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著
者

冨
コ

幻

窪
α

奠

氏
は
、

い

わ
ず
と
知
れ
た
、

ラ

ン

カ

ス

タ

ー

大

学

教
授
に

し

て

日

本
宗
教
研
究
の

第
一

人
者
で

あ
る

。

そ

の

著
者
が

つ

い

に

四

国
遍

路
に

関
す

る

著
書
を
公
に

し

た
。

も

し

こ

れ

が

凵

本
語
で

書
か

れ

て

い

た

な
ら、

日

本
人
に

よ
る

巡
礼
”

四

国
遍
路

研
究
に

と
っ

て

き

わ
め

て

刺
激

的
だ

っ

た
と

思
う

の

だ

が
、

へ

平
均

的
な

日
本
人

に

と

っ

て

は）

残
念
な

こ

と

に

英

語
に

よ

る

書

物
で

あ
る

。

そ

れ

は

著
者
の

巡
礼
論
が

日

本
語
圏
に

限
定
さ
れ

な
い

普
遍

的
な

舞
台
で

議
論
さ
れ

る
と

い

う

こ

と

で

あ
る

と

同
時
に
、

日

本
文
化
以
外
の

場
所
で

呼
吸
す
る

人
々

に

む

け

た
、

日

本
に

お

け

る

巡
礼
習
俗
の

紹
介
と

い

う
意
味
あ
い

も

持
つ

と

い

う

こ

と

に

も
な

る
で

あ
ろ

う
。

　

本
書
の

表

題
は

ζ

舞
ぎ
ゆq

勺凶
蒔
鼠

ヨ
m
ひq

窮

で

あ

る。

こ

れ

を

ど

の

よ

う

な
日

本
語
で

表
現

す
れ

ば
そ

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

過
不

足
な
く

理
解
で

き

る

の

か
、

評
者
の

英

語
力
で

は

ま
こ

と

に

お

ぼ

つ

か

な

い
。

た

だ
か

す

か

に

手
が

か

り

と
な

る
か

も

知
れ

な

い

と

考
え

た
の

は
、

メ

イ

ン
・

タ

イ

ト

ル

が

け
っ

し

て

ω

窪
α
罵

o
づ

霊
茸
ユ

∋
鋤
ぬ
Φ
ω

で

も

G∩

ヰ
匚
o
け

霞
ooh

霊
〒

oq
ユ

ヨ
餌

ゆq
霧
で

も
な

く、

ま

し
て

た

だ
の

霊
鐸
ユ

ヨ
餌
鵬
Φ

ω

で

も

な
く
、

あ

く
ま

で
］
＜

冨

冠
コ

ひq

距
侭
ユ

∋
餌
帥q

霧

な
の

だ

と

い

う

点
で

あ
る

。

す

な

わ

ち

著

者
は

本

書
の

テ

ー
マ

を、

巡
礼
の

研

究
と

か

構
造
と

か
、

あ
る

い

は

端
的
に

「

巡
礼
」

な
ど

な

ど
と、

な

に

し

ろ

そ

こ

に

立
ち

止

ま
っ

て

し
ま

う
名
詞
と

し

て

で

は

な

く、

「

巡
礼
す
る

こ

と
」

あ
る

い

は

「

巡
礼
に

で

か

け

る

こ

と
」

と

い

う
よ

う
に
、

い

ま
ま

さ

に

人
々

が

行
動
し

続
け

て

い

る
、

そ

の

姿
の

ま

ま

に

と

ら

え
よ

う

と
す

る

と

こ

ろ
に

設
定
し
た

か

ら

な

の

で

は

な

い

の

か
。

　

