ

の
論
理
的
構
造

よ
り

は
、
邪
悪
な
る
も

の
を

「
室
ず
る
力
」
に
關

心
が
も

た
れ

た
と
い
う
事
實

は
、

日
本
佛
教

の
性
格
を
規
定
す
る
上
に
重
要
な

問
題

で
あ

つ

て
、

こ
と

の
善
悪

は
し
ば
ら
く

お
き
、

わ
が
國
に
お
け
る
佛
教
普

及

の
過
程

に

お
け

る
佛
教

の
民
俗
信
仰
化

の
意
義
を
み
と
め
な

い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
と
か

ん
が
え
ら
れ
る
。

民
俗
信
仰
と
し
て

の
大
般

若
輕

(
五

來
)
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