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に

現
世
利
益
と
い

え
る

だ

ろ
う

。

そ
し
て

圭
室
は

『

葬
式
仏
教
』

に

お
い

て
、

日
本
仏
教
は

ま

ず
治
療
・

招
福
の

仏
教
と
し

て

定
着
し
て

い

き
、

最

後
に
葬
祭
仏
教
が

民
衆
に

定
着
し

て

い

っ

た
と

認
識
し
て

い

る
。

同
様
に

中

村
元
に

お
い

て

も

日

本
の

初

期
仏

教
を

現
世
利
益

的
と

規
定
し

て

お

り、

そ
の

視
点
は

現
世
利
益
を
も
っ

て

日
本
仏
教
の

基
底
と
し
て

い

る

点

に

お
い

て

共
通
し

た

も
の

で

あ
る

。

　
二

点
と
し

て

仏

教
者
に

よ

る

現
世
利
益
理

解
を
指
摘
し
た
が

、

藤
井
正

雄
の

言
に

よ
れ
ば

、

仏
教
学
の

立

場
か

ら
は

、

少
な
く
と

も
仏

道
修
行
の

結
果
と
し
て

現
世

利
益
は

認
め

ら
れ

る

が
、

利
益
を
受
け
る

こ

と
を
目

的

化
す
る

こ

と
は
認
め
て

い

な
い

と
い

う
こ

と
に

な
る

。

し
か
し
な
が
ら

仏

教

者
は

そ
の

よ

う
な

教
義
と

民
衆
の

現
世
利
益
的
欲
求
の

隘
路
で

、

現
世

利

益
を
反
仏
教
的
と
し

て

否
定
す
る

視
座
と

民
衆
を
仏
法
に

導
く
方
便
と

し

て

肯

定
的
に

捉
え
る

視
座

の

二

つ

の

選
択
肢
を
た

ど
っ

た
と

み

て

い

る
。

こ

の

二

つ

の

選

択
肢
の

間
に

お

い

て
、

現
世
利
益
は

民
衆
の

生

活
欲

求
の
】

形
態
と

捉
え
ら
れ
て

き
た

。

こ

の

仏
教
学
の

消
極
姿
勢
に
対
し
て

五

来
重
は

痛
烈
に

批

判
し

、

民
衆
の

仏

教
こ

そ
真
の

仏
教
と

い

う
観
点
か

ら
、

現
世
利
益
信
仰
は

五

来
が
体

系
化
す
る

「

仏
教
民
俗
学
」

に

位

置
づ

け
ら
れ
て

い

く
。

　
次
に

宮
田
登、

イ
ア

ン
・

リ

ー

ダ
ー

の

言
説
を
も
と

に
民
俗
宗
教

論
に

お

け
る

現
世
利
益
理
解
を

論
じ
た

。

宮

田
の

現
世
利
益
理
解
は
、

辻

善
之

助
に

よ
っ

て

提
唱
さ
れ
た
近
世
仏

教
11

仏
教
堕
落
論
と
い

う
仏
教
の

語
り

方
か
ら
距
離
を

置
き、

民

衆
の

中
に

息
づ

い

て

い

る

仏
教
を
「

生
き
た
仏

教
」

と

し
て

と

ら
え
る

視
座
に

接
続
さ
れ
て

い

る
と

い

え
る

。

同
様
の

視

座
は

「

民
衆
の

中
の

仏
教
」

に

関
心
を

持
つ

宗
教
学
者
に

も
共
有
さ
れ
て

い

る
も
の

で

あ
り、

イ

ア

ン
・

リ
ー

ダ
ー

に
お
い

て

も
、

教
義
的
な
仏

教

と
比

較
さ
れ

、

不
当
な
地

位
に

あ
っ

た
と

す
る

現
世

利
益

信
仰
を
取
り
巻

く
研

究
状

況
を
踏
ま
え
つ

つ
、

現
世
利
益
信
仰
が

民
衆
の

宗
教
行
動
や

思

考
の

主
な
る

問
題
に

な
る

こ

と
を

示
唆
し

て

い

る
の

で

あ
る

。

　
最

後
に、

こ

の

よ

う
な

現
世
利
益
信
仰
理
解
の

転
換
に

な
っ

た
の

は
、

一

九
七
〇

年
に

発

刊
さ
れ
た

日
本
仏
教
研
究
会
編

『

日

本

宗
教
の

現
世
利

益
』

で

あ
っ

た
と

し
、

当
時
の

新
宗
教
の

隆
盛
の

な
か

、

そ

の

原
動
力
は

現
世

利
益
に

あ
る

と
い

う
認
識
が

あ
り

、

翻
っ

て

は
仏
教
と

現
世
利
益
の

関
係
を

多
角
的
に

問
う
試
み

で

は

な
か
っ

た
か
と

考
察
し
た

。

そ
し

て

そ

の

よ

う
な
試
み

か
ら

、

個
別
の

論
説
間
に

は
相
違