こ

ん

な

問
題
は

著
者
に

直
接
た

ず

ね
て

み

る

機
会
が

あ
れ

ば、

た

ち

ど

こ

ろ

に

氷
解
す
る

疑
問
に

す

ぎ
な

い

の

は

ま
ち

が
い

な

い
。

表
題
を

考
え

る
段

階
で

ほ

か

に

ど
の

よ
う
な
ア

イ

デ
ア

が

う
か

び
、

そ

れ

ら

の

な
か

か

ら
ど

の

よ
う
な

基

準
あ
る

い

は

感

覚
で

ζ
m

三
づ
噸

と

い

う
こ

と

ば

を
選

ん
だ

の

か
、

著
者
自
身
が

い

ち
ば

ん

よ
く
わ
か

っ

て

い

る

は

ず
だ
か

ら
。

し
か

し
も

ち

ろ

ん

そ

う
で

は
な
い

の

か

も

知
れ

な
い

。

英
語
の

動
名
詞
に

は
も
は
や

動
詞
と

し
て

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

な

ど

な

い

の

か

も

知
れ

な
い

し、

あ
る

い

は

た

ん

に

出
版
社
の

販
売
戦
略
（
ハ

ワ

イ

大
学
の

出
版
な
の

だ
か

ら

そ

ん

な

こ

と

は

あ
り

え

な

い

が）

が
選

び
取

っ

た

ス

タ

イ
ル

に

す
ぎ
な

い

と

い

う
こ

と

も

あ
り

う

る

だ

ろ

う
。

そ

う
は

い

っ

て

も

多
数
の

選
択
肢

か

ら

何
か

を

選
び
だ
す

と

き、

そ

の

理
由
を
た

と
え

意
識
し
な
か

っ

た

と

し
て

も、

や

は

り

そ

こ

に

は

な
ん

ら

か

の

必

然
性
が

あ
る

は

ず
で

あ

ろ

う
。

　
さ

て
本
書
は

ぎ
茸
o
畠
二
6
江
o
ロ

と

Oo
コ
o【
二
u・曲
c
コ

を
別
に

し
て、

八
つ

の

章
か

ら
な
る

。

た

だ
し

著

者
自
身
の

構
成
意
図

に

よ
れ
ば

、

全
八

章
は

大

き
く
三
つ

の

部
分
に

分
か

れ

る

と

い

う
（
「

部
」

と

い

う

単
位
や
タ
イ

ト

ル

が

明
示

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

が
、

こ

れ

を
仮
に

「

部
」

と

呼
ぶ

こ

と

に

す
る

）

。

ま
た

各
章
は
す

べ

て
一

〇
以

上、

と

き
に

は

二

〇
以

上
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の
、

「

節
」

と

呼
ぶ

に

は

少
し
小
さ
い

セ

ク

シ

ョ

ン

に

分
か

れ

て

い

て
、

そ

れ

ぞ

れ
に

内
容
を

表
す
タ

イ
ト

ル

（
ほ

と

ん
ど

が

サ

ブ

タ
イ
ト

ル

を
と

も
な

う）

が

つ

け
ら

れ

て

い

る
。

そ
の

た

め
、

そ
れ
ら
の

タ
イ
ト
ル

を
た

ど

っ

て

い

く
だ
け
で

も、

本
書
の

お

お

ま

か

な
ス

ト

ー

リ
ー

は

把

握
で

き

る

だ

ろ

う
（
仮
に

こ

れ

を

「

節
」

と

呼
ん

で

お

く）
。

　
第
一

部
は

最
初
の

三

章
か

ら
な
り

、

全

体
と
し
て

巡

礼
と
い

う

宗
教
習

俗
の
一

般
的
な
姿
の

記
述
に

あ
て

ら

れ
る

。

と
い

っ

て

も
た
ん

に

巡
礼
習

俗
概

説
と

い

っ

た

と
こ

ろ

に

と

ど

ま

ら

ず、

相
当

程
度
に

理

論
的
な
と

こ

ろ

に

ま
で

踏
み

込
ん

で

い

く
。

全

般
に

本
書
に

お

い

て

は、

デ
ー

タ
提
示

と

議

論
と
の

問
を
か

な

り

頻
繁
に

往
復
し

な

が
ら

記
述
が
進
ん

で

い

く
と

こ

ろ

に

特
徴
が
あ
る

。

ユ

　

霊
薦
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∋
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ぎ

　

　
ω

三
胛
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貯

仁

　

前
半
の

数

節
は

ま
さ

に

四
国
遍
路
の

オ

リ

エ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

で

あ
る

。

す
な

わ

ち

弘
法
大

師
、

霊
場

、

納
め

札、

納
経
帳
・

納
経
掛
け
軸、

杖
な

ど

の

基
本
的
な

ア

イ
テ

ム

が

紹
介
さ

れ
る。

後
半
で

は、

そ

れ
に

も
か

か

わ
ら

ず
巡

礼
が

ひ

と
く

く

り
で

は

理

解
で

き

な

い

多
様
性
が

述
べ

ら
れ

る
。

た

と

え

ば
（
ぎ
け

露
）

鐔
鉱
o
コ

巴

且
碍
『一
目
餌
ゆq
 

と

δ
o

巴

官
ぼ
ユ

皀
簿

酋
Φ

な
ど、

分
析
の

た

め

の

さ

ま

ざ

ま
な
概
念
や
様
相
が

提
示
さ

れ
る
。

2
　
ζ
帥

ド

ヨ
ぴq

ぴ

譬
伍

習
餌

需
盟

08

四
「

μ

O
ゴ

ざ

Qo
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ヨ
げ
or

ピ
Φ
頴

窪
ρ

四
づ
α

　

