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日
本
的
宗

教
心

に
お
け

る
基
層
信
仰

ー
確
証
的
因
子
分
析
に
よ
る
抽
出
1

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
宗
教

の
構
造
は
重
層
的
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
重
層
的

と

い
う
意
味
は
、
二
つ
以
上
の
異
質
な
宗
教
や
宗
教
的
信
仰
が
同
時
に
存
在
し
、

か

つ
、
全
体
と
し
て
は

一
つ
の
体
系
を
な
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

素

が
そ
の
異
質
性
を
保
持
し
て
い
る
状
態
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人

の
宗
教
的
行
動
に
お
い
て
、

一
方
で
は
神
棚
を
拝
み
な
が
ら
、
他
方
で
は
仏
壇

に
は
お
仏
飯
を
供
え
る
こ
と
も
含
ま

れ
る
し
、
ま
た
あ
る
婦
人
が
、
個
人
的
に

は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
な
が
ら
も

そ
の
家
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
に
従

い
、
墓

参
り
を
行
な
う
こ
と
も
、
あ
る
宗
教

の
教
え
に
神
道
的
要
素
と
仏
教
的
要
素
と

自
然
崇
拝
的
要
素
が
混
じ

っ
て
い
る

こ
と
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
異
質
な
宗
教
や
宗
教

的
信
仰
の
併
存
は
、
「外
来
宗
教
と
接
触
す

る
時
に
は
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト

教
社
会
が
次
第
に
宗
教
に
お
.い
て
合

理
化
さ
れ
、
文
化
的
に
統
合
さ
れ
て
い
っ

た

の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
単

一
宗
教
と
し
て
統
合
さ
れ
ず
、
様
々
な
宗
教
や

信
仰
が
異
質
な
ま
ま
に
保
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
重
層
的

構
造
が
日
本

の
宗
教
体
系
の
大
き
な
特
徴
の

一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。.

ゆ
え
に
日
本
の
宗
教
を
考
え
る
時
に
は
、
重
層
的
構
造
を
手
掛
か
り
に
考
察

し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
重
層
的
構
造
を
捉
え
る
た

め
に
本
論
で
は
、
組
織
的
宗
教
、
民
間
信
仰
、
基
層
信
仰
の
三
層
構
造
を
分
析

枠
組
と
し
て
用
い
、
あ
る
神
社
に
参
拝
す
る
人

々
の
宗
教
意
識

の
調
査
か
ら
、

特

に
こ
の
重
層
的
構
造
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
基
層
信
仰
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

一
、
日
本

の
宗
教
に
お
け
る
重
層
的
構
造

日
本
の
宗
教
は
組
織
的
宗
教
、
民
間
信
仰
、
基
層
信
仰
か
ら
な
る
三
層
構
造

を
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
の
組
織
的
宗
教
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
は
も
と
よ
ウ
、
天
理

教
、
大
本
教
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
新
宗
教
も
含
ま
れ
、
大
規
模
に
組
織
化
さ
れ
た

宗
教
を

い
う
。
そ
の
特
徴
遊
主
と
し
て
実
際
に
果
た
し
て
い
る
社
会
的
機
能
の

面
か
ら
考
え
る
と
、

①
教
祖
が
存
在
す
る
。

②
教
祖
や
そ
の
後
継
者
に
よ

っ
て
創
唱
さ
れ
た
教
義

・
教
宣
が
存
在
す
る
。

③
教
義

.
教
宣
を
広
め
る
缶
道
者
が
お
り
、
彼
ら
が
組
織
的
な
布
教
活
動
を
展
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開
し
て
い
る
。

④
布
教
活
動

の
結
果
、
信
徒
の
結
成

す
る
教
団
が
で
き
る
。

こ
の
信
徒
が
組
織

結
集
す
る
範
囲
は
比
較
的
広
範
囲
で
、

一
郡
、

一
県
を
越
え
、
更
に

一
国
内

の
み
な
ら
ず
、
国
家

の
領
域
を
越
え
て
広
く
地
球
上
に
信
徒
を
獲
得
し
、
数

民
族
を
包
含
す
る
広
大
な
組
織
に
成
長
す
る
例
も
あ
る
(、)。一

⑤
教
団
を
組
織
す
る
信
徒
の
信
仰
は
、
根
本
的
に
は
個
人
の
信
仰
に
帰
着
す
る

問
題
で
あ
ろ
う
が
、
「信
仰

の
担
い
手
と
し
て
の
個
人
は
、
同
じ
共
通
の
信
仰

を
分
か
ち
あ

っ
て
い
る
と

い
う
同
心
意
識
を
も

っ
て
共
同
体
と
し
て
の
場
を

持

っ
て
い
る
。
そ
の
場
が
教
団
(,
)」

で
あ
る
。

第
二
の
民
間
信
仰
は
、
こ
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
た
組
織
的
宗
教
と
対
比
し
て

み
れ
ば
、
そ
の
違

い
が
明
確
と
な
る
。

つ
ま
り
、
民
間
信
仰
に
お
い
て
は
、
教

義
を
創
唱
し
た
特
定

の
教
祖
は
存
在
し
な

い
。
教
義
が
な
い
た
め
、
ま
と
ま

っ

た
宗
教
的
体
系
を
持
た
な

い
し
、
個
人

の
自
覚
的
な
宗
教
意
識
に
よ

っ
て
獲
得

さ
れ
た
信
仰
で
は
な
い
。
そ
の
信
仰
は
、
日
常
生
活
を
送

っ
て
い
る
数
多
く

の

民
衆

の
あ
い
だ
で
、
俗
信
や
年
中
行
事
、
通
過
儀
礼
な
ど
を
基
に
培
わ
れ
、
育

て
ら
れ
て
き
た
も

の
で
、
伝
道
者
が
も
た
ら
す
も

の
で
は
な

い
。
し
た
が

っ
て

基
本
的
に
は
、
信
徒
の
組
織
さ
れ
る
範
囲
は
狭
く
、
ひ
と

つ
の
村
落
か
部
落

の

こ
ど
く
、
小
地
域
社
会
内

の
小
規
模
な
生
活
共
同
体
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

多

い
(3
)。

第
三
の
基
層
信
仰
に
は
、
巨
石
や
巨
木
な
ど
の
自
然
崇
拝
や
祖
先
崇
拝
、
そ

の
他
山
川
草
木
に
ま
で
神

々
が
宿
り
賜
う
と

い
う
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
心
性
が
含
ま

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
歴
史
を
貫
い
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
、

日
本
人
の
心

の
最
も
奥
深

い
と
こ
ろ
で
無
意
識
的
に
保
持
さ
れ
て
き
た
も

の
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
、
決
し
て

一
つ
の
体
系
的
な
形
と
は
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、

基
層
信
仰
は
、

一
つ
の
形
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
分
析
の
た
め

の
概
念
で
あ
る
。

以
上
述

べ
て
き
た
組
織
的
宗
教
、
民
間
信
仰
、
基
層
信
仰

の
三
つ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
複
雑
な
様
相
を
帯
び
て
い
る
の
だ
が
、
無
秩
序

に
併
存
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
全
体
と
し
て

一
定

の
構
造
的
秩
序
を
保

っ
て
存
在
し
て
い
る
。

組
織
的
宗
教
は
、
そ
の
発
生
基
盤
が
な
ん
で
あ
れ
、
組
織
化
さ
れ
る
に
従

っ

て
普
遍
的
な
救
済
の
思
想
が
生
じ
、
教
義
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
そ

れ
に
対
し
て
民
間
信
仰
に
お
け
る
救
済
は
、
も
し
救
済
と
呼

べ
る
も
の
が
あ
る

と
し
て
も
そ
れ
は
、
首
尾

一
貫
し
た
ひ
と

つ
の
体
系
で
は
な
く
、
個
別
的
な
現

世
の
苦
難
を
お
も
に
呪
術
に
よ

っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
民
間

信
仰
が
個
別
的
な
救
済
に
留
ま
る
点
で
、
そ
れ
は
二
義
的
な
も

の
、
低
位
な
も

の
と
見
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
民
間
信
仰
の
救
済
は
、
個
別
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
直
接
的
で
あ
り
、

即
効
的
で
人
々
に
理
解
さ
れ
や
す
く
、
ま
た
人
は
自
分
の
持

つ
世
界
観
を
ほ
と

ん
ど
修
正
す
る
こ
と
な
く
信
仰
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
組
織
的
宗
教

に
お
け
る
救
済
は
、
ま
ず
そ
の
宗
教

の
世
界
観
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
そ
の
世
界
観
に
基
い
て
日
常
生
活
を
変
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
救
済

が
得
ら
れ
る
と

い
う
点
で
、
間
接
的
で
あ
り
、
あ
り
が
た
さ
が
人
々
に
容
易
に

は
理
解
さ
れ
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
民
間
信
仰
の
方
が
人

々
の
心
に
よ
り
深
く

根
付
き
、
よ
り
多
く

の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
実
際
、
組
織
的

宗
教
で
あ
る
新
宗
教
も
、
そ
の
成
長
過
程
に
お
い
て
は
、
民
間
信
仰
の
要
素
を

数
多
く
取
り
込
み
、
そ
れ
を
人

々
に
訴
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
教
勢
を
拡
張
し
て
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き
た

の
で
あ
る
↑
v。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
組
織
的
宗
教
は
民
間
信
仰
よ
り
も
表
層
ヱ
あ
る
構
造
が

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
基
層
信
仰
は
、
そ
の
名
の
通
り
民
間
信
仰
よ
り
も
更
に
基
層
に
あ
る

も
の
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
れ
が
重
層
的
な
日
本
の
宗
教
体
系
を
全
体
と
し
て

一
つ
の
構
造
的
秩
序

に
統
合
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
統
合

の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
.に
は
、
問
題
は
宗
教
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
の
基
層
に

つ
い
て
ま

で
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な

、
。

日
本

の
文
化
は
外
来
文
化

の
影
響

に
非
常

に
敏
感
で
あ
り
、
様

々
な
要
素
を

い
わ
ば
借
物
の
よ
う

に
取
り
入
れ
て
き
た
。
他
方
、
「
日
本
人
ほ
ど
忠
実
に
古

い

も

の
を
保
持
す
る
民
族
も
他
に
は
な

い
(,v」

と
い
う
指
摘
も
古
く
か
ら
な
さ

れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
日
本
文
化
は
、
外
来
文
化
そ
の
も
の
を
別
と
す
れ
ば
、

新
し
く
入

っ
て
き
た
外
来
文
化
の
影
響
を
受
け
変
化
し
や
す

い
表
層
と
、
変
化

の
速
度
が
緩
慢

で
あ
ま
り
変
化
し
な

い
基
層
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
基

層

の
こ
と
を
た
と

え

ば
丸

山
真
男

は
、
執
拗

低
音

(じd
霧
ω
o

oω二
葛
8
)
と
呼
び
、
決
し
て

一
つ
の
教
義
に
な
ら
な

い
も

の
で
あ
る
と
い
う
(6)。

つ
ま
り
執
拗
低
音
は
、

一.
つ
の
思

想

の
枠
組
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
自
体
を
表
わ
す
思
想
な
り
、
思
想
的
伝
統
は
形
成
さ
れ
な
か

