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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
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す
る
こ

と

に

資
す
る

点
で
、

戦
後
日
本
の

思
想
空
間
全

体
を

考
え
る

基

礎

と

も
成
り
得
る

と

答
え
た

。

す
な
わ

ち
「

帝
国
」

お
よ
び
「

天
皇
」

と

い

う
存
在
を
前
提
と

し
た
戦
時
中
の

日
本
仏
教
研
究
が、

敗
戦
後

、

如
何
な

る

枠
組
に

お
い

て

再
構

築
さ
れ
て

い

っ

た

の

か
を
検
討
す
る
こ

と

を
通
し

て
、

仏
教
以

外
の

分
野
に

も
通
じ
る

成
果
を

提
示
で

き
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

ま
た

各
自
の

発

表
に
対
し
て

も
質
問
が

な

さ
れ、

そ
れ
ぞ
れ
が
応
答
し

た
。

桐
原
発
表
に

対
し
て

は
、

服
部
に

お

け
る

三

木
清
理
解
の

妥
当
性
が

問
わ
れ
た

。

こ

れ
に

対
し
桐
原
は
、

服
部
と
三

木
の

親
鸞
理
解
に

は

ズ
レ

が

存
在
し
て

お
り、

そ
の一、
一
木
解
釈
に

は

当
時
か

ら
羽
仁
五

郎
な
ど
に

よ

る

批
判
が
存
在
し
て

い

た

こ

と

を

指
摘
し

、

本
発
表
は

あ
く
ま
で

服
部
の

思
想
で

あ
る

こ

と

を

付
言
し
た

。

ワ

ル

ド
発

表
に

対
し
て

は
、

『

葬
式
仏

教
』

の

み

を

取
り
上

げ
る

こ

と

で
、

圭
室
の

学
問
全
体
を
語
る

こ

と
が

可

能
か
ど

う
か
、

と
い

う
質
問
が

な
さ

れ
、

彼
は

、

そ
れ

が
確
か

に

困
難
で

あ
る、

と

答
え
た

。

今
回
は
、

時
間
制
限
の

た

め
、

あ
え
て
、

代
表
作
の

み

に
焦
点
を

当
て

た．、

圭
室
に

よ

る

「

日

本

仏
教
史
」

そ
の

も
の

を

究
明

す
る
こ

と

は
、

今
後
の

課
題
で

あ
る

と
も
述
べ

た
。

碧
海
発
表
に

対
し

て

は
、

五

来
が

自
己
の

学
問
の

総
称
を

「

仏
教

民
俗
学
」

か
ら

「

宗
教
民
俗

学
」

へ

と

次
第
に

移

行
さ

せ

て

い

っ

た
の

は
な
ぜ
か
、

と
い

う
質
問
が

な

さ

れ
た
。

こ

れ

に

対
し、

五

来
は

仏

教
よ
り
も
庶

民
信
仰
の

主

体
性
を
よ

り
重
視
す
る

傾
向
が

後
年
に
な

る

ほ
ど
強
く
な
っ

て

き
た

た
め

で

あ
る

、

等
の

応
答
が

な

さ

れ
た

。

　

質
疑
応
答
に

際
し
て

は
、

フ

ロ

ア

か
ら
も

示
唆
に

富
ん

だ
コ

メ

ン

ト
や

質
問
が

寄
せ

ら

れ

た
。

敗
戦
と
い

う

体
験
に

よ
っ

て

も、

学
問
的
な
方
向

性
に

ほ

と
ん

ど

変
化
が

み

ら
れ

な
い

よ

う
な
人
物
を
ど
の

よ

う
に

考
え
る

べ

き
か、

す
な
わ

ち

本
パ

ネ
ル

が、

断
絶
と
い

う
側

面
を
重

視

す
る
余

り、

連

続
性
を

見
逃
し
て
い

る
の

で

は

な
い

か、

と
い

う
指
摘
が

な
さ

れ

た
。

さ
ら
に

本
企
画
が、

歴
史
研
究
に

取
り
組
ん
だ
人

物
を

中
心
と
し

て

お
り

、

仏
教
の

哲
学
的
考
察
に
取
り
組
ん

だ

者
に

焦
点
を
当
て

た
場
合
に

は
、

ま
た

異
な
る

時
代
像
が
見
え

て

く
る

の

で

は

な
い

か

ー
等
々

で

あ

る
。

こ

れ
ら
に

対
し
て
パ

ネ
リ
ス

ト
は
、

ま

ず
日

本
仏

教
の

語
り
の

中
心

が

仏
教
学
か
ら
歴
史
学
へ

と

移
行
し
た
と
い

う
構
図
を

示
し

、

さ
ら
に

敗

戦
前
後
に

お
い

て

当
人
の

思
想
自
体
に

大
き
な
変
化
が
な
い

と
し
て

も、

戦
後
に
そ
の

主
張
が

主

流
に
な
っ

た

と
い

う
こ

と

か
ら、

そ
こ

に

時
代
と

社
会
の

変
容
を
見
る

こ

と

が
で

き
る

で

あ
ろ

う
と

質
疑
を
結
ん

だ
。

宗
教
に

お

け
る

死
生

観
と

超

越

代
表
者
・

司
会
　
高
田
信
良

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
氣
多
雅
子

宗
教
的
信
に

お

け
る

超
越
と

そ
の

構
造

　
　
諸
井
慶
徳
の

宗
教
論

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

澤
井
　
義
次

　

今
回
の

研
究
発
表
で

は
、

天
理

教
学
者
で

宗
教
学
者
で

も
あ
っ

た

諸
井

慶
徳

（

一

九
一

五

1
］

九
六
一
）

が、

宗
教

学
的
に

考
察
し
た

宗
教
的
信

の

本
質
構
造
を

明
ら

か

に

し、

そ
の

う
え
で

死
生
の

意
味
を
め

ぐ
る

彼
の

天
理

教
教

義
学
的
視
座
を

探
究
し
た
い

。

諸
井
慶
徳
は

奈
良
県
天

理

市
に

生
ま
れ

、

東
京
帝
国
大
学

宗
教
学

宗
教
史
学

科
お
よ

び

同
大
学
院
に

学
ん

だ
。

後
に

天
理

教
山

名
大
教
会
長
を
務
め、

天
理

大
学
の

初
代
宗
教

学
科

84（806）
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