　
→
円

国
o
Φ

D゚

　
こ

こ

で

語
ら

れ

る

の

は
、

四

国
霊

場
と
い

う
も
の

を
作
り
上
げ
て

い

る

意
味
群
で
あ
る

。

弘
法
大
師
が

四

国
霊

場
を

草
創
し
た

と

い

う
伝
説
に

基

づ

く
遍
路
習
俗
そ

の

も

の

か

ら、

霊

場
全

体
を

発
心、

修
行、

菩
提、

涅

槃
に

わ
け
る

と

い

う
コ

ス

モ

ロ

ジ
ー、

四

国
を
死

の

国
だ
と

す
る

観
念
や

遍
路

習
俗
を
い

う

ど
る

死
の

シ

ン

ボ

リ
ズ

ム

に

い

た

る
ま

で
、

多
様
な

意

味
づ

け

が

紹
介
さ

れ

る
。

本
章
で

著
者
は

風
景
あ
る

い

は

地
理

に

つ

い

て

述
べ

る

の

だ
が

、

そ
れ

は

目
に

見

え
る

風
景
・

地
理
で

は

な

く

感
情
的

（
Φ

言
o

ぼ
o
昌

巴）

な
も
の

で

あ
る

と

い

う
。

こ

の
 

ヨ
o
畝
o
口

巴

と

い

う
語

は
、

本
書
を

通
じ

て
一

つ

の

重
要
な
キ
ー
・

ワ

ー
ド

に

な

っ

て

い

る
と

い

っ

て

よ

い
。

す
な

わ

ち
Φ

ヨ
〇

二

8
巴

器
冥
巴
P
Φ

日
o
鉱
o
コ
p

＝

き
匹
。゚

o
曽
冒

ρ

 

∋
〇

二

皀
巴

Oo

を
興

と

い

っ

た

具

合
で、

最

初
か

ら

最
後
ま

で

頻
繁
に

登
場
す
る

語
と

な
っ

て

い

る
。

3

ζ

舞
ぎ
αq

コ
茜
鼠

ヨ
鋤

鴨
ω”

国一
鴨
巨
ρ

竃
o
口
く
φ
・゚

b
＆
竃
 

β。
づ

ヨ
甥

　

本
章
で

は
、

巡
礼
者
と

は

ど

の

よ

う
な

人
々

の

こ

と

で

あ
る

か
、

と

い

う
問
題
が

テ

ー

マ

で

あ
る

。

年
間
数
十
万
人
に

の

ぼ

る

と

推
測
さ

れ
る

巡

礼
者
た

ち

が

四

国
に

や
っ

て

く
る

動
機
は

さ

ま

ざ
ま
で、

著
者
は
、

む

し

ろ

個
々

の

巡
礼
者
の

プ

ロ

フ

ィ

ル

を

描
き

だ

す
こ

と

に

力
を
い

れ

る
。

ま

え
が

き
で

著
者
は、

こ

の

本
の

た

め

に

数
百
人
の

人
々

に

イ
ン

タ

ビ
ュ

ー

を

行
っ

た

と

書
い

て

い

る
。

そ
こ

に

現
れ

て

く
る

の

は

生
活
の

余
裕
が

も

た
ら

す

巡
礼、

苦
行
の

巡
礼、

あ
る
い

は

病

気
平

癒
や

そ

の

感
謝
の

巡

礼、

そ
し

て

失
恋
を
動
機
と

す
る

巡
礼
な

ど

な
ど

の

姿
で

あ
る

。

巡

礼
者

の

移
動
は
バ

ス
、

タ
ク

シ

ー、

自
家
用

車
、

公
共
交
通
機
関、

徒
歩
な

ど

多
く

の

手
段
が

あ
り、

い

っ

ぽ

う
一

四

〇
〇
キ

ロ

メ

ー

ト
ル

に

お

よ
ぶ

行

程
に

せ

き

た

て

ら
れ

て、

先
を
急
ぐ

と

い

う

気
持
ち

が
強
い

。

そ

う
し

た

諸
条
件
が、

ア

ン

ケ

ー

ト
な
ど
に

よ

る

統
計

的
把
握
を
困
難
に

し

て

い

る

の

は

ま

ち

が

い

な
い

。

巡

礼
者
の

個
人
的
な

動
機
や
方
法
な
ど

の

多
様
性

を

具
体
的
に

把

握
す

る

た

め

に

は
、

時
間
と

手
間
を
か

け
た
地
道
な

出
会

い

を

積
み

重
ね

る

の

が

や
は

り

最
善
な

の

で

あ
ろ

う
。

　

次
の

四
番
目、

五

番
目
の

章
か

ら

な

る

第
二

部
で

は、

歴
史
の

問
題
に

224（852）
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移
る

。

4

頸
ω

8
曙−

「
oo

陸
ω冖
9
°。｝

穹
α

O
昜
3
ヨ
コ。H

ζ
鋳
ヨ
四

9
 

罕
Φ−

　

　
目
o
畠
Φ

ヨ

型
侭
鼠

∋
帥
αq
Φ

　

サ

ブ
タ

イ

ト

ル

に

あ
る

よ
う
に
、

第
四
章
は

明

治
よ

り

前
の

時
代
の

巡

礼

史
を

見
て
い

く
。

こ

こ

は

従
来
の

研
究
史
の

な
か

で、

お

そ

ら
く

最
も

業
績
の

積
み

重

ね

ら

れ

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ
る

。

著
者
も

先
行
研
究
を
丹

念
に

追
っ

て
い

く
。

5Q

り

冨
且

躍

3
 

℃
＝
ひq
「

冒
諾
 冖

写
○

目

勹
○
＜
 

「

身
け

。

跨
 

諄
爵
国
ぴq
 

　

　
→
o

貫

ぎ
勺
o
°り

け

亳

葭
一

田
℃

国
目

　