、
っ
た
。
そ
し
・て

「あ
ら
ゆ
る
時
代

の
観
念
や
思
想
に
否
応
な
く
相
互
連
関
性
を

与
え
、
す

べ
て
の
思
想
的
立
場
が
そ
れ
と
の
関
係
で
1

否
定
を
通
じ
て
で
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

-

自
己
を
歴
史
的
に
位
置

づ
け
る
よ
う
な
中
核
あ
る
い
は
座
標
軸
(,)」
が
、

日
本
に
お
い
て
は
形
成
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
多
く
の
外
来
文
化
を
排
除
せ

ず
、
次
々
と
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た

一
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

一
方
、
執
拗
低
音
の

「断
片
的
な
発
想
力
は
お
ど
ろ
く
べ
く
執
拗
な

持
続
力
を
持

っ
て
い
て
、
外
か
ら
入

っ
て
く
る
体
系
的
な
外
来
思
想
を
変
容
さ

せ
、

い
わ
ゆ
る

「
日
本
化
」
さ
せ
る
契
機
に
な
る
(、
v。
」

そ
の
日
本
化
の
方
向
は
常
に

一
定
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
仏
教
の
教
理
は
、
イ

ン
ド
に
お
い
て
は
、

:

・生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
無
限
に
輪
廻

の
過
程
を
繰
り
返
す
の
で
あ

り
、

・
:

釈
尊
と

い
え
ど
も
過
去

の
無
数
の
生
涯
に
お

い
て
幾
多
の
善
行
を

積
ん
だ
の
で
、
そ
の
果
報
と
し
て
こ
の
.世
で
修
業
を
行
な

い
、
仏
と
な
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
修
業
も
、
凡
夫
は

一
生
涯

の
間
に
な
し
と
げ
る
こ
と
が

で
き
な

い
。
幾
多

の
生
涯
に
わ
た

っ
て
修
業
を

つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

:

・
日
本
仏
教

の
多
く
の
諸
派
は
、
凡
夫
と
い
え
ど
も
現
世
に
さ
と
り
を
開

い
て
覚
者
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る

(即
身
成
仏
)
と

い
う
こ
と
を
強
調
す

る
(9)。

ま
た
、
イ
ン
ド
の
浄
土
教
は
、

現
世
の
世
界
は
汚
濁
に
ま
み
れ
た
穢
土
で
あ
り
、
と
う
て
い
わ
れ
わ
れ
凡
夫

は
こ
こ
で
仏
道
を
修
業
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
来
世
に
は
よ
り
良
き

世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土
に
生
れ
て
、
そ
こ
で
あ
み
だ
仏
の
も
と
で
仏
法
を
聴

聞
し
修
業
し
て
つ
い
に
ね
は
ん
を
得
よ
う
と
願
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
浄
土
教
、
こ
と
に
真
宗

に
よ
る
と
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
と

ね
は
ん
を
得
る
こ
と
は
同

一
の
こ
と
が
ら
で
あ
る

(往
生
即
涅
槃
V〔n)。

成
仏
や
涅
槃
、
浄
土
と
い
う
仏
教
に
と

っ
て
は
核
と
な
る
部
分
す
ら
も
変
容

さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
、
基
層
文
化
の
影
響
は
強
く
、
そ
の
変
容

の
方
向
は
、
「生
き

る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
環
境
世
界
な

い
し
客
観
的
諸
条
件
を
そ
の
ま
ま
肯

一61一



定
」
し
、
「諸
事
象
の
存
す
る
現
象
世
界
を
そ
の
ま
ま
絶
対
者
と
み
な
し
、
現
象

を
は
な
れ
た
境
地
に
絶
対
者
を
認
め

よ
う
と
す
る
立
場
を
拒
否
す
る
(n
v」
方

向
で
あ
る
。
こ
の
現
世
に
価
値
を
認
め
る
現
世
主
義
に
よ

っ
て
、
イ

ン
ド
仏
教

は
、
そ
の
現
世
超
越
的
側
面
を
排
除

さ
せ
ら
れ
、
仏
典
の
中

の
現
世
中
心
的
な

側
面
の
み
が
探
し
だ
さ
れ
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
現
世
的
日
本
仏
教
と
し
て
生

ま
れ
変
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
世
の
現
象
以
外
に
絶
対
者
を
認
め
な

い
立
場
が
、
現
世
的
に
変
容
さ
れ
た
も

の
な
ら
ば
何
で
あ

っ
て
も
受
容
す
る
寛

容
性
を
生
じ
さ
せ
、
重
層
的
な
構
造

が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
文
化
に
お
け
る
基
層

の
特
徴
は
、
信
仰
心
に
お
い
て
も
見
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
基
層
信
仰
は
、
歴
史
を
貫
い
て
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
る
が
、

決
し
て
ひ
と
つ
の
教
義
を
持

っ
た
体
系

で
は
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
人

の
心
の
奥
底
に
沈
潜
し
て
い
る
、
そ
れ
自
体
は
見
え
な
い
信
仰
で
あ

っ
て
、
表

層

の
民
間
信
仰
や
組
織
的
宗
教
に
断
片
的
に
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
基
層
信
仰
は
、
異
質
な
も
の
が
重
層
し
て
い
る
宗
教
的
状
況
を

一
つ
の

構
造
的
秩
序
あ
る
も
の
に
統
合
す
る

の
に
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

第

一
に
表
層
の
組
織
的
宗
教
や
民
間
信
仰
を

一
定
の
方
向
に
変
容
さ
せ
る
影
響

力
を
持

っ
・て
お
り
、
第
二
に
そ
の
方
向
に
沿

っ
た
も

の
な
ら
ば
何
で
も
許
容
し
、

受
け
容
れ
る
性
質
を
持

つ
の
で
、
秩
序
あ
る
重
層
的
構
造
が
成
り
立

つ
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
そ
の
基
層
信
仰

の
内
容
は
、

」
体
い
か
な
る
も
の
が
想
定
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
表
層

の
民
間
信
仰
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に

向
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
従
来
の
理
論
的
研
究
と
と

も
に
、

一
民
間
信
仰
で
あ
る
神
道
石
切
教
石
切
神
社
に
お
け
る
宗
教
意
識
調
査

の
結

果

に

よ

っ
て

明

ら

か

に
し

て

い

こ
う

。

二
、
神
道
石
切
教
石
切
神
社
の
概
略

石
切
神
社
は
、
正
式
名
称
を
石
切
剱
箭
神
社
と
い
い
、
京
都
、
大
阪
、
奈
良

の
府
県
境
に
ま
た
が
る
生
駒
山
地
の
西
側
山
腹
、
東
大
阪
市
東
石
切
町
に
位
置

す
る
。
こ
の
生
駒
山
地
は
古
く
か
ら
の
聖
地
で
あ
り
、
『延
喜
式
神
名
帳
』
(九

二
七
年
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
式
内
社
が
、
四
六
社

・
五
九
座
あ
り
、
ま
た
現

在
に
お
い
て
も
宗
教
法
人
だ
け
で
、
大
阪
側
に
約
二
五
〇
、
奈
良
側
に
約

一
五

〇
に
及
び
、
そ
の
他
に
も
多
数
の
民
間
信
仰
や
中
小
教
団
が
簇
生
し
て
い
る
た

め
、
宗
教
社
会
学
的
興
味
の
尽
き
な
い
地
域
で
あ
る
。

そ
の
興
味
は
、
単
な
る
数
の
多
さ
だ
け
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
。
生
駒
山
地

の
宗
教
施
設
を
訪
れ
る
人
々
の
多
く
は
、
お
も
に
大
阪
市
内
か
ら
や

っ
て
く
る

大
都
市

の
住
民
で
あ
り
、
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
宗
教
施
設

の
ほ
う
も
人
々
の

ゲ
ン

ゼ

リ

ヤ
ク

様
々
な
欲
求
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
現
世
利
益
を
掲
げ
る
も
の
か
ら
修
験
系

の
寺
院
、
朝
鮮
寺
、
修
養
団
体
や
巨
木
、
巨
石

へ
の
自
然
崇
拝
ま
で
、
種
々
に

分
化
し
て
い
る
。

そ

の
中

で
石
切
神
社
は
、
『デ
ン
ボ
(は
れ
も

の
、
お
で
き

の
こ
と
)
の
神
様
』

と
し
て
有
名
で
あ
り
、
大
阪
市
内
を
中
心
に
年
間
延
べ

一
〇
〇
万
か
ら
二
〇
〇

万
の
人
々
が
、
病
気

一
般
に
よ
く
効
く
神
さ
ま
と
し
て
信
仰
し
、
お
参
り
し
て

い
る
。

こ
の
石
切
神
社
に
集
ま
る
人
々
の
特
徴
を
挙
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
第

一
に
実

際
に
病
気
平
癒
祈
願
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
五
七
年
と
五

一62一



(複数1【ll答)表1参 拝当 日の 目的表2参 拝頻度

目 的 人 数 比 率

病 気 平 癒 祈 願 53人 23.0%

健 康 祈 願 49 21.3

お 礼 参 り 42 18.3

家 内 安 全 祈 願 39 17.0

月 参 り 25 10.9

感 謝 の 気 持 ち で 16 7.0

七 五 三 で 6 2:7

交 通 安 全 祈 願 3 1.3

商 売 繁 盛 2 0.9

そ の 他 24 10.4

特 に な し 7 3.0

無 回 答 16 7.0

、 参 拝 頻 度 人 数 比 率

は じ め て 工4人 6.1%

年 に1回 未 満 13 5.7

年 に1回 11 4.8

年 に 数 回 27 11.7

月 に1回 119 51.8

月 に2・3回 10 4.3

週 に1回 4 1.7

ほ ぼ 毎 日 7 3.0

無 回 答 25 10.9

合 計 230 100.0

八
年
に
神
社
の
境
内
で
合
わ
せ
て
二
三
〇
人
の
参
拝
者
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
当

日
、
病
気
平
癒
祈
願
を
し
た
人
が
五
三
人
、
健
康
祈
願
を
し
た
人
が
四
九
人
で

あ
り
、
合
わ
せ
て
半
数
弱
に
あ
た
る
(表
1
参
照
)。

さ
ら
に
そ
れ
ま
で
に

一
度

で
も
病
気
平
癒
祈
願
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
人
は
、

一
五
七
人
で
全
体

の
三
分
の
二
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
れ
以
外
の
祈
願
内
容
に
つ
い
て