が
あ
る
も
の

の
、

旧

来

の

消

極
的
で

二

律
背
反
的
な

現
世

利
益
理

解
か
ら

、

民

衆
と

宗
教
の

関
係

を
肯

定
的
に

位
置

付
け、

対
立

構
造
か
ら
相
互
作
用
へ

と

転
換

さ
れ

た

現

世
利

益
理
解
が

共
通
化
し
て

い

っ

た
と
い

え
る

。

『

日

本
宗

教
の

現
世

利

益
』

は、

そ
の

よ

う
な

現
世

利
益

理
解
転
換
の

た
め
の

孵
化
器
の

よ

う
な

役
割
を
果
た

し
た

の

で

あ
る

。

よ
さ
こ

い

系
祭
り

の

組

織
的

特
徴

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

芳
賀
　
　
学

　
一

九
八
〇

年
代
以
降
の

日

本
社

会
に

お
い

て

は、

主
と
し

て
、

都
市
化

（

郊
外
化）

と

共
同

体
の

解
体
に

よ

っ

て
、

伝
統
的
な

多
く
の

祭
り
が

衰

退
す
る
一

方
で
、

阿
波
踊
り
・

サ
ン

バ

・

郡
上
踊
り
な
ど
の

祭
り
は

、

従

来

行
わ

れ
て

い

た

地
域

か
ら

日
本

各
地
へ

と

伝
播
拡

大
す

る
傾

向
に

あ

る
。

本
報
告
に

お
い

て

は
、

こ

う
し

た

祭
り
の

中
で

も
も
っ

と

も
広
範
に

拡
大
し

て

い

る
「

よ

さ
こ

い

系
祭
り

」

を

取
り
上
げ
る

。

「

よ

さ
こ

い

系

祭
り

」

と

は
、

一

九
五
四
年
に

高

知
市
で

生
ま
れ
た
「

よ
さ

こ

い

祭
り

」

に

起
源
を
も
つ

祝
祭
群
の

総

称
で

あ
る

。

こ

の

種
の

祭
り
は

、

四

〇

年
近

（1017）295

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 6部会『宗教研 究』 86巻 4 輯 （2013年）

く
の

間、

ほ

ぼ

高
知
固
有
で

あ
っ

た
が
、

九
二

年
に

札

幌
に
伝

播
し、

「

照
OQ
。

〉
囚

OH

ソ

ー

ラ

ン

祭

り
」

と

し
て

大
成

功
し
て

以
降

、

全
国
に
急

速
に
拡
大
し

、

現
在
二

百
箇
所
以
上

に

達
す
る

と
い

わ
れ
て

い

る
。

こ

の

「

よ

さ
こ

い

系
祭
り

」

に

関
し
て

は
、

指

定
さ
れ
た

楽
曲
の

一

節
を

含
む

伴
奏
に

合
わ
せ
て

鳴
子
を
手
に

持
っ

て

踊
る

こ

と
以

外
に

、

一

切
し
ば
り

の

な
い

自

由
度
の

高
さ
や

そ
れ
ゆ
え
の

可
変
性
が

従
来
注
目

さ
れ

て

き
た

が
、

こ

こ

で

焦

点
を
当
て

る
の

は

そ
の

組
織
的

特
徴
で

あ
る

。

　
こ

の

点
を

考
え
る

上
で

重

要
で

あ
る

の

が、

松
平
誠
が
一

九
八

〇
年

代

に

東
京
「

高
円

寺
阿
波
お
ど

り
」

を

調
査

し
て

提
出

し
た、

「

合
衆
型
祝

祭
」

と
い

う
概

念
で

あ
る

。

彼
は
、

そ
の

著
書
『

都
市
祝
祭
の

社
会
学』

の

中
で、

町
内
と
い

う
地
域

共
同
体
を

基

盤
と

す
る

伝
統

的
な

祝
祭
に

対
し
て
、

「

日
常
的
な

生

活
諸
縁
か
ら
脱
出

し
た

個
人
の

集

ま
り
で

あ
る

『

衆
』

、

あ
る

い

は

自
由
で
一

時
的
な

仲
間
と

し
て

の

『

党
』

」

が

担
い

手

と
な
っ

て

行
わ
れ

る

「

一

見
無
秩

序
と

も
見
え
る

開
放
的
な

祝

祭
行
為
」

を
こ

う
呼
び

表
し

た
。

そ
し
て、

そ

の

特
徴
と

し
て、

さ

ら
に、

 
地

縁
・

血

縁
・

階
層
帰
属
な
ど
の

制
約
が

薄
い

、

 
家
族
単
位
で

は

な
く

、

個
人

単
位
の

構
成、

 
メ

ン

バ

ー

の

居

住
地
域
が

広
域
に

及
ぶ
、

 
メ

ン

バ

ー

の