著
者
の

独
自
の

視
点
が

現
れ

る

の

は、

む

し

ろ

近
代
以

降、

と
り

わ
け

第
二

次
世
界
大

戦
後
を

と

り
あ

げ
た

第
五

章
で

あ

ろ
う。

一

九

五
〇
年
以

降
は、

四

国
遍

路
の

歴
史
に

と

っ

て

画

期
的
な

変
化
が

訪
れ
た

時
代
で

あ

っ

た
。

著
者
は

商
業
巡
礼
（
8
目
ヨ
 

「

6

邑
O
＝
oQ
「凶
∋

詔
Φ）

の

時
代
と
、

こ

れ
を

位
置
づ

け

る
。

す
な
わ

ち

敗
戦
か

ら
の

回

復
と

と

も

に

巡
礼

者
の

数
が
大
幅
か

つ

急

速
に

増

加
し

た

だ
け
で

な

く
、

バ

ス

会

社
が

巡
礼
の

た

め

の
パ

ッ

ケ

ー

ジ
・

ツ

ア

ー

を
商
品
化
し、

巡
礼

団
体
を

組
織

す
る

エ

ー

ジ
ェ

ン

ト

が

生
ま

れ
た

。

い

っ

ぽ

う
そ

れ
ま
で

相
互
に

ほ

ん

ど

没
交

渉
だ

っ

た
札
所
寺
院
が、

連
携
の

た
め

に

四
国
霊

場
会
を

結
成
し

た

だ
け

で

な

く
、

先
達
な

る

制

度
を

も
創
始
し

た
。

こ

の

こ

と

に

よ
っ

て、

巡
礼
の

場

に

擬
似
的
な

宗
教

組
織
が

も
ち

こ

ま

れ
る
こ

と

に

な
っ

た
と

い

え
る

。

そ

の

後、

徒
歩
に

よ
る
巡
礼
者
た

ち

は

増
加
の
一

途
を
た

ど

り
つ

つ

あ

る

こ

と
は

周
知
の

と

お

り
で

あ
る
。

こ

う
し

て

今
日

の

巡
礼
ブ
ー

ム

の

な
か

で、

数
的
に

は

圧
倒
的
に

少
な
い

な

が

ら

も
、

徒

歩
巡
礼
と

バ

ス

巡
礼
は

巡

礼
界
の

勢
力
の
一

翼
を
そ

れ
ぞ

れ

構
成
す

る

こ

と

に

な

っ

た
。

　

最
後
の

セ

ク

シ

ョ

ン

第
三

部
の、

と

り

わ

け

第
六

章
、

第
七

章
は

本
書

の

白
眉
で

あ

る。

第
五
章
に

お

い

て

抽
出
さ
れ

た

徒
歩
に

よ

る

巡
礼
と

バ

ス

に

よ
る

巡
礼
と

を
対
比
さ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場
か

ら

見
え
て

く

る
巡
礼
と
い

う
も
の

の

姿
を

描
写
し

よ
う

と

す

る
。

6

芝
巴

ざ

夷

霊
ひq
ユ

ヨ

蹇
繋

窰
 
四

三
コ
αq

譽
匹

国
×

需

帋
髯
Φ

8
樽

冨

　
　

＝一
αq
鼠

∋．
ω

≦
ゴ
賓

　

