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中
世
庶
民
信
仰
の
研
究

萩
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本
書
は
柴
田
教
授
の
一
六
篇
の
論
文
を
集
め
て
成
っ
て
い
る
。
時
期
と
し

て
も
っ
と
も
早
い
の
が
「
生
月
の
旧
キ
リ
シ
タ
ン
」
で
昭
和
二
十
六
年
、
も

っ
と
も
新
し
い
の
が
「
衆
生
擁
護
の
神
道
」
　
「
荒
神
和
讃
と
夫
妻
和
合
、
離

別
祭
文
」
の
両
篇
で
昭
和
三
十
九
年
で
、
そ
の
間
足
か
け
一
四
年
に
わ
た
っ

て
い
る
。
教
授
は
こ
の
間
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
と
併
行
し
て
近
世
庶
民
教
化

の
研
究
（
そ
の
一
部
は
『
石
田
梅
岩
』
〔
昭
私
三
十
七
年
〕
『
心
学
』
　
〔
昭
和
四
十
二

年
目
な
ど
の
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
）
と
地
方
史
（
『
泉
佐
野
市
史
』
『
水
口
町
史
』

な
ど
）
民
俗
芸
術
の
調
査
研
究
を
進
め
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
右
の
宗
教

史
関
係
の
論
考
の
数
は
多
い
と
い
え
な
い
に
し
て
も
各
篇
み
な
珠
玉
の
作
品

で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
教
授
の
平
常
の
た
ゆ
ま
ざ
る
里
雪
と
学
問
へ
の
熱

情
と
が
し
の
ば
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
敬
服
し
て
や
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
書
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
教
授
の
学
問
の
性
格
は
つ
ぎ
の
諸
点
を
も

っ
て
代
表
さ
せ
得
る
か
と
思
う
。

　
第
一
は
き
わ
め
て
視
野
が
広
く
、
つ
ね
に
総
合
的
立
場
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
宗
教
は
人
生
の
窮
極
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
雄
大
な
視
野
に
立
っ
て
達

観
し
て
こ
そ
そ
の
研
究
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
ろ
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

一
宗
一
派
に
と
ら
わ
れ
た
物
の
見
方
に
終
始
し
て
、
研
究
が
屡
説
な
も
の
に

な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
ど
の
宗
派
に
あ
っ
て
も
悠
久
の
哲
理
を
具
え
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
幾
重
に
も
入
り
組
ん
だ
教
説
が
織
り
な
さ
れ
て
い

て
、
宗
教
の
研
究
老
が
そ
れ
に
眩
惑
さ
れ
て
し
ま
い
、
広
い
視
野
に
立
つ
こ

と
が
困
難
に
な
る
、
と
い
う
事
情
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
に
お
こ

な
わ
れ
る
諸
宗
派
の
特
徴
を
つ
か
み
、
日
本
人
の
精
神
生
活
に
ど
の
よ
う
な

寄
与
を
な
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
適
確
な
判
断
を
も
っ
て
い
る
ほ
ど
の
者

で
な
い
と
、
日
本
の
宗
教
史
を
公
正
に
論
ず
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

柴
田
教
授
の
ご
と
く
、
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
諸
宗
派
の
文
化
史
的
思
想
史

的
意
義
役
割
を
観
察
し
つ
づ
け
た
人
に
し
て
は
じ
め
て
、
具
体
的
に
日
本
の

宗
教
史
に
つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
く
だ
し
得
る
の
で
あ
る
。
教
授
が
こ
れ

ま
で
諸
宗
派
の
教
説
に
つ
い
て
精
細
な
分
析
に
立
ち
入
ら
れ
た
と
は
聞
い
て

い
な
い
が
、
教
授
に
と
っ
て
た
い
せ
つ
な
の
は
日
本
人
の
宗
教
生
活
の
上
で

の
具
体
的
な
事
実
な
の
で
あ
り
、
数
千
言
の
教
説
よ
り
一
の
文
化
史
的
思
想

史
的
事
実
を
尊
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
ど
こ
に
竜
宗
教
の
教
理
上
の

分
析
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
古
代
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
日
本

人
の
生
活
体
系
と
思
想
と
を
形
づ
く
る
の
に
与
か
っ
た
諸
宗
教
の
具
体
的
な

は
た
ら
き
は
ま
こ
と
に
い
き
い
き
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
と
り
も
な

お
さ
ず
教
授
の
学
問
の
性
格
が
積
極
的
に
に
じ
み
出
た
も
の
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
繁
二
に
民
俗
学
と
歴
史
学
と
の
融
合
で
あ
ろ
。
民
俗
学
は
新
興
の
学
問
で

あ
っ
て
方
法
論
の
上
で
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
未
だ
に
多
い
。
し
た
が
っ
て

歴
史
学
と
ど
の
よ
う
な
関
係
交
渉
に
立
つ
か
に
つ
い
て
も
一
定
し
た
見
解
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
実
情
の
な
か
で
、
本
書
に
於
て
は
両
者
の