は
、
再
び
表
1
に
よ
れ
ば
、
家
内
安
全
が
三
九
人
と
二
割
弱
を
占
め
る
も
の
の
、

交
通
安
全
祈
願
が
三
人
、
商
売
繁
盛
が
二
人
と
少
な
く
、
石
切
神
社
の
現
世
利

益
の
機
能
と
し
て
は
病
気
に
特
定
さ
れ
て
匝
る
と
い
え
る
。

第
二
の
特
徴
.と
し
て
、
信
者
の
多
数
は
定
期
的
に
参
拝
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
表
2
を
見
れ
ば
、
毎
月

一
回
以
上
参
拝
す
る
と
い
う
人
が

二
三
〇
人
中

一
四
〇
人
で
あ
る
。
ま
た
表
3
に
よ
る
と
、
定
期
的
に
参
拝
す
る

表3初 の参拝時

初 の 参 拝 時 入 数 比 率

は じ め て 14人 6.1%

今 年 6 2.6

去 年 12 5.2

2・3年 前 8 3.5

4・5年 前 13 5.7

6～10年 前 48 20.9

11～20年 前 40 17.4

21～30年 前 30 13.0

31年 以 上 48 20.9

わ 齟か ら な い 2 o.s

無 回 答 9 3.9

合 計 230 100.0
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よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
年
数
は
、
六
年
以
上
の
人
が

一
六
六
人
と
多
数
を
占
め

て
い
る
の
で
あ
る
〔撃
。

こ
の
よ
う
に
石
切
神
社
は
、
現
世
利
益
を
標
榜
す
る
神
社
で
あ
り
、
実
際
に

そ
こ
に
集
ま
る
人
々
も
ご
利
益
を
求
め
て
参
拝
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
病
気
の

時
や
困

っ
た
と
き
だ
け
神
頼

み
に
や

っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
毎
月
習
慣
的
に

参
拝
す
る
固
定
信
者
が
中
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
単
な
る

現
世
利
益
か
ら
だ
け
で
は
信
者
の
宗
教
心
は
説
明
で
き
な

い
の
で
あ
り
、
基
層

信
仰
の
点
か
ら
説
明
で
き
る
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

ま
り
、
基
層
信
仰
の
要
因
の
う
ち
少
な
く
と
も
幾

つ
か
は
、
石
切
神
社
の
信
者

の
宗
教
心
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
宗
教
意
識
調
査
の
方
法

基
層
信
仰
に
ど

の
よ
う
な
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
現
わ
れ

方
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
宗
教
意
識
に
関
す
る

調
査
を
行
な

っ
た
(聡
v。

こ
の
調
査
は
、
石
切
神
社
の
境
内

で
調
査
員
が
参
拝
者
に
対
し
て
質
問
票
を

用

い
て
行
な

っ
た
。
調
査
対
象
は
参
拝
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
参
拝
者
の
大

、部
分
を
神
社
側
は
把
握
し
組
織
化
し

て
い
な
い
た
め
、
母
集
団
を
確
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
率
的
な
サ
ン
プ
リ

ン
グ
は
行
な
え
な

い
た
め
、
以
前

の
調
査
に
基
き
、
男
女
比
と
年
令
層
を
配
慮
し
、
割
り
当
て
た
、

ア
ク
シ
デ
ン
タ
ル
な
サ
ン
プ

ル
を
と

っ
た

Ĥ∀。

後
に
見
る
よ
う
に
、
単
純
集
計
に
お
い
て
回
答
の
比
率

の
差
が
大
き

い
た
め
、

ア
ク
シ
デ
ン
タ
ル
な
サ
ン
プ
ル
で
も
十
分
に
代
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
今
ま
で
こ
の
よ
う
な
神
社
仏
閣

へ
の
参
拝
者
を
対
象
と
す
る
ま
と
ま

っ
た

面
接
調
査
は
行
な
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
た
め
、
調
査
デ
ー
タ
と
し
て
意
義

の
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
調
査
は
、
昭
和
六
〇
年
五
月
二
六
日
の
日
曜
日
に
第

一
回
調
査
と
し
て

五
〇
ケ
ー
ス
が
集
め
ら
れ
、
'さ
ら
に
質
問
文
を
修
正
し
て
、
第
二
回
調
査
と
し

て
六
月
十

一
日
の
火
曜
日
と
十
二
日
の
水
曜
日
に
四
七
ケ
ー
ス
を
集
め
た
。

質
問
票
に
は
、
日
本
人
の
宗
教
意
識

に
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
質
問
が
、

第

一
回
目
の
調
査
で
は
二
九
項
目
、
第

二
回
目
の
調
査
で
は
二
五
項
目
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
「
ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」
、
「ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」、
「ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い
」、
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な

い
」
、
「ま

っ
た
く
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
五

つ
の
回
答
を

リ
ス
ト
で
示
し
、
そ
の
中
か
ら
選
ん
で
回
答
し
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
を
と

っ

た

の
で
あ
る
。

四
、
民
間
信
仰
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
表
出

そ
れ
で
は
、
第

一
回
目
の
調
査

で
得
ら
れ
た
結
果
の
中
か
ら
、
ま
ず
信
者
の

多
数
意
見
、

一
般
的
傾
向
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
も

の
を
幾

つ
か
挙
げ
、

そ
こ
か
ら
基
層
信
仰
の
要
因
を
探

っ
て
み
よ
う
。

第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
信
者

の
傾
向
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
因

ご
利
益

に
対

す
る
期
待
が
強

い
こ
と
で
あ
る
。
表
4
の
問
1
に

「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」
と

答
え
た
人
が
二
三
人
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人
が

一
五
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表4第1回 調 査 結 果(昭 和60年'5肩26日 ケ』 ス数50>

質 問 文 1 II III IV V lVI

問1 神や仏に願 いご とをすれば、なん とな くかなえて くれそうな気がする。 23 15 r 3 2 a

問2 霊 の 力、超 自然的力は恵み深い ものです。 16 13 15 3 0 3

問3
人は自分 だけで生 きているのではないとい うことを自覚 し、常に感謝 と愛

情 を忘れてはな らない。
48 1 1 0 a a

問4 何 こ と もな く生 きて い るこ とは 、天 地 の 恩 で あ る とい う気 がす る。 31 9 9 1 0 a

問5 祖先の人.たちとは深 い心のつなが りを感 じる。 28 15 6 1 0 0

.問6 人はそれぞれ 自分に合 った宗教を選んで信仰すればよい。 43 3 1 3 0 0

問7 神 も仏 も同 じよう な もの で あ る。 126 8 4 5 6 1

問8 家族や知人 と一緒 に石切 さんへお参 りすれｫ.気 がはれ る0 36 10 3 0 1 a

問9
ご先 祖 の霊 は、 ず っ と どこ かで 生 きてい て我 々子孫 を いつ も見守 って いて

くれ ます。
33 7 8 i 1 a

問10 宗 孕 で救 われ る とい つ こ とは、 こ の世 で う ま くい くこ とで あ る。 21 13 6 4 5 1

1ま っ.た く そ う .思 う

IIど ち ら か と い え ば そ う 思 う

IIIど ち ら と も い え な い

IVど ち らか とい え ば そ う は思 わ な い

Vま っ た く そ う は 思 わ な い

VIわ か ら な い
.・ 無 回 答

表5昭 和56年NHK「 現代 日本人 の 宗 教 意識 」調 査

質 問 文 1 II II[ N

問1 神や仏に願いご とをすれば、なん となくかなえて くれそうな気がする。
54.0

55.4

36.5

35.6

8.1

7.4

1.4

i.s

問2 祖先の人たちとは深 い心 のつなが りを感 じる。
58.9

75.5

30.6

16.8

7.8

5.8

2.6

1.9

注)上 段は、全体の集計の比率(%)。 下段は、40才 以上の集計の比率(%)。 I

H

m

そ う 思 う

そ う は 思 わ な い

どち らと もいえない

わか らない ・無回答
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人
で
、
合
わ
せ
て
肯
定
的
に
答
え
た
人
が
八
割
を
超
え
る
。
ま
た
、
同
じ
く
問

2
で
も
、
「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」

が

一
六
人
、
「ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思

う
」
が

一
三
人
で
半
数
以
上
を
占
め
、
否
定
的
な

の
は
、
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な

い
」
人
が
三
人

い
る
だ
け
で
あ
る
。

へ

こ
の
よ
う
な
ご
利
益
を
期
待
す
る
心
情
は
、
石
切
神
社

の
信
者
だ
け
に
見
ら

れ
る
も

の
で
は
な
く
、
現
在
も
日
本
人

一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
世
論

調
査
か
ら
例
を
引
け
ば
、
表
4
の
問

1
は
、
昭
和
五
六
年

の
N
H
K
の
世
論
調

査
で
用
い
ら
れ
た
質
問
文
と
全
く
同
じ
な

の
で
あ
る
が
、
N
H
K
の
調
査
で
も

表
5
の
問
1

『神
や
仏
に
願

い
ご
と
を
す
れ
ば
、
な
ん
と
な
く
か
な
え
て
く
れ

そ
う
な
気
が
す
る
』
と
い
う
質
問
に

「そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人
が
五
四

・
○

%
と
半
数
以
上
を
占
め
る
。
石
切
神
社
の
参
拝
者
に
多

い
四
〇
才
以
上
の
人
々

に
限

っ
て
み
れ
ば
、
五
五
・四
%
で
あ
り
(巧
v、.石
切
神
社
に
集
ま
る
人

々
ほ
ど
高

率
で
は
な
い
が
、
現
在

の
日
本
人

一
般
に
見
ら
れ
る
心
情
と
言
う
こ
と
は
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
ご
利
益
を
期
待
す
る
、

い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
は
、
そ
の
概
念

規
定
に
関
し
て
は
様

々
な
意
見
や
考
え
が
あ
る
に
し
て
も
多
く
の
社
会
に
お

い

て
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
ど
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る

古

い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、

『日
本
書
紀
』
に
皇
極
元
年

(六
四
二
年
)

に
雨
乞

い
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
、
中
国

の
祭
儀
を
試
み
た
が
効
果
が
な
く
、

つ
い
で
僧
が
雨
乞

い
に
霊
験
あ
ら
た
か
な

仏
説
大
雲
晴
雨
経
を
読
誦
し
た
が
、
小
雨
が
降

っ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
最
後
に

天
皇
が
日
本

に
固
有

の
神

々
に
祈

っ
た
と
こ
ろ
、
大
雨
が
降

っ
た
と
い
う

珍̂
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
や
儒
教
伝
来
当
初
は
、
そ
れ
ら
に
よ
る
祈
願
と
日
本
固
有

の
神
々
へ
の
祈
願
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

仏
教
や
儒
教
伝
来
以
前
に
は
、
日
本
固
有

の
神
々
へ
の
祈
願
し
か
な
か

っ
だ
と

推
測
さ
れ
る
(レ
v。

つ
ま
り
、
昔
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
人
は
、
ご
利
益
の
た
め
に
神
々