本
章
で

は
お

そ

ら

く
は

著
者
自
身
の

経
験
も

ふ

ま

え

な
が

ら
、

徒

歩
に

よ
る

巡
礼
者
た

ち

が

巡
礼
の

あ
い

だ

に

で

あ

う
さ
ま

ざ
ま

な

こ

と
−−
事
物

や
心
理
な
ど

ー
に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
。

た

と

え
ば
著

者
は、

あ
る

遍
路

が

口

に

し

た

コ

遍

路
ぼ

け
」

と

い

う

表
現

に

興

味
を
持
つ

。

著
者
は

こ

れ

を
一

種
の

没
我
状
態
と

解
釈
し、

そ

れ
を

徒

歩
巡
礼
が

も
つ

普
遍
的
な
心

理
上

の

特
徴
と
考
え
て

い

る

よ
う
で

あ
る

。

ま

た

巡
礼
の

儀
礼
論
的

解
釈

に

主
な

関
心
を
お

い

て

い

る

わ
け
で

は
な

い

著
者
は、

巡

礼
を

す

る

に

あ

た
っ

て

解
決
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い

現．
実
的
な

諸
問
題、

す
な

わ

ち

寝
る

こ

と、

食
べ

る

こ

と
、

用
便
を
す
る
こ

と

な
ど

に

む

し

ろ

目
を
む

け
る
、

ま
た

徒
歩
が

移
動
の

主
要
な

手
段
で

あ
っ

た
時

代
な
ら
と

も

か

く、

現
代

に

お

い

て

長
距
離
移
動
の

道
は

こ

と

ご

と

く
自
動
車
道
で

あ
る

か

ら、

交

通
事
故
の

危
険
や

騒
音、

そ

し

て

と

き

お

り
遭
遇
す
る

ト
ン

ネ
ル

な
ど
も

巡
礼
者
た
ち

を
苦
し
め

る
。

札
所
で

の

経
験
そ

の

も
の

も
、

時
に

は

巡
礼

者
た

ち
に

と

っ

て

不
満
を

つ

の

ら

せ

る

原
因
に

な
る

。

納
経
を
し

て

も
ら

お

う
と

納
経
所
に

行
け
ば、

大
き

な

巡
拝
団
が

持
ち

込
ん

で

山
積
み

に

な

っ

た

納
経
帳
に

長
い

待
ち

時

間
を

強
い

ら

れ、

寺
の

宿
坊
か

ら
も
し

ば
し

ば

閉
め

出
さ

れ
る

か
ら

で

あ
る

。

こ

う
し

た
必

ず
し
も
巡
礼

者
た
ち
に

と

っ

て

幸
福
と

は
い

い

か

ね

る

環
境
に

も

か

か

わ

ら

ず、

少
な
か

ら

ぬ

巡
礼

者
た

ち

は

再
び
四

国
に

戻
っ

て

く
る

と、

著
者

は

言
う

。

こ

の

最
後
の

発

見
が

最
終
章
の

テ

ー
マ

と
な

っ

て

い

く。
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7
　】
≦
餌

匹
目

ひq

じσ
口
ω

コ
覦
ユ

ヨ
鋼
αq
 
ω日

即
g
鉱

89
。

コ
価

国
×

需
ユ
 

コ

go
β

　
　
匪
 

勺

畧
ズ

9
ひq
 

日
o

霞

　
徒
歩
巡
礼
者
た

ち

に

と
っ

て

い

さ

さ

か

敵
役
的
役
ま

わ
り
を

背
負
わ

さ

れ

た

バ

ス

巡
礼
を、

し

か

し

著
者
は

け
っ

し

て

否
定
的
に

切
り

捨
て

よ

う

と

は

し

な
い

。

む

し

ろ

こ

の

巡

礼
形
態
へ

の

ま
っ

と
う
な

関
心

こ

そ
が

、

本
書
の

可
能
性
を
よ

り

高
い

も

の

に

し

て

い

る

と
い

え
る

だ
ろ

う
。

本
章

は

著

者
自
身
が

参
加
し

た

バ

ス

ツ

ア

ー
の

体
験
に

基
づ

い

た
バ

ス

巡

礼
の

描
写
で

あ
る

。

巡
拝
は

み

ご
と

に

組
織
化
さ

れ

て

お

り、

き
わ

め

て

効
率

的
に

遂
行
さ

れ
る

か

ら
、

徒
歩
巡
礼
の

場
合
に

し
ば
し

ば

強
調
さ

れ
る

よ

う
な、

劇
的
な
体
験
や

葛
藤
が

あ
ら

わ
れ

る

わ
け

で

は

な
い

。

あ
る

意
味

で

は

退

屈
と

評
さ

れ
て

し

ま

う

か

も

知
れ

な

い

描
写
が

淡
々

と

つ

づ

く
だ

け
で

あ
る

。

だ

か

ら
、

著
者
自
身
も

い

さ

さ

か

こ

の

章
を
も
て

あ
ま
し

て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

し

か

し

か

れ

ら

を

物
見
遊
山
の

巡
礼
と

し

て

片
付

け

て

し
ま
っ

て

は

な
る

ま

い
。

信
仰
の

旅
か

物
見
遊
山
の

旅
か

と

い

う
対

立
図
式
が
し

ば
し
ば
こ

と

の

実
態
を

見
誤
ら

せ

て

き

た
こ

と
は、

評
者
な

ら

ず
と

も
し

ば
し

ば
指
摘
し

て

き

た

こ

と

で

あ
っ

た
。

8
　
＞

≦
錯

9
＝
h

Ω

＝
茜
ユ

ヨ
叫
αQ
 膕

→

蠢
コ
。゚

ho

「

髯
国

二
〇

戸

舛
コ

亀

勺
 

「

　
　
ゴ
P
餌
コ
 

口
O
Φ

　

