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。
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ウ
ィ
ス
ト
（
 

J
 

 
 

 
 

（
・
 

お
印
づ
ゴ
ト
 

Ⅰ
ノ
ー
シ
 

ィ
｜
 

 
 

 
 

よ
 れ
 ば
 「
年
の
終
り
」
 

 
 

 
 

れ
 故
に
年
の
転
換
す
る
 

 
 

 
 

目
 に
行
わ
れ
た
祭
で
あ
 

 
 

ョ
と
 接
近
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

た
 記
録
は
な
い
が
、
 

「
仮
庵
の
祭
し
に
関
し
て
は
、
そ
の
痕
跡
を
見
出
す
。
 

 
 

 
 

た
る
 一
｜
 
八
節
は
捕
 (408)  16 



 
 

 
 

の
中
に
は
テ
ィ
ア
マ
ト
 と
 闘
の
 

コ
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

し
か
も
此
の
前
半
が
後
半
 と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
す
な
 
1
 

が
 
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
は
「
あ
な
た
は
海
の
響
 

き
、
 

 
 

（
 
セ
節
 ）
の
句
が
述
べ
ら
れ
 

 
 

 
 

の
救
の
神
 よ
、
 地
の
も
ろ
も
 

ナ
ブ
 

甲
 

 
 

 
 

ら
れ
る
」
（
五
節
）
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
 
胡
卜
円
ゴ
の
 ㌧
の
 

凹
ヨ
ダ
 

 
 

 
 

そ
の
恵
み
を
も
 

せ
 
0
 ）
・
 
ロ
 ・
 

っ
て
年
の
冠
と
さ
れ
る
」
（
一
一
節
）
の
句
を
見
す
。
 

 
 

 
 

ま
 受
け
と
る
と
し
て
、
 

 
 

 
 

げ
る
収
穫
 発
 と
し
て
の
 

 
 

 
 

。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
 

 
 

 
 

を
 大
い
に
豊
か
に
さ
れ
 

 
 

 
 

支
配
し
、
自
然
を
導
 い
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
 

 
 

 
 

神
 ）
を
ほ
め
た
た
え
る
 

 
 

 
 

る
方
ょ
 、
す
べ
て
の
 肉
 

 
 

 
 

殿
 に
来
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
 



さ 
る 節 行 救 の 渇 さ れ あ の な た り わ 

。 に 利 い 詩 話 れ ， 「 る る は り 仮   、 ち 

 
 

 
 

一
六
節
に
明
ら
 

  

 
 

げ
ら
れ
る
に
 

至
 

  

 
 

け
る
暗
黒
で
あ
っ
 

  

大
波
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

  

 
 

砂
上
、
捕
 

囚
後
か
 

  

 
 

語
 
と
な
っ
て
い
る
 

  

 
 

捕
囚
 
以
前
の
作
で
 

  

 
 

左
の
句
に
見
出
さ
 

 
 

  

 
 

 
 

  

行
列
の
進
行
が
な
 

 
 

 
 

国
行
わ
れ
た
。
 

前
 

 
 

  

の
で
あ
っ
て
 

、
此
 

  

 
 

ぅ
ぞ
 
わ
れ
ら
を
お
 

  

 
 

に
ょ
 
れ
ば
、
此
の
 

  

 
 

は
 一
四
節
、
二
一
 

(410)  Ⅰ 8 



レピ記 一六章に現れた 牡罪 思想 

 
 

そ
れ
と
の
比
較
 

（
 

 
 

」
（
下
色
 朴
 じ
と
い
う
動
詞
で
 

 
 

叩
 に
お
け
る
祭
司
的
な
特
色
を
検
討
 

ぅ
 ）
の
予
言
者
的
特
色
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
 

 
 

「
拭
 う
 」
ま
た
は
拭
い
取
る
。
の
 

 
 

意
を
 
「
覆
 う
 」
と
解
す
る
の
で
あ
 

 
 

主
張
さ
れ
る
。
レ
ビ
一
六
・
 ニ
、
 

 
 

来
す
る
名
詞
で
あ
る
こ
と
は
、
「
 覆
 現

 わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
此
の
語
の
 バ
ビ
 

し
、
 此
の
語
に
相
当
す
る
の
 N
.
 