に
祈
願
を
す
る
信
仰
心
を
保
持
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

仏
教
や
儒
教
が
影
響
す
る
以
前
か
ら
続
く
基
層
信
仰

の

一
要
因
と

い
え
る
の
で

ゴ

リ

ヤ
ク

あ
る
。
こ
の
要
因
の
こ
と
を
御
利
益
志
向
と
名
付
け
る
。

し
か
し
、
こ
の
御
利
益
志
向
よ
り
も
更
に
強
い
意
識
が
石
切
神
社

の
信
者
に

は
幾

つ
か
見
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
感
謝
の
念
や
天
地
の
恩
と

い
う
意
識
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
信
者
が
初
め
て
参
拝
し
た
と
き
か
ら
定
期
的
に
参
拝
す
る

よ
う
に
な
る
経
過
に
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
多
く

の
信
者
は
、
初
め
は

病
気

を
治
し
て
も
ら
う
た
め
に
石
切
さ
ん
に
お
参
り
す
る
の
だ
が
、
病
気
が
全

快
し

た
時
に
は
そ
れ
を
石
切
さ
ん
の
お
蔭
と
感
じ
、
そ
の
後
は
そ
の
お
蔭

に
対

し
て

お
礼
参
り
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
次
第

に
日
々
つ
つ
が
な
く
生
き
て
い
ら
れ

る
こ
と

へ
の
感
謝
の
念
が
生
じ
、

い
つ
の
ま
に
か
、
天
地
神
仏
あ
ら
ゆ
る

も
の

に
対
す
る
恩
の
意
識
で
も

っ
て
月
参
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
調
査
の
結
果
で
見
て
み
る
と
、
表
4
の
問
3
に
肯
定
的
に
答
え
た
人

が
四
九
人
で
否
定
者
は
お
ら
ず
、
ま
た
問
4
に
肯
定
的
に
答
え
る
人
も
四
〇
人

と
八
割
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
恩
の
思
想
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
思
想
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
人
間
の
愛
情
や
秩
序
を
否
定

し
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
静
寂
な
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
隠
遁
的
、
逃
避
的
な

面
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
父
母
、
師
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
愛
情
や
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尊
敬
は
、
俗
世
間
に
対
す
る
愛
情
ー

恩
愛
と
し
て
否
定
的
な
意
味
し
か
持
た
な

か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
恩
が
説
か
れ
る
の
は
在
俗
の
人

々
の
あ
い
だ
に

限
ら

れ
て
い
た

の
で
あ
る
奪
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
恩
の
思
想

は
、

直
接
に
は
漢
訳
仏
典
に
よ

っ
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
人
が
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人

の
恩
愛
を
受
け
て
い
る

か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
日
本
で
広
ま

っ
た
四
恩
説
は
、
そ
の
恩
を
か
け
て
く
れ
る
人

々
を
挙
げ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
中

で
最
も
有
名
で
、
平
安
朝
以
降
に
日
本
に

浸
透
し
た
の
が

『大
乗
本
生
心
地
観
経
』

の
あ
げ
る
四
恩
で
、
第

一
に
父
母
の

恩
、
第
二
に
衆
生

の
恩
、
第
三
に
国
王
の
恩
、
第
四
に
仏

・
法

・
僧
の
三
宝
の

恩
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
衆
生

の
恩
、
国
王
の
恩
は
、
父
母
の
恩
を

モ
デ

ル
に

し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
と
し
、
そ

の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か

し
、
最
も
重
要
な
の
は
三
宝
の
恩
で
あ
り
、
山
よ
り
も
高
く
海
よ
り
も
深

い
報

い
難
き
親

の
恩
に
報

い
る
と

い
う

こ
と
は
、
親
と
共
に
大
菩
提
心
を
発
し
て
人

と
生
ま
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
仏
法
を
聞

い
て
信
仰
を
喜
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
解

釈
さ
れ
て

い
た
〔B)。

こ
の
四
恩
の
説
は
、
近
世
庶
民
に
お

い
て
は
、
た
と
え
ば
貝
原
益
軒

の
恩
の

思
想
に
よ
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
広

ま

っ
て
い
た
。
「人
に
は
四
恩
あ
り
。
天
地

の
恩
、
父
母
の
恩
、
主
君
の
恩
、
聖
人

の
恩
で
あ
る

・̂。
∀。
」

こ
の
中
で
天
地
の
恩

が
最
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
の
恩
と
異
な
り
漢
訳
仏
典
の
主
要
な
も

の
に
は
挙
げ
ら
れ
て

い
な

い
日
本
的

な
も

の
で
(m
v、

基
層
に
よ
る
変
容

の
働

き
に
よ

っ
て
漢
訳
仏
典
に
よ
る
恩
の
思
想
が
最
終
的
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な

っ

た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま

り
、
見
田
宗
介
が

「〈
原
恩
〉
の
意
識
」
と

し
て
取
り
上
げ
た
よ
う

に
(翆
、
何
こ

と
も
な
く
生
き
て

い
ら
れ
る
こ
と
に
対

し
て
お
か
げ
さ
ま
で
と
感
謝
す
る
心
情
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
普
通
は
明
確

に
特
定

の
.対
象
が
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
神
仏

一
般
で
あ
り
、
諸
霊
で
あ
り
万

物
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
心
情
も
浸
透
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
お
蔭
を
感
じ
る
対
象
と
し
て
最
も
象
徴
化
さ
れ
、

一
般
に
流
布
し
て

い
る
も

の
が
天
地
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本

の
恩
の
意
識
の
中
で
最

も
基
本
的
な
も
の
と
し
て
天
地
の
恩
が
あ
る
と
考
え
、
恩
の
意
識
形
成
過
程
に

大
き
な
影
響
力
を
与
え
て
き
た
こ
の
要
因
を
お
蔭
信
仰
と
名
付
け
る
壅
。

さ
て
、
次
に
挙
げ
ら
れ
る
信
者

の
宗
教
意
識

の
特
徴
は
、
祖
先
崇
拝
の
意
識

の
高
さ
で
あ
る
。
祖
先
崇
拝
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本

に
固
有

の
現
象
で
は
な

い
が
、

伝
統
的
な
風
習
、
習
俗
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
祖
先
崇
拝
が
基
層

信
仰

の

一
要
因
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
時
に
問
題
と
な
る
点
は
、
仏
教
と

の
習
合
過
程
に
よ
る
変
容
や
、
そ
の
存
続
の
状
態

で
は
な
く
、
第

二
次
世
界
大

戦
後
か
ら
今
日
に
か
け
て
、
「家

藝
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
祖
先
崇
拝
が
衰
え

て
し
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
基
層
信
仰
の

一
要
因
で
あ

る
な
ら
ば
、
時
代
の
変
化

に
も
関
わ
ら
ず
、
存
続
し
て

い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ

こ
で
、
祖
先
崇
拝
の
中
に
現
在
で
も
存
続
し
て
い
る
面
を
探

っ
て
み
よ
う
。

前
田
卓
は
、
「家
」
の
先
祖
を
重
ん
じ
る
祖
先
崇
拝
を
発
生
、
保
持
さ
せ
て
き

た
要
因
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず

一
つ
は
、
「家
」
の
成
員
間
同
士
の
相
互
了

解
が
言
語

の
い
ら
ぬ
ほ
ど
具
体
的
、
直
観
的
な
も

の
と
な
り
、
相
手
の
個
別
的

事
情
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
く
対
応
し
た
扱

い
を
生
じ
せ
し
め
る
実
践
的
情

緒
、
す
な
わ
ち
、
「主
情
性
」
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
生
き
て
い
る

も

の
は
死
者
を
容
易
に
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
第
二
に
は
、
家
父
長
は

家
族
成
員
の
養
育
者
で
あ
り
、
農
耕
社
会
で
重
要
視
さ
れ
る
知
識
を
も

つ
文
化
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的
超
越
者
で
あ
る
た
め
、
家
族
成
員

か
ら
特

に
崇
敬
を
受
け
た

の
で
あ
る
(器)。

と
こ
ろ
で
、
第
二
の
家
父
長
の
権
威
は
衰
え
て
き
た
が
、
「主
情
性
」
の
ほ
う

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
バ
ー
ト
.・
J

・
ス
ミ
ス
の
位
牌

調
査
に
よ
る
と
、
「家
」
の
祖
先
崇
拝
と
い

う
観
点
か
ら

い
え
ば
、
祀
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
も

の
ま
で
祀
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
当
然
そ
の
家
に
あ

っ
て
も

い
い
位
牌

の
場
合
で
も
変

っ
た
説
明
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

私
の
父
は
家
を
逃
げ
出
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
も
私
達
が
皆
大
き
く
な

っ
て
か

ら
の
こ
と
で
す
。
父
は
再
婚
し
て
お
り
ま
し
た
。
で
も
、
私
は
.父
が
亡
く
な

っ
た
と
聞
く
と
、
こ
の
家

で
父
を
拝
む
の
に
、
位
牌
の
写
し
を
作
り
ま
し
た
。

何
だ
か
だ
と
言

っ
て
も
、
や

っ
ぱ

り
父
は
父
で
す
か
ら

%̂
v。

つ
ま
り
、
現
代
に
お
い
て
も
位
牌
を
作
り
、
祀
る
際
に
、
個
人
的
な
情
愛
と

い
う
要
素
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

祖
先
の
人
と
の
心

の
繋
り
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
先
祖
は
、
こ
の
世
の

中
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
所
で
い
つ
も
我

々
子
孫
を
見
守

っ
て
お
り
、
ま
た
心

の
繋
り
に
よ

っ
て
、
生
き
る
者
と
先
祖
と

の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
、
人
は
死
後

誰
で
も
ホ
ト
ケ
ー
ご
先
祖
さ
ま
に
な
る
と

い
う
観
念
が
根
強
く
存
続
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
主
観
的
な
解
釈
に
よ

っ
て
祀
る
対
象
を
選

択
す
る
傾
、向
が
あ
り
、
こ
れ
は
対
象

の
み
に
限
ら
ず
、
祀
る
方
法
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
傾
向
を
主
観
主
義
と
名
付
け
よ
う
。
こ
の
各
自

の
主
観
を
尊
重
す
る
主
観
主
義
が
あ
る
の
で
、
超
越
的
価
値
は
認
め
ら
れ
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
排
他
的
で
は
な
く
、
新
し
き
も
の
を
採
用
す
る
の
に
古

い
も
の

を
廃
す
る
必
要
が
な
く
、
重
層
的
な
構
造
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

」
こ
れ
を
調
査
の
結
果
で
示
せ
ば
、
表
4
の
問
5
に

「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」

人
は
二
八
人
、
「ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
人
は

一
五
人
で
、
合
わ
せ
て

八
割
以
上
で
あ
り
、
祖
先
の
人
と
の
主
観
的
な
繋
が
り
は
、
保
持
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
石
切
神
社
の
信
者