著
者
の

関
心
は、

ゴ

ー

ル

に

た
ど

り
つ

い

た

巡

礼
た
ち

の

そ

の

後
に

ま

で

及
ん

で

い

く
。

著
者
は

「

四

国
病
」

と

い

う

巡
礼
た
ち

の

表
現
に

導
か

れ

て、

彼
ら

の

人
生
そ

の

も
の

を
変
え
て

い

く
き
っ

か

け

と
し

て

の

巡
礼

体
験
に

つ

い

て

考
察
を
深
め

て

い

く
。

す
な

わ

ち

著
者
は、

巡
礼
と

い

う

民
俗
宗
教
の

な
か

に、

一

回

限
り
の

閉
じ

ら

れ

た

儀
礼
の

小

宇
宙
に

収
ま

り

き

ら
な
い

普
遍
性
を
見
い

だ

そ

う
と

し

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
さ

て

日

本
の

巡
礼
習
俗
に

関
す
る
研

究
も

、

も
う

相
当
に

長
い

歴
史
を

刻
ん

だ
と

い

っ

て

よ

か

ろ

う
。

新
城
常
三

氏
の

大
著

『

社
寺
参
詣
の

社
会

経
済
史

的
研
究
』

二

九
六

四

年、

塙
書
房）

に

よ
り、

歴

史
の

中
で

広

い

眺
望
を

手
に

入
れ

た

研
究
者
た
ち

は、

そ

の

後
宗

教
学、

民

俗
学、

社

会
学
等
々、

そ

れ

ぞ

れ

が

よ
っ

て

た
つ

学
問

領
域
か

ら

の

発
言
を
続
け
て

き

た
。

そ

の

間、

巡
礼
と

い

う
習
俗
そ
の

も
の

に

も

曲
折
が
あ
っ

た
。

な

か

で

も

四

国
遍
路
習
俗
は

隆
盛
の
一

途
を
た
ど

っ

て

き

た

と

い

え
る

。

評

者
が
三

十
年
ほ

ど

も

前
に

巡
礼
研
究
に

関
心
を

持
ち

始
め

た

こ

ろ

に

お

い

て

も、

徒
歩
の

遍
路
は

決
し
て

少
な
く
は

な

か

っ

た
し、

巡
拝
バ

ス

に

よ

る

団
体
バ

ス

参

詣
も

そ

れ

な
り
に

盛
ん
だ
っ

た
。

し
か

し
佐
藤
久
光
氏
に

よ

れ

ば

ー
そ

の

根
拠
と

な
る

と

か

な
ら
ず
し

も
は
っ

き

り
と

は

し
な
い

の

だ

が

ー
、

一

九

七
八

年
か

ら
二

〇
Q
二

年
ま
で

の

お

よ

そ

四

半

世
紀
の

間

に
、

実
に

四

倍
強
の

増
加
を
み

せ

た
と

い

う
（
『

遍
路
と

巡
礼
の

社
会

学
』

二

〇
〇
四

年
、

人
文
書
院）

。

い

っ

ぽ

う

研
究
面
で

は

右
の

よ

う
な

学
問

分
野
の

な

か

で

い

く
つ

も
の

個
別
研
究
が

生
み

出
さ

れ

た
だ
け
で

な
く、

も
っ

と

大
規
模
な
研
究
プ

ロ

ジ
ェ

ク

ト
や

研
究
集
団
が
見
ら
れ
る

と
こ

ろ

ま

で

や

っ

て

き

て

い

る

し、

早
稲
田
大

学
で

巡
礼
を
テ

ー

マ

と

し

た
通
年

の

授
業
（
「

現

代
社
会
と

巡
礼

ー
四
国
遍
路
と

遍
路
道
の

社
会

学
」）

が

組
ま
れ
て

か

ら
、

も

う
五

年
ほ

ど

に

な
る

で

あ
ろ

う
か

。

　
そ

れ
に

も
か

か

わ
ら

ず
一

種
の

閉
塞

感
が

た

だ
よ
っ

て

く
る
印
象
を、

評
者
は

時
と

し

て

持
つ

こ

と
が
あ
る

。

本
格
的
な
巡
礼
研
究
草
創
期
に

提

出
さ

れ
た

議
論
の

枠
組
み

や

論
点、

さ
ら

に

史
実
の

デ
ィ

テ

ー
ル

が

精
緻

化
さ

れ

る
こ

と

は

あ

っ

て

も、

そ
こ

か

ら

先
へ

の

展
望
が

開
け

て

こ

な

い
。

こ

の

よ

う

な
印
象
が

ど
こ

か

ら
や
っ

て

く
る
の

だ
ろ

う
か

。

実
の

と

こ

ろ

そ

れ
を
論
じ
は

じ

め

た
ら
と

う
て

い

書
評
の

域
に

収
ま
ら

な

い

大
き

226（854）
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書評 と紹介

な

課
題
に

な
っ

て

し

ま
う
だ
ろ

う
。

　