住
 
（
あ
が
な
 

意
 で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
か
し
こ
れ
 

っ
て
、
こ
れ
は
ア
ラ
ビ
ヤ
語
の
甘
 笘
 ㌧
オ
口
㍉
 

曲
 

一
 三
に
現
わ
れ
る
「
 贈
 異
所
」
（
 ぎ
 8
 （
の
（
 

ォ
 ）
 

ぅ
 」
と
い
う
原
意
が
此
の
語
に
生
か
さ
れ
て
 

か
に
現
れ
て
い
る
。
 

 
 

る
 。
 

「
主
の
右
の
手
は
勇
ま
し
い
は
た
ら
き
を
な
し
、
 

主
の
右
の
手
は
高
く
あ
が
り
、
 

主
の
右
の
手
は
勇
ま
し
い
は
た
ら
ぎ
を
な
す
」
 

 
 

を
現
 わ
し
、
「
主
の
右
の
手
」
は
勝
利
の
手
で
あ
り
、
 イ
 

 
 

げ
ら
れ
た
」
（
同
一
三
節
）
と
讃
美
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ィ
ス
ラ
ヱ
ル
 に
勝
利
を
与
え
た
神
を
讃
美
し
て
い
る
。
 

ス
ラ
ヱ
め
 が
「
ひ
ど
 

エ
 ル
の
散
と
闘
い
、
 

Ⅰ 9  (4 Ⅰ 1) 



 
 

 
 

」
と
き
 白
う
 
。
こ
れ
卜
は
犯
 

 
 

 
 

な
い
し
ろ
」
（
 
オ
 の
 で
 甘
の
る
 

 
 

 
 

規
定
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

で
い
る
と
解
す
る
こ
 

 
 

 
 

や
 ぎ
に
よ
っ
て
人
々
の
 

 
 

と
 解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

 
 

い
た
の
で
あ
っ
て
、
レ
ビ
詔
一
六
章
に
お
け
る
如
 き
、
 純
粋
に
宗
教
的
な
 概
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

る
も
の
と
し
て
 偲
 ・
 
凹
 

 
 

あ
 た
 を
討
っ
、
そ
の
「
血
の
復
讐
」
を
意
味
し
た
の
 
が
 此
の
語
で
あ
っ
た
が
 

 
 

 
 

売
っ
た
者
の
親
族
が
 、
 

 
 

 
 

ヤ
は
、
 ヤ
ハ
ウ
ェ
な
る
 

 
 

 
 

の
 イ
ス
ラ
 ヱ
 ル
人
に
希
 

望
を
与
え
た
。
 

 
 

 
 

た
 主
は
い
ま
こ
 う
言
 

（ 
出 き 

三 %   
の Ⅱ 

二 か 

ら 一 O 源 、 
= 生 

O " 一し "  た Ⅰ 

一 名 
一 調   
） に 

と訴 つ o ガ ・ 

  
て が 

い る 

る 。 る O 

下， れれ 」」 

  
人 法 
間 典 

  
ナ， Ⅰ   

は 二 

殺 二 

人を 二 ｜ 

犯 三 し 
ナ ・ ヒ -- 二 

陽 三 
4 ） 
由ヰ 

で、 
裁 は 

判に あ 「 
か が 

げ な 
ら か 

  
(412) 

い
た
、
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
  

 



 
 

 
 

 
 

財
産
（
「
所
有
の
地
 し
 
21 

コ
し
 

 
 

 
 

 
 

ガ
 め
ち
ぎ
Ⅱ
を
全
く
用
い
な
か
 
(41 

!- 六 

 
 

 
 

し
 
と
に
は
、
異
論
を
さ
の
 

叢 c 現れた 贈罪 思想 

 
 

 
 

に
 示
さ
れ
、
こ
の
神
 

 
 

 
 

め
が
な
い
」
（
 幅
 p
.
 
