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唱
し
て

い

る

と

解
釈
す
る

こ

と
が

で

き
る

だ

ろ

う。

お
そ
ら

く
で

は

あ
る

が、

圭
室
の

主

張
は

、

キ
リ
ス

ト
教
（

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
）

に
よ

る

告
別

式
の

よ

う
な

葬
祭
を
し

な
け
れ
ば
、

伝
統
仏
教
教
団
の

「

活
き
る

路
」

は

な
く
な
る
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
。

彼
の

こ

う
し
た

見
解
が
一

〇

〇

％

正

し
い

か
ど

う
か

は

断
三
口

で

き
な
い

が
、

戦
後
に

お
け
る
「

檀
家
離
れ
」

と

い

う
現
象
を
は

じ
め
、

「

直
葬
」

、
「

生

前
葬
」

、

「

散
骨
」

な
ど

と

い

っ

た

新
し
い

葬
式
の

形
態
の

台
頭
を
勘

案
す
れ

ば
、

そ
の

主
張
に

は
一

理
あ
っ

た
と

認
め
ざ
る

を

え
な
い

。

　
い

ず
れ
に

し
て

も、

圭
室
が
用
い

た
「

葬
式
仏
教
」

論
は
、

現
在
し
ば

し
ば
み

ら

れ
る

よ

う
な、
「

葬
式
は
い

ら

な

い
」

と
い

っ

た

極

論
で

は

な

か
っ

た．、

こ

の

よ

う
な
意
味
に

お
い

て
、

今
日、

否
定
的
な
表
現
と

し
て

あ

り
が
ち

な
「

葬
式
仏

教
」

批
判
と

圭

室
の

「

葬
式
仏

教
」

論
の

問
に

は
、

そ

の
ニ

ュ

ア

ン

ス

に

い

さ
さ
か
の

相
違
が
あ
る
と
い

っ

て

も
よ

い

の

で

は
な
か
ろ

う
か

。

戦
後
日
本
仏
教
と
民
俗

学

五

来
重
の

場
合

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

碧
海
　
寿
広

　

仏
教
民
俗
学
の

創
始

者
と
し

て

知
ら
れ

る

五

来
重

2

九
〇
八

−
一

九

九
三
）

に

つ

い

て

は、

二

〇
〇

〇

年
代
以
降
に

い

く
つ

か
の

研

究
が
出
さ

れ

て

き
た

。

「

民
俗
資
料
を

使
っ

た

仏
教
史
」

と
し

て

そ
の

学
問
の

方
法

論
的
な
側

面
に

つ

い

て

考
察
し

た

林
淳、

近

代
の

哲
学
的
な
仏
教
観
を
批

判
す
る

実
践
の

仏
教
思

想
家
と
し

て

五

来
を

評
価
し
た

碧
海
寿
広、

五

来

の

言
論
は
「

近

代
仏
教
」

が
切
り
捨
て

た

「

民
俗
」

「

俗
信
」

を

学
問
的

に

救
出
し
た
が
、

他
方
で

同
時
代
の

「

新
宗
教
」

「

迷
信
」

は

蔑
視
・

排

撃
し
た

と

指
摘
す
る

土

居
浩、

な

ど

の

成
果
で

あ
る

。

本
発

表
で

は
こ

れ

ら

の

先
行
研
究
を
ふ

ま
え
つ

つ
、

戦
前
か

ら

戦
後
に
か

け
て

の

五
来
の

学

問
形
成
と

展
開、

そ
の

背
景
や

特
質
に

つ

い

て

考
察
す
る

。

　

