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聴
洲
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「
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
」

柴

田

實

　
今
日
わ
が
国
の
仏
教
は
し
ば
し
ぼ
葬
式
仏
教
と
評
せ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
の
宗
派
を
問
わ
ず
、
僧
侶
は
た
だ
死
人
の
葬

式
を
執
り
行
な
う
か
、
も
し
く
は
そ
の
年
回
法
要
に
滋
師
と
な
る
だ
け
で
あ

る
こ
と
を
慰
し
た
も
の
で
、
そ
の
然
る
ゆ
え
ん
は
仏
教
寺
院
が
各
個
人
の
僑

仰
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
檀
家
と
よ
ば
れ
る
家
々
と
密
着
し
て
、
永
続

的
な
関
係
を
結
び
、
各
家
々
の
墓
碑
や
位
牌
を
擁
し
て
そ
の
祭
紀
供
養
を
行

な
う
場
と
な
っ
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
寺
檀
関
係
の

成
立
は
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
近
世
の
は
じ
め
キ
リ
シ

タ
ン
禁
制
の
意
図
か
ら
制
定
さ
れ
た
宗
判
寺
請
制
度
の
結
果
で
あ
っ
て
、
近

世
の
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
権
力
の
保
護
に
獅
れ
て
も
は
や
鎌
倉
仏
教
に
見
ら

れ
た
よ
う
な
宗
教
約
生
命
を
失
い
、
葬
式
仏
教
に
堕
落
す
る
に
至
っ
た
な
ど

と
い
う
風
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
幕
藩
制
の
崩
壊
し
て
す
で
に
百

年
余
の
今
日
、
都
榔
を
問
わ
す
依
然
と
し
て
間
く
結
ば
れ
て
、
各
宗
派
（
教
団
）

と
竜
そ
の
権
立
の
も
っ
と
も
実
質
的
な
支
柱
と
し
て
い
る
寺
檀
関
係
、
な
ら

び
に
そ
の
上
に
露
な
ま
れ
る
祖
先
（
先
客
亡
魂
）
の
祭
麗
儀
礼
が
、
果
し
て
よ

く
た
だ
一
時
の
便
宜
的
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
十
分

に
諒
得
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
必
ず
や
も
っ
と
深
く
仏
教
自
体
を

受
け
い
れ
た
わ
が
国
常
民
の
社
会
の
あ
り
方
、
そ
の
村
や
家
の
構
成
と
、
そ

れ
が
閲
有
す
る
祖
先
儒
仰
の
民
俗
に
付
来
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
早
く
昭
三
二
＋
二
年
こ
ろ
「
祖
先
崇
拝
一
民
俗
と
歴
史
」
並

に
「
日
本
人
の
信
仰
」
（
高
取
正
男
氏
と
共
著
）
の
二
好
著
を
著
わ
し
て
包
括
的

に
そ
の
こ
と
と
も
示
唆
し
て
い
た
竹
田
聴
洲
氏
は
、
そ
の
後
釜
数
年
の
歳
月

を
、
そ
の
論
旨
の
実
証
と
論
理
の
補
強
の
た
め
、
彪
大
な
資
料
の
蒐
集
と
そ

の
整
理
分
析
に
費
し
て
、
こ
の
ほ
ど
標
記
の
ご
と
き
大
著
を
学
位
論
文
と
し

て
完
成
・
公
刊
さ
れ
た
。

　
本
書
は
潜
に
述
べ
た
よ
う
な
仏
教
と
祖
先
信
仰
と
の
癒
着
の
根
本
的
因
由

を
究
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
も
っ
と
も
明
瞭
な
結
節
点
を
な
す
一
般
民

間
の
寺
院
（
い
わ
ゆ
る
檀
那
寺
）
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
、

第
二
、
そ
の
寺
院
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
全
面
的
に
仏
教
的
色
彩
を
帯

r
び
て
維
持
さ
れ
て
い
る
祖
先
信
仰
の
直
接
対
象
と
な
っ
て
い
る
墓
碑
は
い
っ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
見
ら
れ
る
ご
と
き
も
の
と
な
っ
た
か
、
の
こ
点
に
問

題
を
し
ぼ
っ
て
、
一
面
で
は
全
国
に
わ
た
る
大
学
事
例
を
統
計
的
に
処
理
し

て
そ
の
一
般
的
傾
向
を
つ
か
む
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
二
、
三
の
特