田
 ）
 

 
 

は
 更
に
説
明
を
要
す
る
。
 

も
の
 

 
 

 
 

所
有
と
な
る
、
と
い
 

 
 

 
 

四
九
・
二
六
）
と
の
 思
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
㈹
あ
が
な
 

 
 

 
 

る
 」
（
同
四
八
・
一
 
セ
 ）
 

 
 

ぎ
 儀
式
的
要
素
は
な
い
。
 

わ
れ
る
の
 

「
恐
れ
る
な
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
あ
が
な
っ
た
。
 

わ
た
し
は
あ
な
た
の
名
を
呼
ん
だ
。
 

あ
な
た
は
わ
た
し
の
も
の
だ
」
（
 ィ
ザ
 四
三
・
一
）
 

右
の
句
の
中
で
「
わ
た
し
は
あ
な
た
を
あ
が
な
っ
た
」
 

 
 

意
味
で
用
い
ら
れ
た
 

 
 

 
 

の
句
の
最
初
の
行
に
お
 

い
 て
明
白
で
あ
る
。
 



中
に
は
祭
司
 

予
言
者
に
お
 

者
自
ら
（
ま
 

よ
っ
て
 、
罪
 

え
る
こ
と
が
 

お
い
て
取
り
 

 
 

 
 

意
味
は
 、
 

 
 

 
 

な
く
 予
臣
 
き
日
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
に
 

 
 

 
 

も
の
と
 考
 

 
 

 
 

約
 関
係
に
 

上
げ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
。
 

 
 

 
 

と
 た
て
た
契
約
は
取
り
 

 
 

 
 

の
 「
罪
を
消
し
去
る
」
の
 

 
 

 
 

ぬ
く
、
 罪
を
消
す
こ
と
 

 
 

る
 状
態
に
す
る
こ
と
が
、
「
あ
が
な
ろ
」
（
 
案
 ・
 
住
 ）
 の
 意
味
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

い
で
く
だ
さ
い
」
 

ャ が Ⅱ 

" な レ 

  
の に     
者 て   

  
    
イ 閑 こ 
ザ 保 二 
ヤ は て 

四 な 

甲、 ;  壬 

        
者 （ 第一 サ ハ 

ウイー - 九 " 

こ革司 
は が Ⅹ 

  
た 凹 た 

は 

  
  
(414)  22 



は
じ
め
に
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

て
お
り
、
就
中
、
 そ
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
周
知
の
事
で
 

（
 
5
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

上
帝
 説
 親
父
母
恩
重
経
 

 
 

 
 

忠
重
経
は
単
に
経
塔
 が
 類
似
 

 
 

 
 

黄
経
と
略
称
す
る
）
と
仏
説
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
元
来
、
道
仏
画
 

の
 

 
 

 
 

類
 に
属
す
る
経
典
の
中
で
、
 

 
 

外
に
な
い
と
云
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
 

道
  

 

 
 

国
 在
来
の
礼
 数
 に
背
 
23  (415) 

秋
月
 
観
瑛
 

 
 

経
 

 
 

 
 



 
 

 
 

は
 繰
返
さ
れ
る
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

存
在
を
強
調
し
て
い
る
 

 
 

 
 

母
を
捨
て
、
 継
種
 を
断
 

 
 

 
 

げ
る
仏
教
排
斥
論
の
主
 

 
 

 
 

し
て
盛
ん
に
仏
教
排
斥
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
そ
の
主
張
を
窺
 う
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

非
難
を
か
わ
す
べ
く
 偽
 

 
 

 
 

き
 道
教
側
の
態
度
に
照
 

 
 

し
め
る
。
 

 
 

 
 

別
 的
な
関
係
か
ら
 生
 

 
 

 
 

面
 が
大
で
あ
り
、
客
観
 

 
 

 
 

お
け
る
父
母
恩
重
経
の
 

 
 

 
 

団
の
内
外
に
熟
し
て
き
 

た
こ
と
の
結
果
と
考
え
て
よ
い
と
想
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

な
が
ら
未
だ
知
ら
な
 

 
 

 
 

推
移
を
関
連
的
に
検
討
 

 
 

 
 

も
っ
て
展
開
す
る
造
仏
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

(416)  24 



25 (417) 

  

道教と 4 ム教の父母恩重経 

      
  
報 隆 二 て 経 は 充 に に 人 の 父 分 神 の っ 
父 と 月 歴 興 さ 分 堕 著 聞 世 相 も 部 で て 
色 見 に 代 が ほ で ち す は 界 愚 る 本 省 予 
9 、 て 至 の 托 ど な る る 諸 に 相 る 文 略 め 