の
み
に
あ
て
は
ま
る
こ

と
で
は
な
い
。
先
に
も
挙
げ
た
N
H
K
の
世
論
調
査
の
結
果

で
も
、
『祖
先
の
人

た
ち
と
は
深

い
心
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
』
と
い
う
質
問

(表
5
問
2
)
に
、

「そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人
が
、
五
八

・
九
%
、
石
切
神
社
の
参
拝
者
に
多

い

四
〇
才
以
上

の
人
々
に
限

っ
て
み
れ
ば
、
七
五

・
五
%

の
人
が

「
そ
う
思
う
」

と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る

挈̂
。

つ
ま
り
、
祖
先
崇
拝
の
意
識
、
そ
の
中
で
も
主

観
主
義
的
側
面
は
広
く
日
本
人

一
般
が
保
持
す
る
基
本
的
心
性

の

一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
が
石
切
神
社
の
信
者
に
も
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
主
観
主
義
に
つ
い
て
補
足
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
心
は
本
来
主

観
的
な
も

の
で
あ
る
が
、

一
つ
の
教
え
を
学
び
、
そ
の
枠
内
で
信
仰
心
を
保
持

し
て
い
く

の
が

一
般
的
な
宗
教
団
体
内
で
の
信
仰
と
い
え
る
。
石
切
神
社
の
場

合
に
も
、
昭
和
二
三
年
宗
教
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
、
単
立
の
神
道
石
切
教
と
な

る
と
同
時
に
教
義

・
教
宣
が
作
ら
れ
た
が
、
こ
の
教
義

・
教
宣
は
そ
の
存
在
す

ら
も
ほ
と
ん
ど
の
信
者
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
し
、
ま
た
御
祭
神
の
名
称
を
知

る
人
も
全
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
い
な

い
。
こ
の
こ
と
を
信
者

の
側
か
ら
い
え

ば
、
神
社
側
か
ち
信
仰

の
内
容
を
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
自
分
の
欲
求
に

従

っ
た
自
己
の
信
仰
心
を
正
し

い
と
信
じ
、
保
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
さ

ら
に
言
え
ば
、
人
々
は
自
己
の
信
仰
心
に
合

っ
た
宗
教
施
設
を
求
め
て
渡
り
歩

く
と
も
言
え
、
神
社
側
も
多
様
な
信
仰
心
を
持

つ
人

々
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
多
数

の
人

々
を
集
め
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
で
示
す
と
、
表
4
の
問
6
に

「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」
人
は
四

三
人
と
八
割
以
上
の
高
率
を
占
め
て

い
る
。

こ
れ
は
、
信
仰
心
の
正
し
さ
は
信

じ
る
本
人
の
主
観
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と

い
う
主
観
主
義

の
裏
返
し
が
、
他
人

の
信
仰
心
が
自
己
と
異
な

っ
て
も
か
ま
わ
な

い
と
い
う
寛
容
さ
を
生
ん
で
い
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
主
観
主
義
は
、

一
方
で
は
典
型

的
な
現
世
利
益

へ
の
欲
求
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で
は
ま
た
、
先
に
示
し

た
よ
う
に
祖
先
崇
拝
に
も
現
わ
れ
る
つ

つ
ま
り
、
ご
先
祖
さ
ま
を
拝
む
の
と
同

じ
気
持
で
石
切
神
社
に
参
拝
す
る
、
神
と
仏
ー
先
祖
を
区
別
し
て
い
な

い
人
々

が
多

い
こ
と
も
、
友
人
、
知
人
と
連
れ
だ

っ
て
お
参
り
す
る
こ
と
に
信
仰
的
と

い
う
よ
り
は
、
娯
楽
的
な
意
義
を
見

い
だ
す
こ
と
も
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
表
4
の
問
7
、
問
8
の
ど
ち
ら
に
も
肯
定
的
回
答
が
多
い
こ
と
に
よ

っ

て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
観
主
義
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
祖
先
崇
拝
に
お
け
る
祖
先
観

は
、
た
た

っ
た
り
バ
チ
が
あ
た

っ
た
り
す
る
よ
σ
は
む
し
ろ
、
恵
み
深
い
加
護

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
柳
田
國
男
に
よ
る
と
、
「我
々
が
先
祖
の
加
護
を
信

じ
、
そ
の
自
発
の
恩
沢
に
身
を
打
任

せ
、
特
に
救
わ
れ
ん
と
欲
す
る
悩
み
苦
し

み
を
、
表
白
す
る
必
要
も
な
い
よ
う

に
感
じ
て
參
」

「
ひ
た
す
ら
神
の
照
鑑
を

信
頼
し
て
疑
わ
ず
、
冥
助

の
自
然
の
.厚
か
る
べ
き
こ
と
を
期
し
て
(29
)」

い
る
の

が
、
先
祖
に
対
す
る
加
護
を
求
め
ゐ
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「年
齢
男

女
か
ら
、
願

い
の
筋
ま
で
を
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
立
て
＼

神
を
揺
ぶ
ら
ん
ば

か
り
の
熱
請
を
凝
ら
す
(3。
)」
祈
願
と
大
き
く
異
な
る
、
祖
先
崇
拝

の
特
徴
な
の

で
あ
る
。

実
際
に
こ
の
よ
う
な
ご
先
祖
が
我

々
子
孫
を
見
守

っ
て
い
て
く
れ
る
と

い
う

被
護
を
期
待
す
る
心
情
を
石
切
神
社
の
信
者
に
尋
ね
た
表
4
の
問
9
の
結
果
で

は
、
「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」
人
が
三
三
人
、
「ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」

人
が
七
人
と
高

い
割
合
を
示
す

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
被
護
性
と
名

付
け
、
基
層
信
仰
の

一
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
信
者

の
特
徴
は
、
来
世
よ
り
も
現
世
を
重
ん
じ
る
現
世

主
義
的
態
度
で
あ
る
。
表
4
の
問
10
に

「ま

っ
た
く
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人

が
二

一
人
、
「ど
ち
ら
か
之
い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
人
が

一
三
人
で
合
計

す
れ
ば
七
割
近
く
を
占
め
る
。
こ
の
現
世
主
義
、
す
な
わ
ち
重
要
で
あ
り
現
実

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
現
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
で
あ
り
、
あ
の
世

を
含
む
他
の
世
界
に
は
関
心
が
低
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
世
の
為
に
宗
教
的
な
も

の
が
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
国
家
神
道
ま
で
、
善
き
に

つ

け
悪
し
き
に
つ
け
、
日
本
の
歴
史
上
常
に
見

い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
基
本
的
な

特
徴
で
あ
る
。

先
に
扱

っ
た
祖
先
崇
拝
か
ら
例
を
挙
げ
れ
ば
、
祖
先
崇
拝
は
支
配
手
段
と
し

て
利
用
さ
れ
た
た
め
に
存
続
し
え
た
面
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
か
ら
大

正
に
か
け
て
資
本
主
義

の
発
達
と
と
も
に
、
す
な
わ
ち
都
市
に
労
働
者
と
し
て

の
人
口
が
集
中
す
る
頃
か
ら
、
庶
子
や
婦
女
子
が
労
働
者
と
し
て
有
用
と
な

っ

た
た
め
、
相
対
的
に
家
父
長
の
権
威
は
低
く
な
り
、
祖
先
崇
拝
は
衰
退
の
兆
し

を
見
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
制
国
家
が
政
治
的
行
政
的
必
要
か
ら
イ
デ

ォ

ロ
ギ
ー
と
し
て
神
道
を
利
用
し
た
た
め
に
、
国
家
神
道
体
制

の

一
支
柱
と
し

て
、
祖
先
崇
拝
は
敗
戦
ま
で
延
命
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
藝
。

ま
た
、
恩
の
思
想
か
ら
現
世
主
義
的
側
面
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
も
容
易
で
あ
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る
。
平
安
時
代
以
降
に
広
ま

っ
た

『大
乗
本
生
心
地
観
経
』
に
よ
る
四
恩
の
説

は
、
三
宝
の
恩
を
最
重
要
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
た
と
え
ば
無
住

の

『雑
談

集
』

(
一
三
〇
五
年
作
)
に
お
い
て
は
、
四
恩
の
中
で
最
も
重
要
な
も

の
は
父
母

の
恩
で
あ
る
と
し
、
父
母
の
恩
を
知
ら
ね
ば
三
宝
の
恩
も
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
考
え
方
が
逆
転
す
る
。
そ
し
て
、
父
母
の
恩

は
現
世
の
恩
で
あ
り
、
こ
れ
を
知
る
時
現
世
安
穏
が
得
ら
れ
、
ま
た
、
父
母
の

恩
が
国
王
そ
の
他

の
恩
の
根
底
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
恩
に
報
じ

る
こ
と
も
現
世
安
穏
と
関
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
的
色
彩

の
軽

視
、
そ
し
て
現
世
重
視
の
態
度
が
読
み
取
れ
る

篳

。

以
上
の
よ
う
に
石
切
神
社
の
信
者

に
は
日
本

の
基
層
信
仰
の
要
因
で
あ
る
と

理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
御
利
益
志
向
、
お
蔭
信
仰
、
主
観

主
義
、
被
護
性
、
現
世
主
義
の
五
要
因
が
現
わ
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

五
、
因
子
分
析
の
結
果

日
本

の
宗
教
を
論
じ
た
研
究
に
お

い
て
は
、
前
節
で
挙
げ
た
基
層
信
仰

の
要

因
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
日
本
の
宗
教

の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
実
際
に
調
査
し
、
そ
の
結
果

か
ら
述
べ
て
い
る
も
の
自
体
が
少
な
く
、

そ
し
て
そ
れ
ら
も
ほ
と
ん
ど
が
事
例

研
究
で
あ
る
。

そ
こ
で
第

一
回
の
調
査
の
質
問
文

に
修
正
を
加
え
、
二
五
項
目
の
宗
教
意
識

を
問
う
質
問
票
を
作
成
し
、
昭
和
六
〇
年
六
月

一
一
日
、

一
二
日
に
調
査
を
行

な

い
、
集
め
た
四
七
ケ
ー
ス
を
因
子

分
析
し
た
。
ケ
ー
ス
数
が
四
七
と
少
な
く
、

本
来
事
例
研
究
に
属
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
宗
教
意
識

の
多
数
意
見
及
び

一
般
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
、
二
回
の
調
査
で
大
体

一
致
し

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ケ
ー
ス
数
を

一
〇
〇
、
二
〇
〇
と
増
し
て
も
同
じ
よ
う

な
結
果
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
標
本
と
同
じ
よ
う
に

因
子
分
析
し
、
石
切
神
社
の
信
者
の
宗
教
意
識
の
構
造
を
考
え
て
い
く
こ
と
も
、

現
状

の
少
な

い
調
査
研
究
を
鑑
み
れ
ば
、
十
分
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
言
え