定
地
域
を
選
び
、
そ
の
歴
史
的
特
殊
性
に
即
し
つ
つ
、
微
視
的
観
察
を
つ
づ

け
、
こ
れ
を
さ
き
の
一
般
的
考
察
に
照
合
し
て
、
最
終
的
結
論
－
歴
史
的

事
実
の
証
明
と
そ
の
民
俗
的
意
味
の
解
釈
一
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
浄
土
宗
に
お
い
て
元
禄
年
間
全
国
の

門
末
寺
院
に
つ
い
て
実
施
し
た
曲
緒
調
査
の
置
上
げ
「
蓮
門
精
舎
旧
詞
」
に

着
目
し
て
、
そ
の
内
容
の
徹
底
的
吟
味
分
析
に
当
っ
た
。
こ
の
書
は
浄
土
一

宗
の
寿
院
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
じ
ょ
う
、
北
は
陸
奥
か
ら
南
は

薩
摩
ま
で
地
域
的
に
は
真
に
全
国
に
わ
た
っ
て
六
千
有
余
の
寺
院
を
網
羅
し
、

調
査
者
の
麺
旨
に
竜
と
ず
く
一
定
の
規
格
に
従
っ
て
各
寺
院
開
創
の
由
緒
を
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評書

述
べ
て
い
る
の
で
、
今
日
各
地
に
存
す
る
畏
聞
寺
院
（
檀
那
寺
）
の
｝
般
的
成

立
時
期
と
そ
の
要
因
を
問
題
と
す
る
著
者
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
恰
好
の
資

料
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
各
寺
院
が
そ
れ
ぞ
れ
に
み
ず
か
ら
伝
え
る
と
こ

ろ
の
由
緒
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
歴
史
的
事
実
で

あ
る
と
は
限
ら
ぬ
こ
と
は
も
と
よ
り
な
が
ら
、
著
者
は
そ
の
所
伝
を
い
ち
お

う
そ
の
ま
ま
に
受
取
っ
て
こ
れ
を
通
覧
し
、
そ
こ
に
ま
ず
開
創
以
来
、
連
綿

元
禄
嶺
時
ま
で
相
伝
え
て
単
一
の
歴
史
を
有
す
る
比
較
的
少
数
の
寺
院
の
外

に
、
往
昔
開
基
の
後
、
別
に
ま
た
中
興
開
山
な
る
も
の
を
挙
げ
て
、
い
わ
ば

前
後
二
度
の
開
創
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
寺
院
の
多
い
こ
と
に
注
意
し
つ

つ
、
そ
の
開
創
年
代
を
年
表
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
く
と
き
そ
の
分
布
が
文

亀
か
ら
元
亀
に
盃
る
約
七
十
年
聞
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
つ
づ
く
天
正
か
ら
寛

永
ま
で
の
同
じ
く
約
七
十
年
間
に
と
く
に
密
で
あ
っ
て
そ
の
前
後
に
粗
で
あ

る
こ
と
が
全
国
を
通
じ
て
い
い
う
る
こ
と
を
表
示
す
る
。
次
に
寺
院
の
囎
創

に
は
ひ
と
り
そ
の
開
山
僧
侶
の
み
な
ら
ず
必
ず
こ
れ
に
結
び
つ
い
た
外
護
檀

越
の
存
立
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
特
定
の
個
人
で
あ
る
か

も
し
く
は
集
団
（
郷
村
）
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
個
人
と
し
て
も
そ
れ
が
公
家
・

将
軍
・
大
名
・
領
主
の
ご
と
き
身
分
か
、
単
な
る
地
侍
的
武
士
か
、
は
た
ま

た
一
庶
罠
か
の
別
が
吟
味
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
動
機
如
何

が
問
題
と
な
る
。
著
老
は
や
は
り
各
寺
院
の
断
伝
に
も
と
づ
い
て
そ
の
動
機

を
い
ち
お
う
十
種
に
ま
で
細
別
し
た
後
、
檀
越
の
身
分
の
上
下
も
し
く
は
単

独
集
団
の
別
な
く
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
先
輩
亡
魂
－
一
先
祖
の
菩
捷
所
・
脾

墓
所
も
し
く
は
葬
所
と
し
て
創
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
寺
院
の
開
創
と
い
っ
て
も
、
あ
え
て
七
堂
伽
藍
は
さ
て
お
き
本
堂
・
康
裂
・

山
門
∵
鐘
楼
等
の
堂
宇
が
一
時
に
建
立
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
多
く

は
山
堂
草
庵
が
も
と
に
な
っ
て
そ
こ
に
離
開
・
留
守
み
・
勧
進
聖
の
類
が
居

つ
き
、
次
第
に
寺
院
の
形
態
を
整
え
て
行
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ

だ
け
に
そ
の
宗
旨
や
儀
規
に
も
純
粋
性
を
欠
き
、
元
禄
当
蒔
浄
土
宗
と
し
て

登
録
さ
れ
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
前
史
に
お
い
て
は
異
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を

公
零
し
て
い
る
も
の
も
多
く
見
幽
さ
れ
る
。
ま
た
鎮
守
の
神
嗣
や
そ
の
他
の

俗
信
と
習
合
し
て
そ
の
由
緒
を
語
り
伝
え
て
い
る
も
の
も
稀
で
な
い
。
そ
の

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
起
こ
り
う
べ
き
理
由
は

何
で
あ
っ
た
か
、
著
者
は
一
々
の
揚
舎
を
た
ん
ね
ん
に
吟
味
し
つ
つ
最
後
に

寺
と
墓
と
の
癒
着
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
か
を
論
ず
る
。
そ
の
場
合
墓
は
も

と
よ
り
た
だ
石
碑
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
種
々
の
形
態
が
考
え
ら

れ
る
が
、
基
本
的
に
は
民
俗
学
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
埋
墓
（
遣
骸
埋
葬
地
）
と

詣
墓
（
霊
魂
祭
祀
地
）
と
の
二
側
面
の
あ
る
こ
と
が
留
意
せ
ら
る
べ
く
、
遺
骸

を
伴
な
わ
ず
も
っ
ぱ
ら
霊
の
供
養
を
主
と
す
る
詣
墓
の
意
義
を
拡
充
す
れ
ば

菩
提
所
と
し
て
の
寺
は
、
そ
れ
自
体
が
詣
墓
と
見
な
さ
る
べ
き
で
、
寺
と
墓

と
の
関
係
は
墓
が
先
で
寺
（
堂
）
が
後
の
場
合
と
、
寺
が
先
で
後
に
墓
が
営
ま

れ
た
場
合
と
現
実
に
は
そ
の
荷
馬
が
あ
り
え
て
も
、
導
理
的
に
は
荊
老
が
後

者
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。
そ
し
て
墓
を
と
く
に
石
碑
と
限

る
と
き
、
上
述
の
資
料
に
お
い
て
元
禄
当
時
、
一
般
寺
院
の
中
に
存
し
た
石

碑
の
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
永
正
・
享
禄
・
天
文
か
ら
天
正
期
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
い
ち
お
う
注
意
し
た
後
、
著
者
は
そ
の
第
二
の
問
題
（
後
編
）
村
に

お
け
る
墓
と
等
と
の
史
的
成
立
関
係
の
論
に
移
る
。

　
こ
の
編
は
奈
良
県
山
辺
郡
都
舞
野
村
の
大
字
来
迎
寺
丼
に
吐
山
、
お
よ
び

京
都
府
北
桑
田
郡
山
国
村
大
字
中
江
と
い
う
三
つ
の
部
落
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
そ
こ
に
現
在
存
す
る
と
こ
ろ
の
墓
地
と
そ
の
石
碑
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
あ

る
寺
院
と
そ
の
檀
家
（
住
斑
）
を
ば
悉
皆
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
点
検
調
査
し
て

そ
の
村
に
お
け
る
墓
と
寺
と
の
史
的
関
連
を
追
究
し
た
も
の
、
こ
れ
ち
三
か
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所
の
村
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
成
立
事
情
を
異
に
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
構

造
・
性
格
も
違
っ
て
居
り
、
従
っ
て
ま
た
当
然
そ
の
寺
と
墓
と
の
成
立
関
係

も
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
は
あ
く
ま
で
そ
の
現
状
に
即
し
つ
つ
（
い
い
か

え
れ
ば
現
状
の
観
察
と
聴
取
と
を
も
と
と
し
な
が
ら
）
、
そ
の
差
異
の
由
っ
て
来
る

と
こ
ろ
を
遡
源
的
に
追
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
や
や
類
型
的
に
い
え

ば
中
世
以
来
名
主
・
地
量
的
富
家
を
中
心
に
成
立
し
た
同
族
部
落
と
、
よ
り

多
く
地
縁
的
契
機
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
講
組
的
部
落
（
壇
内
）
と
の
二
種
と