洞 い 聖 堂 い 
  

属 

封 、 大 
    

れ 
ま 

え、 し       
十 
行 
足 
ら 
ず 
の 

短 

篇経 

典 

であ 

る 
が、 

  

  
  忠重 玄 は 集元 の て生 や えた な目 無 ・ な ・ 台 相に 沈 は とれ 学的 る。 
何 Ⅱ 天 成 さ 説 も 己 塞 相 報 埋 は ・ ま 経 
者 上 寒 れ 詮 の 修 と な い し 、 抽 ず の 
と 帝 の た 真 と 錬 な と   、 人 家 女 所 
セま の 大 女 （ 理 に っ も 大 こ 間 酌 人 説 
対 知 徳 武 人 解 よ て に い れ は で 上 は 
象 封 セ で 六 さ る 自 滅 に が   乾 る 帯 同 



 
 

 
 

き
 、
こ
れ
に
報
い
る
べ
 

 
 

 
 

建
立
な
ど
の
功
徳
を
立
 

 
 

 
 

セ
 日
の
修
斎
を
勧
め
る
 

 
 

 
 

、
本
経
が
天
師
道
の
系
 

 
 

 
 

、
最
初
の
父
母
の
思
 重
 

 
 

 
 

没
の
父
母
に
対
す
る
 救
 

 
 

 
 

い
て
一
言
も
云
い
及
ん
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
 て
大
過
あ
る
ま
い
と
 思
 

わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
 甚
だ
多
彩
な
内
容
 

 
 

 
 

に
し
て
道
徳
・
耕
成
 を
 

 
 

 
 

も
 効
に
報
い
る
に
由
な
 

 
 

 
 

空
 真
人
と
の
質
問
応
答
 

 
 

 
 

旨
は
第
二
段
に
お
い
て
 

 
 

 
 

如
是
」
と
提
示
し
て
 孝
 

 
 

 
 

苦
を
受
け
、
 罪
 畢
っ
て
 

 
 

 
 

苦
は
輪
転
し
て
 窮
 り
な
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道教と仏教の 父母恩重経 

一
 

 
 

 
 

誠
 め
る
。
第
三
段
は
こ
 

 
 

 
 

一
歳
三
歳
・
 
及
 年
長
大
 

 
 

 
 

年
老
い
た
親
を
放
置
し
 

 
 

 
 

か
ら
生
命
の
速
や
か
に
 

 
 

 
 

日
子
の
誕
 
育
 に
注
ぐ
親
の
 

 
 

 
 

老
君
が
神
変
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

し
て
父
母
に
孝
養
を
尽
 

 
 

 
 

第
セ
 段
は
父
母
の
思
に
 

 
 

 
 

聴
衆
の
発
心
を
促
し
、
 

 
 

 
 

日
 の
 設
 斎
及
び
水
経
の
 

 
 

 
 

る
と
勧
説
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

稽
首
奉
行
す
る
こ
と
を
 

 
 

 
 

り
 兎
も
角
こ
の
経
典
が
 

 
 

 
 

諸
教
戒
 中
 不
宣
某
日
、
 

 
 

 
 

の
の
あ
る
こ
と
が
察
知
 

さ
れ
る
も
の
と
想
わ
れ
る
。
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さ
て
こ
 

教
の
教
理
 

な
観
点
か
 

夫
人
生
 

常
 、
三
 

と
説
く
 所
 

あ
り
、
 云
 

そ
の
根
本
 

た
六
朝
通
 

例
外
で
は
 

て
形
成
さ
 

こ
と
は
 曽
 

検
討
を
試
 

如
し
。
故
 

に
心
に
由
 

は
虚
無
自
 

我
が
真
の
 

ず
、
 従
っ
 

 
 

 
 

な
教
説
を
道
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
斯
様
 

 
 

報
及
び
輪
転
の
教
 説
 、
並
び
に
第
三
段
の
 

 
 

 
 

重
 、
坐
臥
 失
 

ム
 

 
 

 
 

し
た
も
の
で
 

 
 

 
 

す
る
道
教
が
 

 
 

 
 

途
上
に
あ
っ
 

 
 

 
 

も
ま
た
そ
の
 

 
 

 
 

の
教
説
 と
し
 

 
 

 
 