東
大
で

仏
教
学
を
学
び
、

紀
平
正

美
の

哲
学
講
義
に

魅
了
さ
れ
て

「

龍

樹
の

『

中
論
』

の

八

不
中
道
を
、

へ

ー

ゲ
ル

弁
証
法
に

よ
っ

て

解
釈
す
る

と
い

う
テ

ー

マ
」

を
卒
業
論

文
に

選
ん

だ
五

来
は
、

し

か
し

大

学
卒
業

後、

民
衆
信
仰
が

濃
密
に

息
づ

く
高
野
山
の

実
情
を
目
の

あ
た

り
に

し
た

こ

と

で
、

仏
教
学
が
扱
う
仏
教
と
は

「

ま
っ

た

く
異

質
の

仏

教
が
あ
る

こ

と

を
知
」

り、

そ
う
し
た

「

生

き
た

日
本
仏
教
」

へ

の

関
心
を

深
め

て

い

く
。

そ
の

後、

京
大
の

大
学
院
に

在
学
中、

柳
田
国
男
の

講
演
を

聴
い

て

衝
撃
を
受
け
た

彼
は
、

さ
ら
に

そ
の

後
に
柳
田
の

「

毛
坊
主

考
」

な
ど

を

読
ん

だ
こ

と
で

「

自
分
の

学
問
の

方
向
が
決

ま
」

り
、

「

そ
れ

ま

で

な
ら

っ

た

教
団

中
心
の

仏

教
の

歴

史
の

も
つ

む

な
し

さ
と
い

う
も
の
」

か

ら

＝

ぺ

ん

に

解
放
」

さ
れ

た
。

そ
れ
か
ら

全

国
の

民
俗
調
査

を
独
自
に

行

う
よ

う
に

な
っ

た

彼
は
、

戦
時
下
の

昭
和

＝
ハ

年
に

初
め
て

の

公

開
論

文

「

弘
法
大
師
伝
説
の

精
神
史
的
意
義
（

上
）

」

を

発
表
す
る

。

こ

れ
は

、

全

国
の

大
師
伝
承
か
ら

「

日
本
〔
民
族）

精
神
」

を

抽
出

す
る

と
い

う
趣
旨

の

論
文
で

、

時
局
的
な
テ

ー
マ

設

定
が
色
濃
い

が
、

し

か
し

他
方
で

、

文

字
言
語
に

対

す
る
オ

ー

ラ

ル

な
資

料
の

優
位
を

、

ま
た

民
衆
文
化
の

意

義

を

強
調
し
て

お
り、

戦

後
の

彼
の

学
説
を

予
感
さ
せ
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　

戦
後
し
ば
ら
く

後
の
一

九
五

二

年、

五

来
は

「

仏
教
と

民
俗
学
」

と
い

う
論
考
を

発

表
し、

「

仏
教

民
俗
学
」

と
い

う
新
た

な
る

学
問
を

宣
言

す

る
。

そ
こ

で

五

来
は

、

＝

般
仏
教
徒
の

信
仰
の

深
化
ま
た
は

拡
大
」

に

役
立
た

っ

て

こ

な

か
っ

た
近

代
仏
教

学
を

批
判
し

つ

つ
、

「

現
在
各
仏
教

大
学
の

宗
門
教
育
に

共

通
す
る
一

つ

の

弱

点
」

と
し

て、

若
い

僧
侶
が

大

学
卒
業
後
に

「

自

分
の

寺
へ

帰
っ

て

か
ら

、

檀
信
徒
の

あ
い

だ
に

お

こ

な

82（8（）4）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗教研 究』86巻 4輯 （2013年）パ 不 ル