る
。分

析
方
法
は
、
ま
ず

い
わ
ゆ
る
主
成
分
分
析

寥

を
行
な

い
、
そ
こ
で
得
ら
れ

た
五
因
子
、
す
な
わ
ち
、
「諸
霊
信
仰
」、
「此
岸
志
向
」
、
「呪
術
志
向
」
、
「主
観

主
義
的
信
仰
心
」、
「祖
先
崇
拝
」
と
名
付
け
ら
れ
た
五
因
子
ま
で
の
因
子
構
造

を
仮
説
と
し
、
M
I
L
S

(掣
を
用

い
て
確
証
的
因
子
分
析
を
行
な
う
と

い
う

手
順
を
と

っ
た
。

確
証
的
因
子
分
析
は
、
従
来
使
わ
れ
て
き
た
説
明
的
因
子
分
析
と
は
い
く

つ

か
の
点
で
異
な
る
が
(鞄
、
最
も
大
き
な
違

い
は
、
確
証
的
因
子
分
析
が
統
計
的

推
定
を
考
慮
に
い
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
説
明
的
因
子
分
析
は
、

理
論
的
仮
説
な
し
に
と
り
あ
え
ず
集
め
た
デ
ー
タ
を
因
子
分
析
に
か
け
、
結
果

を
み
て
事
後
解
釈
す
る
も
の
で
お
る
た
め
、
因
子
数
の
決
定
や
軸
の
回
転
に
明

確
な
基
準
が
な
く
、
常
に
問
題
と
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
確
証
的
因
子

分
析
に
お
い
て
は
、
理
論
的
な
仮
説
を
持
ち
、
そ
の
仮
説
と
デ
ー
タ
の
適
合
度

を
調

べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
よ
い
モ
デ
ル
を
確
証
で
き
る
と

い
う
利
点
を

も

つ
も

の
で
あ
る
。

確
証
的
因
子
分
析
の
解
法
は
幾

つ
か
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
標
本
値

に
対
す
る
尤
度
を
最
大
と
す
る
よ
う
な
母
集
団
の
値
を
推
定
す
る
、

い
わ
ゆ
る

最
尤
推
定
法
を
用
い
た
。
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表6概 念 と指標の関連

1

諸

霊

信

仰

1.323

1.088

1問4砌 さんへ鯵 リし諮 百麟 ふんだり、加持祈禧をすれば病気は必ずよくなる.1一 一一 ・

1問22石 切 さんに参 ることは、、精神修 養よりもご利益 である。 1<e
.736

1問21人 はだれで も、死んだ ら神様 になる。 1<e
.724

1問18石 切 さんにまい リ、鳥居の前 にたつ と、神の霊気 を感 じる。 1<e
.nz

1問15霊 の力、超 自然的力は恵み深 い ものです。 IEe
.621

1問6石 切 さんへ石お参 りを欠かす と、何 とな く不 安であ る。 1← 一 一e

.56]

1問3 霊 の力、超 自然的力は恐ろ しい ものです。 1← 一 一e

.523
1問19神 や 仏に願いご とをすれば、 なん となくかな えて くれそ うな気がす る。 1<e

一 .429

陶2 お宮 参 りや七五 三参 りは単 なる慣習であ る。 1<e
.427

1問20い の るとい うこ とは、お百度、加持祈蒋 よ り大事 である。 1← 一 一 ・

.324 問23昔 の人は山や川 、井戸や か まどにいたるまで、多 くの ものに神の存在 を感 じた リ、神
を まつった りして きましたが、 こうした気 持 ちが よくわか るような気がす る。

Ee

・2961問1魍 の霊 は
、ず ・とどこカ・で生 きていて我 好 孫 を・・つ も貯 ・て・・て くれ ます.1一 一 ・

}問16こ の世 界 を支配 してい るの は、神仏では な く人間である。 IEe

1問22石 切 さんに参 ることは、精神修 養よ りもご利益 である。 1-e

1問17家 が栄 え るのは生 きて いる ものの努 力であ って、ご先祖 のおかげではない。 1← 一 一 ・

1問12神 様 とい って も仏様 といって も同 じであ る。 IEe

1問11何 こ ともな く生 きてい ることは、 まわ りの人 のおかげではな く{天 地の恩であ る。1← 一一一一e

1問17こ の世 の幸せ の方が、来世の救 いよ リ大切 です。 1-e

1問4石 切 さんへお参 リし、お百度 をふんだ り、加持祈薦 をすれば病気は必ず よくな る。1← 一一一e

1問12神 様 といって も仏様 とい って も同 じであ る。 1-e

個7 この世 の幸せ の方が、来世の救 いより大切 です。 1← 一 一 ・

個6 石切 さんへのお参 りを欠かす と、何 とな く不安 である。 1← 一 一e

1問25お まつ りやご供 養 をしない と、神イムや先祖 はバ チをあてた りたたった9し ます。1一 ・

1問9 信仰心 を持 っていれば、石切 さんの教え を全 く知 らな くともよい。 1← 一 一 ・

1問10家 族や 友人 と連 れだ ってお参 りす ることは、楽 しみである。 1← 一 一 ・

1問14祖 先 の人たち とは深い'じ・のつなが り鑾 じる・ 1.← 一 一e

1問24お 参 りは リク レー ションであ る。 1← 一 一e

1問13迷 ってい るときは、易者 さんやおみ くじにた よる。 1← 一 一 ・

1問22石 切 さんに参るこ とは、精神修養 よりもご利益 である。 IEe

陶3 霊の 力、超 自然 的力は恐ろ しい ものです。 1← 一 一e

1問5 人はだれで も、死 んだ ら仏様 になる。 IEe

1問9 信仰心 を持 っていれば、石切 さんの教え を全 く知 らな くともよい。 IE一一e

陋8 先祖 を供養 しない入は、信仰の ない証拠です。 1← 一 一e

注)数 値 は標準化 され ていない。
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そ
の
結
果
を
表
6
に
よ
り
見
て
み
ょ
う
。
左
は
し
は
概
念
、
ま
ん
中
が
指
標
、

す
な
わ
ち
質
問
文
、
右
は
し
は
誤
差
項
で
あ
り
、
数
値
は
概
念
と
指
標
の
関
連

を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
値
は
非
標
準
化
解

で
あ
る
。

ま
ず
第
1
の
概
念
は
、
す
べ
て
来
世
観
を
含
む
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
も

の
を

測
定
す
る
指
標
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
中
で
も
特
に
お
蔭
を
感
じ
る
対

象
で
あ
る
諸
霊
、
超
越
的
力
の
存
在
に
触
れ
た
指
標
と
の
関
連
が
強
い
の
で
、

こ
の
概
念
は
確
か
に

「諸
霊
信
仰
」

の
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

霊
の
存
在
に
関
す
る
問

18
、
23
、
霊

の
力
、
超
自
然
的
力
、
神
に
対
す
る

一
種

の
親
近
感
で
あ
る
問
21
、
15
、
逆
に
恐
れ
で
あ
る
問

6
、
3
な
ど
と
の
関
連
が

強
い
。
ご
利
益
を
期
待
す
る
問
4
、

22
が
特
に
強
い
が
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
ご

利
期
待
で
は
な
ぐ
、
ご
利
益
を
も
た
ら
す
諸
霊
の
存
在
、
霊
の
力
、
超
自
然
的

力
を
認
め
、
そ
れ
ら
を
信
じ
、
頼
ろ
う
と
す
る
観
念
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ

る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
11
の
概
念
は
、
第
1
の
概
念
と

は
逆
に
此
岸
中
心
の
考
え
方
を
測
定
す
る

指
標
か
ら
成
り
立

つ

「此
岸
志
向
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
問
16
、
17

に
は
、
霊
的
な
も

の
よ
り
も
人
間
、
彼
岸
よ
り
も
此
岸

の
優
位
が
現
わ
れ
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
問
22
の
よ
う

に
ご
利
益

へ
の
期
待
が
典
型
的
に
現
わ
れ
て

い
る
が
、
問
11
の
よ
う
に
ご
利
益
を
恩
、
す
な
わ
ち
お
蔭
と
感
じ
る
心
情
と
も

深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の
お
蔭
信
仰
が
神
仏

へ
の
信
仰
心
を
生
む
基

に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
m
の
概
念
は
、
「呪
術
志
向
」
で
あ
り
、
、現
世
利
益
の
中
の
、
特
に
ご
利
益

を
求
め
る
心
情
と
相
関
が
高
い
こ
と

が
確
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
情

を
持

つ
人

々
は
、
問
7
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
来
世
で
よ
り
も
ま
ず
こ
の

世
の
幸
せ
を
願
い
、
そ

の
た
め
問
4
に
あ
る
お
百
度
、
加
持
祈
薦

の
、
石
切
神

社
の
信
者
が
病
気
治
し
の
た
め
に
実
践
す
る
、
呪
術
的
手
段
に
頼
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ご
利
益
を
も
た
ら
す
神
仏
観
も
か
な
り
具
体
的
に
考

え
ら
れ
て
い
る
筈

で
あ
り
、
問
12
の
指
標
と
は
負
の
相
関
が
高
く
な
る
の
で
あ

る
。第

W
の
概
念
は
、
「主
観
主
義
的
信
仰
心
」
で
あ
り
、
問
9
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
石
切
さ
ん

の
教
え
に
限
定
さ
れ
ず
、
各
個
人
が
自
由
に
保
持
す
る
信
仰

心
を
正
し
い
と
認
め
る
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
は
、
問

14
の
よ
う
な
祖
先

の
人

々
と
の
心
の
繋
り
を
重
ん
じ
る
心
性
を
表
出
す
る
こ
と

の
み
な
ら
ず
、
問
10
の
よ
う
な
家
族
や
友
人
と
連
れ
だ

っ
て
参
拝
し
た
り
、
問

24
の
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
を
兼
ね
て
参
拝
す
る
よ
う
な
娯
楽
的
側
面
も
容
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

第
V
の
概
念
は
、
先
祖
に
関
し
て
測
定
す
る
指
標
と
関
連
が
強
い

「祖
先
崇

拝
」
の
概
念
で
あ
る
。
問
8
の
よ
う
に
先
祖
の
供
養
を
重
視
す
る
指
標
、
問
5

の
人
は
死
後
、
仏
さ
ま
ー
ご
先
祖
さ
ま
に
な
る
と

い
う
祖
先
崇
拝

の
「主
情
性
」

の

一
面
を
示
す
指
標
と
関
連
が
強

い
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
問
22
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
ご
利
益
を
明
確
に
期
待
す
る
心
情
と
は
負
の
相
関
が
強

い
の
で
、
祈
願

的
心
情
と
は
最
も
縁
遠
く
、
祖
先
崇
拝
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
概
念
を
祖
先
を
供
養
し
、
敬
う

「祖
先
崇
拝
」
の
概
念
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
の
で
あ
る

3̂6
)。

次
に
示
す

べ
き
こ
と
は
、
以
上
五
つ
の
概
念
間
の
相
関
関
係

で
あ
る
。
表

7

の
相
関
係
数
を
見
れ
ば
、
ま
ず
第

一
に
、
「諸
霊
信
仰
」
と

「
呪
術
志
向
」
の
間

に
高
い
負

の
相
関
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
、
「呪
術
志
向
」
は
、
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表7概 念間の相関