黄
経
で
あ
る
 

 
 

 
 

経
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

形
に
従
 う
が
 

 
 

 
 

に
 非
ず
 、
正
 

 
 

 
 

る
 所
以
の
者
 

 
 

 
 

母
に
非
ず
 、
 

 
 

 
 

父
母
に
す
ぎ
 

 
 

 
 

を
 要
す
る
。
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道教と仏教の 父母恩重経 

併
し
 流
右
 に
現
実
 

れ
我
 因
縁
寄
附
し
 

こ
と
を
あ
げ
、
 礼
 

繋
が
り
は
偶
然
的
 

斯
様
に
見
て
く
 

老
君
恩
 重
経
が
専
 

度
 と
同
一
の
立
場
 

報
を
説
く
限
り
、
 

と
を
示
す
も
の
に
 

り
 。
父
母
の
遺
体
 

の
子
を
生
じ
骨
肉
 

空
曹
 蔵
 真
人
が
「
 

緑
の
繋
が
り
に
 基
 

し
て
孝
道
を
基
礎
 

は
こ
の
様
な
点
に
 

機
 、
即
ち
六
朝
 末
 

題
 が
こ
の
時
点
に
 

 
 

 
 

｜
 
ま
こ
 

 
 

 
 

重
い
 

 
 

 
 

子
の
 

 
 

ム
 わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

 
 

 
 

せ
る
 

 
 

 
 

な
態
 

 
 

 
 

一
世
 
応
 

 
 

 
 

い
こ
 

 
 

 
 

体
な
 

ウ
ヤ
 
ウ
ト
 

 
 

 
 

父
母
 

（
Ⅱ
 

廿
 ）
 

 
 

 
 

に
海
 

 
 

 
 

内
面
 

 
 

 
 

 
 

 
 

契
機
 

拠
と
 

 
 

 
 

の
時
 

 
 

 
 

な
課
 

 
 

ば
な
ら
な
い
。
 

29 (42 Ⅰ ) 



 
 

 
 

を
 規
定
し
 、
 却
っ
て
 こ
 

 
 

 
 

に
 飲
酒
肉
食
を
遠
ざ
け
、
 

か な で 子 犬 を 二 

  

正 純 る し と む 対 く 態 後 す や を 

 
 

 
 

い
 て
の
ち
更
に
 

 
 

 
 

 
 

一
致
を
説
い
て
 

 
 

 
 

身
 す
る
も
ま
た
 

 
 

 
 

を
 明
確
に
区
別
 

 
 

 
 

実
践
を
要
求
し
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ば
 抱
朴
子
（
 巻
 

 
 

 
 

但
 務
め
て
文
道
 

 
 

 
 

長
生
久
視
 し
、
 

 
 

 
 

と
 孝
道
は
何
等
 

 
 

 
 

の
 最
た
る
も
の
 

 
 

 
 

然
 と
し
て
人
理
 

 
 

 
 

さ
れ
る
の
も
 斯
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
の
は
本
経
の
㏄
 

一   一 

30 



道教と仏教の 父母恩重経  
 

 
 

・
禁
欲
的
生
活
を
要
求
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
明
瞭
な
目
覚
 

 
 

し
め
る
も
の
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 一
方
、
例
え
ば
 唐
 

（
 
鳴
 ）
 

 
 

 
 

特
に
道
士
女
官
の
不
要
 

 
 

 
 

道
教
の
態
度
は
必
然
的
 

 
 

 
 

出
家
因
縁
経
に
は
「
 天
 

 
 

 
 

と
 謂
 う
、
 家
に
二
義
あ
 

 
 

 
 

な
り
。
共
に
相
い
纏
縛
 

 
 

 
 

し
む
な
り
。
今
こ
の
家
 

（
 
廿
 
@
 ）
 

 
 

 
 

は
 父
母
兄
弟
 巻
属
 の
 思
 

 
 

 
 

に
は
父
母
 品
 の
一
章
を
 

（
 
W
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

俗
と
殊
る
 有
り
」
と
 述
 

 
 

 
 

に
 多
少
時
代
は
降
る
が
 

 
 

 
 

以
て
福
を
惜
 み
 道
に
向
 

 
 

 
 

精
一
心
、
学
道
に
勤
む
 

（
 
耶
 ）
 

 
 