み
ご
と
な
融
合
が
実
現
し
て
い
る
の
に
わ
れ
わ
れ
は
気
づ
く
。
旗
本
の
民
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
ょ
う

信
仰
の
な
か
で
も
っ
と
も
顕
著
な
現
象
は
氏
神
信
卿
と
御
霊
信
仰
と
の
微
妙
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な
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
概
念
的
定
立
は
柳
田
国
男
翁
に
あ

っ
て
終
生
の
努
力
目
標
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
本
書
で
は
そ
れ
が
中
世
の
社
会

的
推
移
の
な
か
で
、
た
え
ざ
る
流
動
の
う
ち
に
も
一
定
の
村
落
的
信
仰
形
態

を
め
ざ
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
ゆ
く
経
過
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
て
お

り
、
民
俗
学
と
歴
史
学
と
の
こ
の
共
通
課
題
が
巧
ま
ず
し
て
愛
翫
に
向
か
っ

て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
成
功
が
か
ち
得

ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
教
授
の
長
年
月
に
わ
た
る
民
俗
採
訪
（
し
か
も
文
化

史
的
に
重
要
な
メ
モ
ソ
ト
を
含
む
近
畿
の
諸
地
域
を
中
心
と
し
た
）
が
、
ゆ
た
か
な

資
料
を
蓄
積
定
着
さ
せ
て
、
教
授
が
史
料
を
分
析
さ
れ
る
際
の
母
胎
的
栄
養

源
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
果
す
か
ら
で
あ
る
。
推
察
す
る
と
こ
ろ
、
教
授
の

こ
こ
ろ
に
は
、
近
畿
の
諸
地
域
の
生
活
史
が
つ
ね
に
描
か
れ
、
必
要
に
応
じ

て
近
畿
全
般
な
い
し
は
日
本
全
般
へ
の
総
合
的
理
解
に
向
け
て
そ
れ
ら
生
活

史
的
事
実
は
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
々
の
年
代
修
整
叙
述
は
こ
と
繁

雑
で
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
を
教
授
は
省
い
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は

畳
み
こ
ま
れ
て
、
い
つ
で
も
全
般
的
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
も
っ
と
も
本
書
で
年
代
誌
叙
述
を
行
な
っ
て
い
る

個
所
が
あ
り
、
そ
れ
は
京
都
の
舐
園
社
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
庶
民
の
活

動
の
一
つ
の
典
型
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
）
今
後
歴
史
に
お
け
る
民
俗
学
的

方
法
の
採
用
は
ま
す
ま
す
進
み
、
そ
の
方
法
的
根
拠
も
旺
盛
な
論
議
の
対
象

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
本
書
の
よ
う
に
、
巧
ま
ず
し
て
両
者
の
総
合
な

い
し
融
合
を
実
現
さ
せ
た
業
績
の
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
き
っ
と
思
い
浮

べ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
庶
民
に
対
す
る
深
い
愛
情
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
歴
史
学
は
宮

府
の
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
権
力
の
推
移
・
転
換
の
あ
り
方
に
そ
の
主
力
が

注
が
れ
る
こ
と
は
今
後
も
か
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
力
に
遠
い
へ
だ
た
り

を
も
つ
庶
民
の
生
活
事
実
を
た
ず
ね
る
こ
と
は
、
歴
史
学
と
し
て
は
き
わ
め

て
地
味
な
仕
事
で
あ
り
、
教
授
が
そ
う
し
た
「
歴
史
の
脇
街
道
」
に
没
頭
し

て
来
ら
れ
た
闘
に
は
種
々
の
障
碍
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
い
っ
た
い
、
名
も
な
き
民
に
対
す
る
愛
情
を
も
た
ず
し
て
、
何
の
無

闇
的
権
威
が
あ
ろ
う
。
歴
史
学
は
い
ま
転
換
を
内
外
か
ら
求
め
ら
れ
て
お
り
、
、

真
に
畏
衆
の
た
め
に
な
る
学
問
に
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
に
流
露

し
て
い
る
、
中
世
民
衆
へ
の
ゆ
た
か
な
思
い
や
り
は
将
来
の
す
べ
て
の
中
世

史
家
に
要
求
さ
れ
る
資
格
条
件
と
い
え
よ
う
。
本
書
が
時
代
の
進
運
に
添
っ

て
、
中
世
史
の
新
し
い
試
み
と
し
て
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

本
書
を
熟
読
す
る
濁
す
べ
て
が
誇
と
す
る
に
至
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
以
上
、
本
書
に
収
め
た
一
六
論
文
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
学
問
的
性
格
お