諸霊信仰 此 岸 志 向 呪 術 志 向
}観 主義的
信 仰 心

祖先崇拝

諸 霊 信 仰 *

此 岸 志 向 一 .4039 *

呪 術 志 向 一 .7683 .3796 *

主観主義的信仰心 .4179 .0173 一 .4615 *

祖 先 崇 拝 .3478 .3153 一 .2148 .0517 *

注)数 値1は相関係数

「此
岸
志
向
」
と
は
正
の
相
関
が
あ
り
、
他

の

「主
観
主
義
的
信
仰
心
」
や

「祖

先
崇
拝
」
と
も
負
の
相
関
が
見
ら
れ
る
。
そ
の

「
呪
術
志
向
」
と
唯

一
正
の
相

関
に
あ
る

「此
岸
志
向
」
も
、
「諸
霊
信
仰
」
と
は
負
の
相
関
が
あ
り
、
他

の
「主

観
主
義
的
信
仰
心
」
と

「
祖
先
崇
拝
」
と
は
正
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と

い

え
ば
低
い
相
関
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て
、
「此
岸
志
向
」

と

「呪
術
志
向
」
は
、
相
関

の
強
い
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
て
、
「現
世
主
義
的
信
仰
心
」
と
名
付
け
よ

う
。
そ
こ
で
は
、
現
世
を
中
心
と
考
え
、
こ
の
世
で
の
ご
利
益
を
期
待
し
実
現

さ
せ
る
た
め
に
呪
術

に
頼
る
信
仰
心
な

の
で
あ
る
。

一
方
、
「諸
霊
信
仰
」
は
、
「
主
観
主
義
的
信
仰
心
」
と

「祖
先
崇
拝
」
と
に

強
い
相
関
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
つ
を
合
わ
せ
て

「汎
神
論
的
信
仰

心
」
と
名
付
け
よ
う
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
霊

の
存
在
を
感
じ
、
諸
霊

の
力
を
認
め
る
信
仰
心
で
あ
り
、
祖
先
崇
拝
も
含
ま
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
主

観
主
義
的
信
仰
心
が
、
そ
れ
の
成
り
立

つ
基
般
皿で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
三
点
が
結
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第

一
に
、

石
切
神
社
の
信
者
に
は
、
「汎
神
論
的
信
仰
心
」
と

「現
世
主
義
的
信
仰
心
」
の

二
つ
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
、
前
節
で
考

察
し
た
基
層
信
仰

の
五

つ
の
要
因
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
基

層
信
仰
の
五
要
因
は
、
理
論
的
に
は
分
離
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
が
、

一
民
聞
信
仰

で
あ
る
石
切
神
社
の
信
者
に
お

い
て
は
、
実
際
に
は
明
確
に
分
離
せ
ず
に
現
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
二
つ
の
基
層
信
仰
の
要
因
の
働
き
の
う
ち
、
「
現

世
主
義
的
信
仰
心
」
に
よ

っ
て
現
世
利
益
を
求
め
る
人

々
が
石
切
神
社
に
集
ま

る
の
で
あ
り
、
「汎
神
論
的
信
仰
心
」
に
よ

っ
て
、
人
々
は
定
期
的
に
参
拝
す
る
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よ
う

に

な

る

と
考

え

ら

れ

る

。

最

後

に

こ

の

モ

デ

ル

の
適

合

度

を

示

し

て
お

く

。

そ

の
指

標

の

一
つ
と

し

て

2κ
÷
自

由

度

が
あ

る

が
、

そ

れ

は

、

娯

11

四

五

六

・
三

、

自

由

度

二

五

一.一
で

モ

デ

ル

の
適

合

度

は

一

・
六

九

と

な

り
、

か

な

り

よ

い

こ
と

を

示

し

て

い
る

。

し

た

が

っ
て
、

確

証

的

因

子

分

析

に

よ

っ
て

モ

デ

ル

の
正

し

さ

が

高

め

ら

れ

た

と

言

え

る

の

で

あ

る

。

お
わ
り
に

宗

教

を

捉

え

る

た

め

の
研

究

は

、

欧

米

に

お

い
て

は

一
元
的

な

定

義

、

尺

度

か

ら

、

多

元

的

な

尺
度

の
構

成

を

目

指

し

て
進

ん

で

き

た

。

し

か

し

、

そ

こ

で

捉

え

ら

れ

て

い
る

宗

教

は

お

も

に

キ

リ

ス
ト

教

で

あ

っ
た

。

た

と

え

ば

、

そ

の
先

駆

的

業

績

で
あ

る

グ

ロ

ッ
ク

の
五

次

元

説

㌍̂
)に

お

い

て

は

、
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー

的

次

元

が

他

の
次

元

と

最

も

相

関

が

高

く

(馨
、
ま

た

、
後

に

は

こ

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

的

次

元

は

三

つ

に

分

割

さ

れ

る

よ

う

に
(鈴
v、
キ

リ

ス
ト

教

に

つ

い
て

の
信

念

が

、

最

も

重

要

な

次

元

と

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

」

因

子

分

析

を

用

い
た

研

究

に

お

い

て
も

、

同

じ

こ
と

が

見

て

と

れ

る
。

キ

ン
グ

と

ハ

ン
ト

に

よ

.る

因

子

分

析

は

、

数

度

に
わ

た

っ
て
繰

り

返

さ

れ

て

い
る

貴

重

な

研

究

で

は
あ

る

が

、

そ

こ

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

因

子

に

は

、

キ

リ

ス

ト

教

の

教

え

に

対

す

る

心

服

(9

Φ
Φ
畠
巴

〉
ω
ω
Φ
葺

)
、

敬

虔

主

義

(H
)⑦
〈
O
冖
一〇
口
9
一一ω
ヨ
)
、

教

会

へ

の
出

席

(
O
げ
霞

o
『
諺
9
Φ
昌
住
口
昌
o
Φ
)
、

教

会

活

動

(○
『
αq
9
巳
N
鋤
賦
o
コ
巴

》
〇
二
く
一蔓

V
、

献

金

(国

蠧

ロ
q
巴

ω
唇

℃
o
「
こ

な

ど

が
、

含

ま

れ

て

い

る

(鱒
)
。
ま

た

、

心

理
学

的

側

面

を

も

含

む

、

メ

ド

ウ

の
研

究

で
も

、

キ
リ
ス
ト
教
的
神

(O
鐸
凶ω江
o
昌
O
o
α
V、
神
的

一
元
論

(ω
p
o
『Φ
山
髯
o
馘
ωヨ
)
、

信
念

の
厳
格
性

(じu
Φ
=
Φ噛
幻
圃αQ
一窪
一け矯
)、
伝
統
主
義

(O
げ
霞
o
『

↓
螽
山
圃鉱
o
蠧
一-

δ
ヨ
)

の
因
子
な
ど
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(巴
。

こ
の
よ
う
な
欧
米
の
研
究
を
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
統
が
な

い
日
本
に
当
て
は
め

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
つ
そ
し
て
、
残
念
な

こ
と
に
日
本
独
自
の
宗
教
性
の

次
元
に
関
わ
る
研
究
も
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
そ
の
少
な
い
中
に
、
日
本
の

宗
教

の
中
で
最
も
合
理
化
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
浄
土
真
宗

の
信
者

の
宗
教

意
識
を
因
子
分
析
し
た
も
の
が
あ
る

撃̂
。

そ
し
て
そ
こ
で
は
、
民
族
宗
教

の
因

子
が
抽
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
因
子
は
、
物
質
的
現
世
利
益
、
祖
先
崇
拝
、
氏

神
信
仰

の
三
側
面
、

つ
ま
り
、
基
層
信
仰
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
か
ら
構
㌦成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
分
離
は
な
さ
れ
て
い
な

い
の
で

あ
る
。

要
す
る
に
、
組
織
的
宗
教

に
も
基
層
信
仰
の
要
因
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な

い
が
、
実
際
の
調
査
研
究
に
お
い
て
は
、
理
論
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
ほ
ど
、
明
確
に
、
様

々
に
分
化
し
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お

い
て
は
、
基
層
信
仰
の
表
出
し
や
す

い
民
間
信
仰
を
確
証
的
因
子

分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

分
離
し
に
く

い
基
層
信
仰
の
中
か
ら

「
汎
神
論
的

信
仰
心
」
と

「現
世
主
義
的
信
仰
心
」
の
二
要
因
を
挙
げ
た
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
適
切
さ
を
比
較
検
討
で
き
る
研
究
が
皆
無

の
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
後
、
他
の
対
象

に
お
い
て
も
同
様

の
、
ま
た
更
に
精
密
な
宗
教
意
識
の
調
査

が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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,