 
 

孝
 な
り
」
と
云
い
、
 父
 

 
 

 
 

換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
 
31 (423) 



 
 

 
 

問
題
の
老
君
恩
 重
 

 
 

 
 

集
に
 、
仏
界
初
刊
 天
品
 

 
 

 
 

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
 拘
ら
ず
、
遅
れ
て
 新
 

本
 的
な
相
違
の
存
す
る
 

 
 

 
 

述
の
如
く
こ
れ
が
事
実
 

 
 

 
 

要
請
に
適
応
す
る
も
の
 

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

孝
道
を
第
二
義
的
な
 

と る め る な の 
を 数 6 世 わ で 
指 理 も 家 ち あ 
摘 的 の 制 侮 っ 
す な が の 空 て 
る 要 る 成 智   

に至 止 。に 因に る 土 に 蔵 真 問題 

め 如 し 俳 人 の っ   な 、 起 れ 忌 数 

四     

  
な る と こ 践 い     
説 は れ 典 し し     
矛 で る ぎ な え 
盾 は こ 遭 お る さぎ が発 と教か せ々 っ こと 

生 に 想 國 字 が 
し 指 定 に 道 出 
た 摘 せ お 若 菜 
こ せ し げ す る 

(424) 32 



 
 

 
 

い
て
相
異
っ
た
立
場
に
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

の
 為
に
説
法
 し
 、
三
月
 

 
 

 
 

を
 救
済
す
る
仏
教
的
な
 

（
Ⅱ
 

れ
 ）
 

孝
道
の
実
践
に
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
六
方
向
拝
経
、
 

 
 

・
師
弟
・
夫
婦
・
朋
友
 

 
 

 
 

れ
て
お
り
、
親
子
の
間
 

 
 

 
 

を
 異
に
す
る
も
の
が
あ
 

（
 
投
 ）
 

 
 

 
 

は
 以
上
の
様
な
立
場
 の
 

 
 

 
 

そ
の
思
に
報
い
る
途
に
 

 
 

 
 

服
そ
の
身
を
光
耀
な
ら
 

 
 

 
 

俗
 的
に
は
恰
も
完
全
 と
 

 
 

 
 

、
世
尊
は
冷
然
と
「
 未
 

 
 

 
 

と
な
す
の
み
。
能
く
親
 

 
 

 
 

に
 重
く
、
 乳
 哺
の
養
は
無
量
 

 
 

 
 

な
り
」
と
説
い
て
孝
道
の
窮
 

 
 

 
 

お
い
て
も
世
尊
は
諸
比
丘
に
 

の
 

 
 

 
 

右
肩
に
父
を
負
い
、
左
肩
に
 

 
 

 
 

し
て
 信
 ・
 戒
 ・
 聞
 ・
 施
 ・
 鮎
 

 
 

 
 

儒
教
的
・
世
俗
的
な
孝
養
は
 
33  (425) 



 
 

 
 

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

大
部
分
を
子
供
の
育
養
 

 
 

 
 

中
に
点
在
す
る
 亡
没
の
 

 
 

 
 

ぅ
 る
と
説
く
宗
教
的
な
 

 
 

 
 

に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

俗
的
 孝
道
の
実
践
を
重
 

 
 

 
 

父
母
に
対
す
る
宗
教
的
 

 
 

 
 

木
 経
典
の
最
大
の
特
色
 

の
 一
 つ
 が
あ
る
と
云
 う
 こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 既
に
道
端
博
士
も
 

 
 

 
 

と
は
、
こ
の
経
典
が
決
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
り
、
下
層
階
 

 
 

 
 

必
要
は
な
い
が
、
な
お
 

 
 

 
 

。
即
ち
 我
児
 家
中
に
 嘩
 

 
 

 
 

ち
 帰
り
、
 拘
 っ
て
共
子
 

 
 

 
 

者
が
目
差
す
教
化
の
対
 

 
 

 
 

に
 追
わ
れ
、
或
は
客
席
 

 
 

 
 

か
に
額
に
汗
し
て
働
く
 

(426) 34 



道教と仏教の 父母忠重   
力 孝 一 が 説 

一 る 

v"  し （ 

  

    
遠 国 天 水 い 

35 (427) 