た
だ
少．
な
く
と

も
一

つ

の

要
因
を
指

摘
す
る

な
ら
、

研

究
者
た

ち

も

無

意
識
の

う
ち

に

陥
っ

た
一

種
の

価
値
序
列
に

あ
る

の

で

は

な
い

か
。

と

い

う
の

は

巡

礼
者
た

ち

の

世
界
に

お

い

て
、

徒
歩
巡
礼
と
バ

ス

・

自
動

車
巡

礼
と

は、

厳
然
た

る

上

下
関
係
の

も
と

に

イ
メ

ー
ジ

さ
れ
て

い

る
。

そ

し

て

じ
つ

は

研
究

者
自

身
も
あ
る

程

度
同
じ
価
値
観
の

な
か

に

と

り
こ

ま

れ

て

し
ま
っ

て

い

る

た

め、

研

究
者
た

ち

の

関
心

は

ま

ず
徒
歩
巡
礼
に

向
か

い

が

ち

で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
。

い

っ

ぽ

う

本
書
の

記
述
を

待
つ

ま

で

も
な
く、

実
態
と

し

て

は

今
凵
す

で

に

圧
倒
的
な
バ

ス
・

自
動
車
巡
礼
の

時
代
に

移
っ

て

き

て

い

る

の

で

あ
る

。

研
究
者
の

目
は

時
代
に

取
り
残
さ

れ
て

い

る
の

か

も
し

れ
な
い

。

け

れ
ど

も
バ

ス

巡
礼
の

場
合
で

も、

大
き

な
充
足
感
を
心
に

お

さ
め

て

帰
っ

て

い

く
巡

礼

者
の

姿
を

発
見
す
る

こ

と

は

十
分
に

可

能
な
の

で

あ

る
（
石

本
敏

也
「

ア
ル

バ

ム

の

な

か

の

巡

礼

ー
編
集
し

な

お

さ

れ
る
四

国
八

十
八

箇
所
」

『

日
本
民
俗
学
』

二

四
「
、

二

〇
〇
五

年、

口
本
民
俗
学
会）

。

　

あ
る

い

は

つ

ぎ
の

よ
う
な

事
実
を
あ

げ
る

こ

と

も

で

き

る
。

接
待
と

い

う
風
習
を
め

ぐ
っ

て
、

地
域
住
民
が
巡

礼
者
に

対
し
て

与
え

る

無
償
の

厚

意
と

し

て

と

ら

え、

そ

の

背
後
に

大
師

信
仰
を

見
て

取
ろ

う
と

す

る
、

き

わ
め

て

伝
統
的
な

見
解
が

あ
る

。

そ

れ

に

対
し

て

近

年
の

善
根

宿
を

対

象

と
す
る

実
態
調
査
で

の

事
例
に

よ

れ

ば
、

巡
礼

者
と

い

え
ど
も

善
根
宿
を

う
け
た

な
ら

ば
、

掃
除
を
し

て

い

く
な

ど
相
応
の

感
謝
の

意
を

行
動
で

表

し
て

行
く
べ

き

だ

と

い

っ

た

考
え
方
も

現
れ

て

い

る

と
い

う
。

そ

う
し
た

意
見
を

述
べ

た

複
数
の

イ
ン

フ

ォ

ー
マ

ン

ト

は
、

奇
し
く
も
四

国
以
外
の

出
身
者
で

あ
っ

た

と

い

う
点
が

興

味
深
い
。

ま

た
あ

る
村
で

は

巡
礼
者
た

ち
の

多
大
な

助
力
に

よ

っ

て

地
域
の

仏
堂
の

修
復
が

な
っ

た

も
の

の
、

結

局
そ

れ

は

巡
礼
者
た

ち

の

宿
泊
施
設
と

し

て

使
用
さ

れ

る

こ

と

は

な

く
、

管
理

上

の

問
題
を

理
由
に

、

む

し

ろ

巡
礼
者
た

ち

を
拒
絶
す

る

結
果
と

な

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ρ
↓

っ

て

し

ま
っ

た

と

い

う
で

き

ご

と

も
報

告
さ
れ

て

い

る
。

こ

れ

ら

の

事
例

は

い

ず
れ

も、

巡

礼
者
と

地

域
住
民
と

の

あ
い

だ
に

親
和
的
と

ば
か

り

は

い

え

な

い

関
係
が

生
ま
れ

て

い

る

こ

と

を
示
し

て

い

る
。

も

ち

ろ

ん

非
親

和
的
な

関
係
は

近

年
に

は

じ
ま
っ

た

こ

と

で

は

な
い

が、

右
の

で

き

ご
と

は

あ
く

ま

で

接
待
・

善
根
の

場
に

あ
ら

わ
れ
た

も
の

で

あ
る

と

い

う

意
味

で、

過
去
の

そ
れ

と
は
別
も
の

で

あ
る

と

い

っ

て

よ

い
。

だ

か

ら

右
の

よ

う
な

現
象
が
、

た

ん

に

見
落
と

し
て

い

た

事
実
の

発

見
に

す

ぎ
な

い

の

か
、

そ

れ
と

も
世

相
の

変
化
に

よ

っ

て

新
し

く

う
ま

れ

た

事
態
な

の

か
、

十
分
な
検
討
を
必
要
と

す
る
こ

と

は

ま

ち

が
い

な
い

、

　
こ

ん

な

風

に

み

て

く
る

と
、

巡

礼
の

実
態
と

し
て

も

う
ひ

と

つ

残
っ

た

の

は
、

自
家

用
車
に

よ

る

巡
拝
方
式
で

あ
る

。

し
か

し

こ

れ

は

著
者
が

ス

ポ

ッ

ト

を
あ
て

た

二

種
の

巡
拝
方
式
ー

徒
歩
と

バ

ス

巡

拝
i

に

く

ら
べ

る

と
、

調
査
は

格
段
に

む

ず
か

し
く
な
る

に

ち

が

い

な

い
。

な

に

し

ろ

調
査

者
が

巡
礼
に

同
行
し

な

が

ら

イ
ン

タ
ビ
ュ

ー
や

観
察
を

行
う

こ

と

が
ほ

と

ん

ど

不
可
能
だ
か

ら

で

あ

る
。

い

ず
れ

な

ん
ら

か
の

調
査

法
が

案
出
さ

れ

る

こ

と

を
期

待
し
た

い
。

　