わ

れ
る

行
事
や
信
仰
を
理

解
す
る

こ

と
が
で

き
な
い

ば
か
り
か、

こ

れ
に

関

す
る

簡
単
な
質
問
に

も
こ

た
え
ら
れ

な
い
」

こ

と
を

あ
げ
て

い

る
。

そ

し
て

、

民
俗
学
と
の

協
業
を

す
れ

ば
こ

う
し
た

難
点
は

突
破
で

き
る
の

で

あ

り
、

ま
た

僧
侶
が

民
俗
学
を
応

用
し

「

教
化
対
象
た
る

常
民
の

心

意
を

し
っ

か

り
に

ぎ
っ

て

布
教
伝
道
に

活
用
す
る

な
ら

ば
、

護
教
的
精

神
も
ま

た
み

た
さ
れ

る
」

と

論
じ

て

い

る
。

こ

う
し

た

仏
教
（

史）

学
に

民
俗
学
を

応

用
す
る

こ

と

の

意

義
は
、

例
え
ば

浄
土

宗
僧
侶
の

竹
田
聴
洲
も
ま
た

説

い

て

い

る

が
、

そ

の

背
景
に
は
、

当
時
の

民
俗
学
の

実
践
性
／
社
会
参
加

志

向
の

強
さ
と

い

う
の

が
あ
る
だ
ろ

う
。

「

国
家
神
道
」

な

き
後
の

「

日

本

国
民
の

教
師
」

た

ら
ん

と
し

た

柳
田
の

「

新
国
学
」

に

せ
よ

、

村
落
社

会
に

関
す
る

知
見
を

活
用
し
た

民
法
改
正
へ

の

関
与
に

せ

よ
、

民
俗
学
者

の

社
会
科
教
育
へ

の

接
近
に
せ

よ
、

そ
の

裏
に
は
、

国
民
の

日

常
的
な
信

仰
や

文
化
を

反
省
的
に
理
解
す
る

た

め

に
有
用
な
民
俗
学
と
い

う
新
興
の

学
問
が
、

学
界
も
含
め

た

様
々

な
社
会
領
域
に

進
出
し

て

い

こ

う
と

す
る

意

欲
が

見
て

取
れ

る
。

仏
教
民
俗
学
も
ま
た
、

そ
う
し

た

潮
流
の

中
で

誕

生

し
た

学
的
実
践
で

あ
っ

た
。

　
こ

の

様
な
発
生
の

由
来
を
も
つ

五
来
の

学
問
は
、

民
衆
仏
教
の

歴
史

復

元
に

邁
進
し、

教
理
の

展
開
よ

り
も
庶
民

救
済
の

諸
相
を
こ

そ
追
及
し
た

知
見
を

膨
大
に

積
み

重
ね
て

い

っ

た
。

そ
こ

で

表
象
さ
れ
た

仏
教

史
は、

民
衆
仏
教
に

よ

る

＝
兀

論
的
な
救
済
史
観
と

で

も
評
す
べ

き
イ
メ

ー

ジ
に

満
ち
て

お
り、

そ
れ

は
例
え
ば
、

親
鸞
の

よ

う
な
鎌
倉
仏
教
者
の

民
衆

性

を

強
調
す
る

論
者
（

服
部
之
総
な
ど）

と
も

、

近
世
民
衆
の

中
に
生
き
た

信
仰
を
見
る

諸
研
究
と

も
異
な
っ

て、

古
代
か
ら

現
代
ま
で

の

全
歴

史
を

貫
く
民
衆
の

主
体
的
な
仏
教
創
造
1
と
そ
の

後
の

教
理
の

付
着
や

制
度
化

に

よ
る

堕
落
1
を
語
る
も
の

で

あ
っ

た
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と
ま
と
め

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

オ
リ

オ
ン
・

ク
ラ

ウ
タ

ウ

　
ク

ラ

ウ

タ
ウ
報
告
で

も

触
れ

ら

れ
た
よ

う
に

、

本
パ

ネ
ル

セ

ッ

シ
ョ

ン

は
、

敗
戦
と
い

う
体
験
の

後
に

「

日
本
仏
教
」

の

語
り
直
し
を

試
み

た

研

究
者
た

ち
に

焦
点
を

当
て

る

こ

と
で

、

「

日
本

仏
教
」

概
念
の

再

構
築
と

戦
後
日

本
に

お

け
る

思
想
空
聞
の

更
な
る

理

解
を

目
指
す

論
文
集
『

戦
後

歴

史
学
と

日

本
仏
教
』

（

仮
題
）

の

出
版
企
画
の
一

環
と

し
て

行
わ
れ

た

も
の

で

あ
る

。

編

者
の

ク

ラ
ウ
タ

ウ
に

よ

る

全
体
的
な
イ
ン

ト
ロ

ダ

ク
シ

ョ

ン

に

続
き

、

各
発
表
者
は、

歴
史
学
・

社

会
学
の

分
野
で

活
躍
し
た

服

部
之
総

、

「

葬
式
仏
教
」

と

い

う
タ

ー

ム

の

鋳
造
で

知
ら
れ
る
圭
室

諦
成

、

伝
統
的
な

「

仏
教
学
」

の

限

界
を

感
じ、

「

仏

教
民
俗
学
」

の

確
立

に
尽

力
し
た

五

来
重
を

取
り
上

げ
た

。

こ

れ
ら

の

報
告
に

対
し

、

東
北
大
学
教

授
の

佐
藤
弘
夫
か

ら

次
の

よ
う
な
コ

メ

ン

ト

が
提
示
さ
れ

た
。

　

戦
後
日

本
ア

カ

デ

ミ

ズ
ム

は、

日

本
社
会
に

お
け
る

「

封
建
的
」

な
性

格
を
徹
底
的
に

批
判
す
る

こ

と
で

自
己
形
成
を
図
っ

た

の

で

あ
り、

日

本

仏
教
研
究
者
は
、

近
代
の

可
能

性
を
「

仏
教
」

と

「

民
衆
」

と
の

親
近
性

の

内
に
見
出
し
た

。

し
か
し
こ

う
し
た
彼
ら

の

「

民
衆
」

な
る

も
の

は、

し
ば
し
ば

「

思
想
」

か
「

実
態
」

と
い

う
二

極
分
解
の

様
相
を
呈
し
て

お

り、

そ
れ
は

黒
田
俊
雄
（
一

九
二

六

−
一

九
九
三
）

が
登
場
す
る
ま
で

続

く
。

本
パ

ネ
ル

で

取
り
上

げ
ら
れ

た
三

者
も
ま
た、

そ
れ
ぞ
れ
の

形
で

こ

う
し
た
傾
向
を
よ

く

表
現
し
て

い

る

と
佐
藤
は
ま
と
め
た

。

最
後
に

佐
藤

は、

本
パ

ネ
ル

の

成
果
は

、

ど
の

よ

う
に

し
て

近

代
仏
教
研

究
以
外
の

領

域
に

広

げ
て

い

け
る
か

、

と
い

う
問
い

を
提

示
し
た
の

で

あ
る

。

　

こ

れ
に

対
し
て

代

表
者
の

ク

ラ

ウ

タ

ウ

は
、

本
パ

ネ
ル

な
ら
び
に

企

画

中
の

論
文
集
は、

敗
戦
後
に

再
編
成
さ
れ

た

「

普
遍

性
」

の

概
念
を

理
解

（805＞83

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