注

(1
)
桜
井
徳
太
郎

『
日
本
民
間
信
仰
論
増
補
版
』

一
九
七
三
年
、
弘
文
堂
、
3
-

10
頁
。

(2
)
藤
井
正
雄

「基
層
と
し
て
の
民
間
信
仰
」
桜
井
徳
太
郎
編

『
日
本

民
俗
学
講
座

3

信

仰
伝
承
』
所
収
、

一
九
七
六
年
、
浅
倉
書
店
、
5
頁
。

(3
V
桜
井
前
掲
書
、

6
頁
。
な

お
、
民
間
信
仰

の
特
徴
を
持
ち
な
が
ら
、
信
仰
圏
だ
け
は
広

範
囲
に
わ
た
る
例
が
幾

つ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
信
仰
圏

の
広
さ
に
は
注
意
を
要
す
る
。

(4
)
た
と
え
ば
、
島
園
進

「
カ
リ
ス

マ
の
変
容
と
至
亠口同
者
神
話
」

初
期
新
宗
教

の
発
生
を

手
が
か
り
と
し

て
ー

」
中
牧
弘
允
編

『神

々
の
相
克
』
所
収
、

一
九
八
二
年
、
新
泉

社
、

51
1

77
頁
参
照
。

(5
)
和
辻
哲
郎

『續

日
本
精
神
史
研
究
』

一
九
三
五
年
、
岩
波
書
店
、

60
頁
。

(6
)
丸
山
真
男

「原
型

・
古
層

・
執
拗
低
音
」
武
田
清
子
編

『日
本
文
化

の
か
く
れ
た
形
』

所
収
、

一
九

八
四
年
、
岩
波
書
店
、
87
ー

旧
頁
参
照
。

(7
)
同

『日
本
.の
思
想
』

一
九
六

一
年
、
岩
波
書
店
、
5
頁
。

(8
)
同

「
原
型

・
古
層

・
執
拗
低
音
」
螂
頁
。

(9
)
中
村
元

『東
洋
人

の
思
惟
方
法

3
』

一
九
六
二
年
、
春
秋
社
、

32
頁
。

(10
)
同
書
、
35
頁
。

(11
V
同
書
、
11
頁
。

(12
V
石
切
神
社
の
詳
し

い
紹
介
と
こ
の
調
査

の
結
果
に

つ
い
て
は
、
森

下
伸
也

「
デ
ン
ボ

の

神
様
」
宗
教
社
会
学

の
会

編

『生
駒
の
神

々
』
所
収
、

一
九
八
四
年
、
創
元
社
、

鵬
-

垪
頁
を
参
照
。

(13
)
こ
の
調
査
は
宗
教
社
会
学
の
会

に
よ
る
生
駒
宗
教
調
査

の

一
部
で
あ
る
。

(14
)
割
り
当
て
だ
男
女
比
は
、

一
対

二
、
年
齢
層
は
、
六
〇
才
以
上
が
六
割
、
六
〇
才
未
満

が
、
四
割
で
あ

る
。
そ

の
結
果
を
男
、
女
、
六
〇
才
以
上
、
六
〇
才
未
満

の
順
で
示
す

と
、
第

一
回
調
査

で
は
、
二
〇
、
三
〇
、
三

一
、

一
九
、
第
二
回
調
査
で
は
、

一
二
、

三
五
、
二
二
、

二
三
、
年
齢

の
不
明
者

が
二
名

で
あ

っ
た
。

(15
)
N
H
K
放
送
世
論
調
査
所
編

『
日
本
人
の
宗
教
意
識
』

一
九
八
四
年
、
日
本
放
送
出
版

協
会
、
基
本
属
性
別
集
計
結
果
表
、
76
頁
。

(16
)
藤
井
正
雄

「
現
世
利
益
」
田
丸

・
村
岡

・
宮
田
編

『儀
礼

の
構
造
』
所
収
、
一
九
七
二
年
、

佼
成
出
版
、

妍
頁
。

(17
)
木
内
央

「
平
安
佛
教
と
現
世
利
益
」
日
本
佛
教
研
究
会
編

『
日
本
宗
教

の
現
世
利
益
』

所
収
、

一
九
七
〇
年
、
大
蔵
出
版
、

55
-

56
頁
。

(
18
)
鈴
木
宗
憲

『
日
本

の
近
代
化
と
恩

の
思
想
』

一
九
六
四
年
、
法
律
文
化
社
、
16
頁
。

中
村

元

「
「恩
」
の
思
想
」
仏
教
思
想
研
究
会
編

『
仏
教
思
想
4

恩
』
所
収
、
一
九
七
九

年
、
平
楽
寺
書
店
、

25
頁
。

(
19
)
鈴
木
前
掲
書
、
46
1

66
頁
参
照
。

(
20
)
貝
原
益
軒

「
大
和
俗
訓
」
松
田
道
雄
編

『
日
本

の
名
著
14

貝
原
益
軒
』
所
収
、

一
九

六
九
年
、
.中
央
公
論
社
、
盥
頁
。

(
21
)
『
知
覚
禅
師
自
行
録
』
と

『
釈
師
要
覧
』
の
四
恩
は
、
師
長
、
父
母
、
国
王
、
施
主

で

あ
り
、

『四
分
律
行
事
鈔
資
時

記
』
で
は
、
国
王
、
父
母
、
師
僧
、
檀
越
、

『諸
乗
法
数
』

で
は
、
国
王
、
父
母
、
師
友
、
檀
越
と
諸
仏
、
国
王
、
父
母
、
施
者
の
二
種
類
で
あ
る
。

い
ず
れ

の
仏
典
に
も

天
地

の
恩
は
、
挙
げ
ら
れ

て
い
な

い
。
.

岡
部
和
雄

「
四
恩
説

の
成
立
」
仏
教
思
想
研
究
会
編
前

掲
書
所
収
、
爛
-

捌
頁
。

(
22
V
見
田
宗
介

『新
版
現
代
日
本

の
精
神
構
造
』

一
九
八
四
年
、
弘
文
堂
、

薦
-
蠏
頁
参
照
。

(
23
)
日
本
に
お
い
て
は
、

こ
の
お
蔭
信
仰
と
対
に
な

る
も

の
と
し

て
並
目
通
、

タ
タ
リ
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、
石
切
神
社

の
信
者
に
お

い
て
は
、

タ
タ
リ
の
意
識
は
非
常

に
低

い
。

タ
タ

リ
に

つ
い
て
は
他
の
対
象

で
調
べ
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
24
)
「
家
」

の
概
念
は
森
岡
清
美
に
よ

っ
た
。
森
岡
清
美

『家

の
変
貌
と
先
祖

の
祭
』

一
九

八
四
年
、

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、

38
頁
。

(
25
)
前
田
卓

『先
祖
崇
拝

の
研
究
』

一
九
六
五
年
、
青
山
書
院
、
第
二
章
参
照
。

(
26
)
ロ
バ
ー
ト

・
J

・
ス
ミ

ス

『
現
代

日
本

の
先

祖
崇
拝

(下
V』
前

山
隆

訳
、

一
九
八
三

年
、
御
茶

の
水
量
旦
房
、

躅
頁
。

(
27
)
N
H
K
放
送
世
論
調
査
所
編
前
掲
書
、
82
頁
。

(
28
)
柳
田
國
男

「
先
祖
の
話
」
『
新
編
柳
田
國
男
集

第
五
巻
』
所
収
、

一
九

七
九
年
、

筑
摩

書
房
、

錨
頁
。

(
29
)
同
書
、

嬲
頁
。

(
30
)
同
書
、

躅
1
㌶
頁
。

(
31
)
前
田
卓
前
掲
書
、
第

四
章
参
照
。

(
32
)
石
田
瑞
麿

「
日
本

文
学

に
現
わ
れ
た
恩

の
思
想
」
仏
教
思
想
研
究
会
編
前
掲
書
所
収
、

跏
頁
。

(
33
)
因
子
分
析

に
つ
い
て
は
以
下

の
著
作
を
参
考

と
し
た
。
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し

A

・
L

・
コ
ム
リ
ー

『
因
子
分
析

入
門
』
芝
祐
順
訳
、

一
九
七
九
年
、
サ
イ

エ
ン
ス
社
。

芝
祐
順

『
因
子
分
析
法
第
二
版
』

一
九
七
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。

(34
と
≦
F
ω
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、

ω
o
ず
o
①昌
び
①
饋

"
幻
`
ミ
自

⑦

、
国

G
σ
ミ
愚
ミ
ミ

蠹

§
§

音

穿

職
§
ミ
鳴
ミ
鳴
ミ

ミ
§
笥
・

鷺
δ

ミ

.ミ
ミ
、骨
貯

ミ

ミ
§

討
丶

卜
§

§
丶

⑦
畭ミ
q
ミ
§
、

§

§

登

一り
Q。ド

bロ
①
誓
①
ωα
P

Z
9
二
〇
蠧

=

磊
鼻

ロ
8
ω
o
{
=
①
巴
け互

巷

O
⊆
三
δ
7
①
α
■
を
参

照

。

(35
V
確

証

的

因

子
分

析

に

つ

い
て
は

以

下

の
著

作

を
参

照
。

国
く
9。
二
9

bu
◎ω
4
郎
§

奪

味こ
賊
ミ
ミ
嘶o§

な

ト
ミ
鳴ミ

§

註
貸
ぴ
貯

§

駄
鳴賞

一
り
Q。
♪

O
『
曽
ロ
・

B

曽
昌

帥

凵田
巴

一.

い
o
昌
αq
し

●ω
二

G
o
ミ
ぜ
§
ミ
o
ミ

隷

ミ
ミ

郎
謡
貸
蘭
鴇
仂
、
郎

§

聴

ミ

ト
寃

臼

v
一
り
Q。
。。
"

ω
四
〇q
Φ
O
賃
げ
臨
8

二
〇
昜

.

芝

前

掲

書
、

第

一
一
章
。

(36
)
問

8

の
先

祖

の
供

養

を

重
視

す

る

指
標

や

問

5

の
死
後

は

仏

さ
ま

に
な

る

と

い
う

指

標

は
、

先

祖
崇

拝

の
概
念

と

の
関

連

を

示
す

数

値

が

他

の
指

標

と
比

べ

て
低

い
が
、

こ
れ

は
、

こ
の
概

念

に
お

い
て
先

祖

崇

拝

が
あ

ま

り

重

要

で
な

い
こ

と
を

示

す

の
で
は

な

く

、

全

員

が

広
く

保

持

す

る

心
情

で
あ

る

た

め

に
明

確

に
現

わ

れ

て

こ
な

い

の
だ

と
考

え

ら

れ

る

。

(37

)臼

o
o
ぎ

○

団
`

⇔
昌
Ω

ω
寅
筈

噌
幻
`

肉
災
斜
帖o
蕊

魯
§
織

留

ら
器
耐

§

隸

蕊
鴇
o
§

一
㊤
O
ρ

〇
三
8

ぴq
o

.一
菊
9
コ
α

]≦
o
Z
鉱
貯
-
O
墅

P

(38

VΩ
δ
。
貫

O
k

も
巳

望

贄

ぎ

即

-
}
ミ

ミ

§

ミ
§

し

㊤
①。。
℃
しU
①
蒔

Φ
δ
胃

¢
昌
一く
Φ
「ω
ξ

o
囲
O
巴
篤
P
ヨ

冨

℃
話
ωρ

O
ゴ
.
り
・

な
ヒ

(39

V奪

帖鈍
℃
O
げ
・
ω
.

(40

)訳
言
mQ
」
≦
.ロσ
.L
≦
①
器

霞

冒
ひq
序
Φ
幻
2
お
δ
ロ
ω
<
費

冨
⊆
①
ω
…
Z
言
⑦
℃
8

℃
o
ω
Φ匹
夏

日
Φ
昌
・

.
ω
δ
昌
ρ

鳶

ミ
§

ミ

誉

丶
ミ
帖
曽

軌§

咋ミ

昏
⑦
ミ
§

魚

肉
乳
磁
ご
§

お

O
メ

<
o
ま

"
O
℃
■
一
認

1

一
り
O

●

内
貯
αq
"
]≦
.ゆ
「-p。
昌
蜘

ロ
ロ
昌
ρ

勾
.〉
こ

冨
①
器

霞

ぎ
oq

昏
Φ

幻
Φ
=
ひq
凶o
器

く
霞

冨
配
Φ
ω

…

〉
日
①
コ
α
Φ
α

閃
ぎ
α
ぎ
ぴq
9

誉

§
ミ

貸
馬
誉

丶

蕁
恥
9

蹄
ミ
ミ
q

⑦
ミ
兮

◎
丶

肉
鳴
、蔚
ご
§

巳

O
㊤
-

<
o
ド
c。
"
O
P

ω
b。
一
-

Q。
卜。ω
●

(
41

と
≦
9

α
o
～

竃

'一
-臼。
コ
α
閑
⇔
げ
○
ρ

即

U
4
き

審
ミ
§

ミ

謁
職
磁
ご
蕊
㍉

㊤
。。
♪

=
Φ
趨

興

俸

勾
O
≦
1
0
7

N
一
■

(
42
)
金
児
暁
嗣

「宗
教
組
織
と
信
仰

の
機
能

(W
V
」
『大

阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要

人
文

研
究
』

一
九
八
三
年
、
第
34
巻
、

30
-

58
頁
。
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