評
者
が
冒

頭
で

示

唆
し

た

よ

う

に
、

本
書
が

先．
に

述
べ

た

よ

う

な

視
点

の

固
定
化
を

極
力
さ

け

よ

う
と

す

る

方
法
論
の

も
と

で

生
み

出
さ

れ

た

成

果
で

あ
る

こ

と

は

疑
い

な

い
。

さ

き
に

紹
介
し

た、

従
来
の

巡

礼
研
究
の

認

識
枠
組
み

に

お

さ

ま
り

き
ら

な
い

接
待
・

善

根
を

め

ぐ
る

事
例
が、

い

ず
れ

も
専
門
の

巡

礼
研
究
者
に

よ

る

調
査
の

成

果
で

は

な
く、

学
生
の

卒

業
論
文
や
修
士
論
文
の

研
究
に

も
と
つ

く

素
朴
な
発
見
で

あ
っ

た

と

い

う

の

は、

皮
肉
で

あ

る

と

同
時
に

示

唆
的
で

も

あ
る

と．
言
わ
ね

ば

な

る

ま
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い
。

著
者
は

そ
の

結
論
の

章
で、

→

度
は

さ

ま
ざ
ま

に

四

ヨ
げ

貯
霞
Φ

艮

な

様
相
を

列
挙
し
な
が

ら
、

結
局
は

そ

う
し
た

枠
組
み

で

巡
礼
を
と

ら

え
る

こ

と

を
拒

否
す

る
。

評
者
は

そ
う
し

た

著
者
の

基

本
姿

勢
を

支
持
し

た

い
。

自
ら
歩
い

て

み

る

こ

と
、

自
ら
バ

ス

ツ

ア

ー

の
一

員
と

な

っ

て

み

る

こ

と、

そ

う
し
た

積
み

重
ね

か

ら

し
か、

こ

の

閉
塞

状
況
は

突
破
で

き
な

い

だ
ろ

う
か

ら
で

あ
る

。

早
川

紀
代
秀

・

川

村
邦
光
著

『

私
に

と
っ

て

オ

ウ

ム

と

は

何
だ
っ

た

の

か
』

ポ

プ
ラ

社
　
二

〇
〇
五

年
三

月
二

五

日

刊

四

六

判

　
三

三

九
頁

　→

六

〇
〇
円
＋

税

228｛856〕
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注

（

1
）

　

両
報
告
と

も、

評

者
が

勤
務
す
る

大

学
に

提
出
さ

れ
た

卒

業
論
文

　
お

よ
び
修
士
論
文
に

よ
っ

た
も

の

で

あ
る

。

島

田

裕

　
巳

　

本
書
は、

オ

ウ

ム

真
理

教
の

幹
部
で、

教
団
の

建
設
省
大
臣
の

地
位
に

あ
っ

た

早
川
紀
代
秀
が
つ

づ

っ

た

手
記
と
、

早
川
の

裁
判
に

お

い

て

弁
護

側
証
人
と

し

て

証
言
を

行
っ

た

宗

教
学
者
の

川
村
邦
光
に

よ

る

オ

ウ
ム

真

理

教
の

事
件

、

な

ら

び
に

早
川
が

数
々

の

凶
悪

事
件
に

関
与
す

る

ま
で

の

経
緯
に

つ

い

て

の

分

析
の

二

つ

か

ら
構
成
さ

れ

て

い

る
。

前
者
が

本
全
体

の

三

分
の

二

を

占
め、

残
り
の

三

分
の
一

が

後
者
に

あ

て

ら

れ

て

い

る
。

　
オ

ウ

ム

真
理

教
の

幹
部
の

な

か

で、

一

審
な

ら

び
に

控
訴
審
に

お

い

て

死
刑、

な
ら

び
に

無

期
懲
役
の

判
決
を
下
さ

れ

た

者
は、

教
祖
で

あ
る

麻

原
彰
晃
を

含
め

十
八

名
に

の

ぼ

る
。

な
か

に

は、

岡
崎
一

明
の

よ

う
に、

最
高
裁
に

お

い

て

死

刑
判
決
が

確

定
し
た

者
も

い

る
。

そ

の

う
ち

、

こ

れ

ま
で

ま

と

ま

っ

た

手
記
を

発
表
し

て

い

る

の

は、

医
師
で

教
団
の

治
療
省

大
臣
を
つ

と

め、

地

下
鉄
サ

リ
ン

事
件
で

は

サ

リ

ン

散
布
の

実
行

犯
と

な

っ

た

林
郁
夫
だ
け

で

あ
る

。

林
の

場
合、

判
決
は

無

期
懲

役
で

あ

り
〔
現

在
服
役
中
）

、

死
刑
判
決
を

受
け

た

教
団
幹
部
の

手
記
は

今
回
が

は
じ
め

て

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　
と

く
に

早
川
は、

］

連
の

事
件
の

発
端
と

な
る
一

九
八

八
年
に

起
き

た


