
本
書
は
、

「生
活
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
宗
教
」
の
諸
相
を
、
民
俗
学
の

立
場
か
ら
記
述
し
た
諸
論
考
か
ら
成
っ
て
い
る
。
武
蔵
大
学
の
故
宮
本
袈
裟
雄

教
授
と
二
松
学
舎
大
学
の
谷
口
貢
教
授
の
両
氏
を
編
著
者
に
冠
し
、
十
三
名
の

分
担
者
を
加
え
た
総
勢
十
五
名
の
執
筆
陣
に
よ
る
全
十
五
章
（
う
ち
特
論
二
章）

で
構
成
さ
れ
た
書
て
あ
る
。
内
容
は
、

「
民
俗
信
仰
」
の
用
語
を
め
ぐ
る
両
編

著
者
の
論
に
始
ま
り
、
家
の
神
、
な
り
わ
い
、
通
過
儀
礼
、
講
と
小
祠
、
神
社

祭
祀
、
仏
教
、
宗
教
的
職
能
者
、
シ
ャ

ー
マ
ニ

ズ
ム
、
俗
信
、
現
代
社
会
、
そ

し
て
華
僑
・
在
日
朝
鮮
人

（
こ
の

二
者
は
特
論
）
な
ど
の
多
様
な
項
目
を
「
民

俗
信
仰
」
と
い
う
全
体
的
枠
組
み
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

編
著
者
に
よ
れ
ば
、
本
書
編
輯
の
基
本
方
針
は
大
き
く
二
つ
あ
る
と
い
う
。

―
つ
は
、

「
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
じ
め
て
学
ぶ
人
で
も
理
解
し
や
す
く
、
興

味
が
も
て
る
よ
う
な
内
容
に
す
る
よ
う
心
が
け
た
」
（
ま
え
が
き
）
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
種
の
学
術
入
門
書
づ
く
り
は
容
易
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
評

論
に
流
れ
ず
、
か
つ
ま
た
単
な
る
記
実
文
に
終
わ
ら
せ
ず
、
平
明
な
記
述
を
心

が
け
つ
つ
、
し
か
も

一
定
水
準
の
学
問
的
有
意
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
点
に
配
慮
し
、
初
学
者
向
け
の
噛
み
砕
い
た

長

谷

部

八

朗

宮
本
袈
裟
雄
・
谷
日
貢
編
著

『
日
本
の
民
俗
信
仰
』

〈
紹
介
〉

内
容
に
、
学
術
用
語
に
つ
い
て
の
新
た
な
問
題
提
起
を
内
包
さ
せ
て
い
る
。
こ

こ
に
二
つ
め
の
ね
ら
い
が
あ
る
。

で
は
、
そ
の
問
題
提
起
と
は
何
か
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が
、

「
民
俗
信
仰
」
と

い
う
枠
組
み
の
祁
入
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
地
域
社
会
を
中
心
に

「生
活
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
た
宗
教
」
を
捉
え
る
枠
組
み
と
し
て
は
、

「
民
間
信
仰
」
と

い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
現
代
化
、
都
市
化
の
波
が
押
し
寄

せ
、
伝
統
的
な
信
仰
や
習
俗
は
大
き
く
衰
微
し
た
。
そ
の

一
方
で
、
仏
教
、
神

道
、
修
験
道
、
新
宗
教
な
ど
に
関
す
る
隣
接
諸
科
学
の
研
究
を
通
し
て
、
そ
れ

ら
諸
宗
教
と
民
間
信
仰
と
の
間
に
展
開
し
て
き
た
密
接
か
つ
多
様
な
関
係
が
解

明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
成
立
宗
教
と
対
置
さ
せ
、
し
か
も
地

域
社
会
を
主
要
な
拠
点
に
据
え
た
従
来
の
民
間
信
仰
論
で
は
、
こ
う
し
た
複
雑

多
様
な
関
係
性
を
把
捉
し
え
な
い
と
の
指
摘
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で

一
九
八
〇

年
前
後
か
ら
、
民
間
信
仰
に
代
わ
り
、

「
民
俗
宗
教
」
の
語
が
用
い
ら
れ
始
め

た
。
民
俗
学
界
に
お
い
て
、
そ
の
用
法
を
主
甜
的
に
進
め
た
の
は
、
桜
井
徳
太

郎
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
以
後
の
推
移
を
み
る
と
、
こ
の
民
俗
宗
教
と
い
う

タ
ー
ム
も
定
着
し
た
と
は
言
い
難
い
。
学
際
的
に
使
用
さ
れ
る
に
及
ん
だ
も
の

の
、
こ
の
語
に
対
す
る
共
通
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
さ
り
と

て
、
個
々
の
学
問
が
独
自
の
解
釈
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
し

た
中
で
、
改
め
て
「
生
活
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
宗
教
」

を
対
象
に
す
る
と

い
う
原
点
に
戻
り
、
民
俗
学
的
信
仰
研
究
の
立
場
を
主
体
的
に
再
構
築
す
る
た

め
の
用
語
と
し
て

「民
俗
信
仰
」
を
位
置
づ

け
よ
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
本
質

的
な
問
題
提
起
を
本
書
は
試
み
て
い
る
。

以
上
に
鑑
み
て
本
書
を
、
初
学
者
、
そ
し
て
民
俗
学
は
も
と
よ
り
関
連
諸
科

学
の
研
究
者
等
々

に
広
く

一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。
な
お
、
編
著
者
の

一
人
で
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