加
入
と

離
脱
に

関
す
る

流
動
性
が
高
い

、

と
い

っ

た

傾

向
を
挙

げ

て

い

る
。

こ

れ

ら
の

傾
向
は

、

現

代
の

「

よ
さ
こ

い

系
祭
り

」

の

チ

ー

ム

に

も

当
て

は

ま
る

も
の

ば
か

り
で

あ
る
だ
け
で

は
な

く
、

そ
の

適
合
度
は

八

〇

年
代
の

「

高

円
寺
阿

波
お
ど

り
」

よ

り
も

明
ら

か
に

高
ま
っ

て

い

る
。

こ

う
し
た

傾
向
は
、

他
の

祭

り
の

動
向
と
一

致
す
る

だ

け
で

な
く

、

現
代
新
宗
教
に

特
徴
的
な
組
織
形
態
と

も

符
合

す
る

が

ゆ
え
に
、

よ
り
一

般
的
な
適
用
の

可
能
性
が

あ
る

と
思
わ
れ

る
。

　

こ

こ

ま
で

述
べ

た
点
は
、

祭
り
集
団

（

チ
ー

ム
）

と

参
加

者
（
踊

り

子）

と

の

関

係
が
よ

り
自
由
度
を
増
し
て

い

る

こ

と
を

示
し
て

い

る
が
、

「

よ

さ
こ

い

系
祭
り

」

か

ら
み

え
る

祝
祭
の

変
化
は
そ
れ
だ

け
で

は

な
い

。

も
う
ひ

と
つ

の

重

要
な

点
は、

祭
り

集
団
と

祭
り
主

催
者
と
の

関
係
で

あ

る
。

町
内
等
の

地
域
共
同
体
に

支
え
ら
れ
て

い

た

か

つ

て
の

祭
り
で

は
、

祭
り
集
団
は

、

祭
り
主

催
者
に

帰
属

す
る

下
位
集
団
で

あ
っ

た
。

い

い

か

え
れ
ば、

祭
り
集
団
と
は

、

祭
り
を
主

催
実
行
す
る

地
域
の
一

部
〔
地
区

11

町

内）

を

単
位
と
す
る

も
の

だ
っ

た
の

で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え、

祭
り
集

団
の
パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

も
、

基
本
的
に

帰
属
す
る

祭
り
の

中
で

発
揮
さ
れ

る

べ

き
も
の

で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

「

よ

さ
こ

い

系
祭

り
」

の

チ
ー

ム

で

は
、

様
相
は
一

変
し

て

い

る
。

こ

の

種
の

チ

ー

ム

で

は
、

い

く
つ

も
の

祭

り
や

イ
ベ

ン

ト

に

参
加
し
て、

一

年
間
に

何
度
も
演
舞
す
る

の

が
一

般
的

な

姿
で

あ
る

。

中
に

は
、

ど
こ

が
ホ
ー

ム

と

す
る
祭
り
か
が

判
然
と

し
な

い

グ
ル

ー

プ
さ

え

あ
る

。

参
加
す
る

祭
り

や
イ
ベ

ン

ト
は
、

近
距
離
の

場

合
が

多
い

も
の

の
、

真
冬
を

除
く

年
中

、

二

大
聖
地
と

さ
れ

る

高
知
・

札

幌
な
ど
、

全

国
を

股
に

か

け
て

移

動
す
る

チ

ー

ム

も
あ
る

。

祭
り
主
催
者

の

側
も

、

地

元
の

チ
ー

ム

と
と

も

に、

参
加
費
等
の

義
務
を
課
し
た

上

で
、

外
部
の

チ

ー

ム

を

積
極
的
に

受
け
入
れ

る

傾
向
が

あ
り、

結
果
と

し

て

参
加
チ

ー

ム

の

過
半
数
（
極
端
な

場
合
に

は

ほ

と
ん

ど
）

が
外
部
の

チ

ー

ム

に

よ

っ

て

占
め

ら
れ

る

祭
り
も

珍
し

く
な
い

。

つ

ま
り、

こ

の

種
の

祭
り
に

お

い

て

は
、

祭
り
集
団
と

参
加
者
だ

け
で

は

な
く、

祭
り
主

催
者

と

祭
り
集
団
の

関
係
も

大
幅
に

自
由

度
を

増
し
て

お

り、

祭
り
主

催
者
・

祭
り
集
団
・

参
加
者
と
い

う
三

者
か
ら
な
る

祝
祭
の

組
織
的
構
造
自
体
が

新
し
い

も
の

へ

と

変
化
し

て

い

る

の

で

あ
る

。
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