な
る
。
石
碑
は
前
者
の
場
合
特
定
個
人
の
名
を
刻
し
た
供
養
碑
と
し
て
、
後

者
で
は
む
し
ろ
無
銘
の
、
も
し
く
は
講
中
、
垣
内
中
建
立
の
馬
惣
墓
と
し
て

と
も
に
中
世
後
期
か
ら
そ
の
姿
を
村
内
に
現
わ
す
が
、
後
者
に
は
よ
り
古
く

村
荘
路
傍
に
ま
つ
ら
れ
た
塞
神
や
地
蔵
尊
的
性
格
が
強
く
、
寺
は
前
者
の
場

合
本
家
筋
の
持
庵
（
氏
寺
）
の
形
を
と
り
、
後
者
の
場
合
村
惣
堂
（
垣
内
寺
）
と

し
て
存
立
す
る
と
い
う
風
に
概
括
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
た
だ
し
現
実

の
村
は
い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
的
に
変
貌
し
家
々
に
も
隆
替
が
あ
っ
て
、
寺

と
墓
と
の
関
係
は
も
と
よ
り
一
様
に
律
せ
ら
れ
な
い
。
塗
盆
は
も
ち
ろ
ん
そ

う
し
た
個
別
的
要
因
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
具
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
も
実
に

綿
密
な
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
村
に
お
け
る
墓
碑
の
建
設
と
、
寺
院
の

開
創
と
が
と
も
に
累
世
末
期
か
ら
近
世
幕
藩
体
制
成
立
期
に
わ
け
て
見
ら
れ

る
ど
い
う
、
本
書
に
よ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
た
事
実
が
よ
り
広
く
日
本
歴
史
全

体
の
中
で
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
何
ご
と
を
も

言
お
う
と
し
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
著
者
の
今
後
の
研
究
に
課
せ

ら
れ
た
大
き
な
課
題
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
そ
れ
以
外
に
も
読
過
の
間
に
筆
者
の
脳
裏
を
か
す
め
た
い
く
つ
か
の

望
蜀
の
感
を
書
き
つ
け
お
く
と
す
れ
ば
、
著
者
は
鷹
接
現
在
に
つ
な
が
る
中

世
末
以
来
の
寺
と
墓
（
石
碑
）
と
を
問
題
と
す
る
が
、
然
ら
ば
古
代
に
お
い
て

は
い
か
が
で
あ
っ
た
か
。
推
古
紀
に
「
是
の
時
に
諸
臣
連
等
各
君
親
の
恩
の

為
に
競
ひ
て
仏
舎
を
造
る
、
即
ち
是
を
寺
と
謂
へ
り
」
と
あ
る
、
寺
と
は
そ

の
は
じ
め
か
ら
菩
提
寺
で
あ
っ
た
の
か
。

　
寺
と
墓
と
の
癒
着
は
仏
教
自
体
あ
る
い
は
そ
の
宗
旨
（
教
理
）
と
は
無
関
係

と
い
う
が
、
墓
碑
以
前
の
形
態
と
し
で
轟
轟
堂
の
造
立
は
い
か
が
解
す
べ
き

か
、
図
示
さ
れ
た
中
世
の
碑
石
に
多
く
阿
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
何
を
意

味
す
る
か
、
五
輪
塔
造
立
の
意
味
（
近
世
に
そ
れ
が
す
た
れ
て
方
柱
型
碑
が
一
般
的

と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
）
等
々
数
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
本
書
の
主
題
は
、
著
者
み
ず
か
ら
が
か
つ
て
十
余
年
の

聞
丹
波
の
一
寒
村
の
檀
那
寺
に
佐
持
と
し
て
つ
ぶ
さ
に
体
験
せ
ら
れ
た
と
こ

ろ
が
ら
生
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
著
者
が
そ
の
解
決
の
た
め
に
示
し
た
ひ
た

む
き
な
熱
意
と
、
彪
大
な
資
料
の
整
理
と
分
析
の
た
め
に
投
入
し
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
巨
大
さ
は
ま
こ
と
に
瞠
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
総
計
二
五
〇
に
も

上
る
図
蓑
と
付
論
四
編
を
も
併
せ
て
全
冊
千
二
百
余
ぺ
…
ジ
に
も
達
す
る
欝

冊
は
か
り
そ
め
に
通
読
し
て
そ
の
印
象
を
語
る
の
み
で
は
尽
く
さ
れ
な
い
重

み
が
あ
り
、
歴
史
学
と
か
民
俗
学
と
か
は
た
ま
た
仏
教
学
と
か
、
既
成
の
学

問
分
類
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ひ
ろ
く
日
本
の
基
層
文
化
、
．
そ
の
信
仰
や
社
会
、

生
活
や
習
階
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々
か
ら
多
角
的
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
結

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
大
学
出
版
会
意
　
書
替
、
○
○
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
市
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