よ
び
方
法
上
の
特
徴
を
述
べ
た
。
わ
た
く
し
の
如
き
浅
学
の
者
に
は
け
っ
き

ょ
く
称
讃
の
一
語
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
の
点

に
お
い
て
わ
た
く
し
は
不
満
の
念
を
お
ぼ
え
る
。
そ
れ
は
著
老
が
往
々
用
い

ら
れ
る
「
村
落
共
同
体
」
な
る
用
語
に
、
内
容
的
説
明
の
乏
し
い
こ
と
で
あ

る
。
申
言
庶
民
の
実
情
を
理
解
す
る
た
め
に
は
中
世
の
村
落
の
構
造
に
対
す

る
理
解
が
必
要
な
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
和
泉
国
日
根
庄
の
荘
民
の
生
活
に

諸
般
に
わ
た
る
共
同
性
が
見
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
一
般
に
「
村
落
共
同

体
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
．
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
の
村
落
を

「
惣
村
」
的
形
態
で
代
表
さ
せ
る
な
ら
ば
と
に
か
く
、
中
世
村
落
の
構
造
・

性
格
に
は
多
分
に
地
域
差
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
古
代
村
落
と
も
な
れ

ば
な
お
一
層
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
ま
だ
一
致
し
た
見
解
は
で
き
て
い
な
い
。
そ

う
し
た
事
情
か
ら
、
明
白
な
規
定
な
し
に
「
共
同
体
」
と
命
名
す
ろ
こ
と
は

誤
解
を
招
き
や
す
い
。
中
世
の
村
落
に
は
、
地
域
差
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
、
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「
共
同
体
的
性
格
」
の
濃
い
も
の
と
淡
い
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
よ
う
が
、

そ
の
場
合
に
も
共
同
体
の
規
定
を
下
し
た
上
で
な
い
と
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
古
代
に
近
づ
く
ほ
ど
、
史
料
の
乏
し
さ
か
ら
そ
う
し
た
性
格
づ
け
は

下
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
村
落
構
造
の
研
究
が
未
発
達
な

た
め
、
論
理
的
前
提
に
ひ
か
れ
や
す
い
現
状
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
手
続
を
は

ぶ
い
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
な
お
ご
く
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ニ
頁
の
「
古
事
記
」
は
「
臼
本
書

紀
」
の
誤
、
一
六
六
頁
の
「
所
令
随
身
於
山
野
」
の
返
り
点
も
誤
と
思
わ
れ
、

一
九
七
頁
の
「
村
人
（
む
ら
う
ど
・
も
う
と
・
も
ろ
と
）
」
の
も
う
と
に
つ
い
て

は
説
明
が
な
い
と
納
得
し
が
た
い
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
例
外
で
あ
り
、
全
体

に
わ
た
り
円
熟
し
た
表
現
に
満
ち
て
お
り
、
き
わ
め
て
論
旨
明
快
で
あ
る
。

も
と
よ
り
浅
学
の
わ
た
く
し
如
き
も
の
の
批
判
の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
編
集
部
よ
り
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
借
越
を
お
そ
れ
つ
つ
記
し
た
。
著

者
な
ら
び
に
一
般
読
者
の
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
A
5
七
三
〇
〇
頁
昭
和
四
十
一
年
十
月
角
川
書
店
刊
定
価
一
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
大
学
教
授
）

日
本
宗
教
史
研
究
会
編

日
1H

本
宗
教
史
研
究

組
織
と
伝
道

布
教
者
と
民
衆
と
の
対
話

古
　
田
　
武
　
彦

　
昨
年
よ
り
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
両
著
（
後
述
で
は
一
・
1
と
記
す
）
は
、

広
大
な
日
本
宗
教
史
の
各
領
域
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
、
二
十
六
人
の
斬
新

な
攻
究
を
お
さ
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
も
に
二
百
ペ
ー
ジ
余
の
、
ま
と
ま
っ
た
体
裁
な
が
ら
、
　
「
論
、
古
今
東

西
に
及
ぶ
」
研
究
対
象
を
も
つ
、
こ
の
よ
う
な
著
述
は
、
平
常
中
世
思
想
史

の
一
角
に
賜
憎
し
て
い
る
、
わ
た
し
の
よ
う
な
研
究
者
の
書
評
能
力
を
は
る

か
に
越
え
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が
こ
の
両
著

を
読
み
終
え
て
の
ち
、
一
種
爽
快
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
つ
ま
れ
て
、
脳
裏
に
お

び
た
だ
し
い
研
究
意
欲
上
の
刺
戟
を
残
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
お
も
う
に
、
こ
の
種
の
編
著
の
お
ち
い
り
や
す
い
陥
穽
た
る
、
エ
ン
サ
イ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
風
の
無
味
乾
燥
さ
と
、
こ
れ
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
は
単
な
る
〃
羅
列
さ
れ
た
論
文
集
”
で
は
な
い
。
各
研
究
者
が
得
意
の
領

域
に
つ
い
て
の
び
の
び
と
語
り
、
臼
本
宗
教
史
の
座
標
上
の
自
己
の
地
点
に

立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
望
見
し
得
る
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
明
か
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
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