 
 

 
 

に
 「
親
を
害
し
て
道
を
求
む
 

 
 

 
 

は
 本
経
典
成
立
の
背
 影
 

 
 

 
 

的
に
も
こ
の
様
な
要
請
 

 
 

期
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

五
 

 
 

 
 

む
 宗
教
的
・
社
会
的
 

 
 

 
 

の
は
、
果
し
て
中
国
史
 

 
 

 
 

ぬ
く
 、
北
周
 末
 に
お
け
 

（
 
接
 ）
 

 
 

 
 

互
の
間
に
お
い
て
問
題
 

 
 

 
 

た
 時
代
で
あ
る
。
一
応
 

 
 

 
 

セ
年
 ）
に
奉
ら
れ
る
 衛
 

 
 

 
 

白
 
が
あ
り
（
 続
 高
僧
伝
 巻
 



 
 

巻
を
偽
作
し
た
 

 
 

ん
だ
こ
と
を
記
し
 

件
は
 
一
応
整
っ
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

憶
測
を
覆
す
に
 

 
 

追
修
業
者
に
こ
れ
 

 
 

が
 見
出
さ
れ
る
の
 

@
 

 
 

沙
門
道
士
、
 

 
 

教
 を
廃
致
し
、
 

 
 

帝
 が
通
 

（
㏄
）
 

 
 

的
な
条
 

 
 

、
老
君
 

 
 

を
 確
認
 

 
 

に
云
 

 
 

 
 

ハ
 
ツ
 
古
本
数
 

 
 

 
 

「
父
母
 思
 重
き
も
沙
門
 

 
 

 
 

し
 」
（
集
古
今
仏
道
論
衡
 

 
 

 
 

め
た
要
請
が
如
何
な
る
 

 
 

 
 

陪
幸
が
設
立
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

い
 る
部
分
の
篇
 各
 で
あ
 

（
 
篆
 ）
 

 
 

 
 

本
数
問
題
を
国
家
権
力
に
 

 
 

 
 

て
 、
仏
教
側
が
従
来
の
 

 
 

 
 

し
た
こ
と
は
予
想
さ
れ
 

 
 

 
 

珠
林
 
（
 
巻
 五
十
五
）
に
 

(428)  36 



 
 

 
 

下
し
た
道
教
々
団
が
こ
の
 

 
 

 
 

ぃ
 。
斯
様
に
老
君
恩
 

重
 

 
 

 
 

手
懸
り
と
な
る
の
は
 

太
 

（
 
2
 
7
 
）
 

 
 

人
の
存
在
で
あ
る
。
 

玄
 凝
の
朝
正
論
 

巻
下
に
 

 
 

造
海
空
 
軽
士
 
巻
 。
 

 
 

 
 

七
一
乗
 
海
 空
曹
蔵
経
 

十
 

 
 

 
 

智
蔵
 
真
人
の
名
は
こ
の
 

 
 

 
 

く
仮
 
空
の
存
在
で
あ
る
 

 
 

 
 

6
 人
物
と
見
て
よ
い
よ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
 は
頭
慶
三
年
（
六
五
 

 
 

 
 

を
 受
け
入
れ
て
作
成
し
 

 
 

 
 

則
天
武
后
の
時
代
（
六
八
四
 

 
 

 
 

識
 字
 隆
盛
の
時
期
に
お
い
 

の
 

 
 

 
 

0
 名
声
を
仮
り
て
作
成
さ
れ
 

 
 

 
 

大
過
な
 
い
 も
の
と
思
わ
れ
 

遣
 る
。
 

37 (429) 



 
 

 
 

は
 当
然
の
こ
と
は
が
 

 
 

 
 

を
と
っ
た
者
に
当
時
の
 

 
 

 
 

養
二
十
三
）
、
詩
魂
（
 巻
 

 
 

 
 

も
ま
た
仏
教
復
興
後
の
 

 
 

 
 

て
 毅
然
と
し
た
態
度
を
 

 
 

 
 

経
が
 造
り
出
さ
れ
る
こ
 

 
 

 
 

九
）
に
宝
荷
 に
 奉
っ
た
 

仏
法
重
興
を
願
 う
 上
書
を
載
せ
て
 

 
 

 
 

之
形
 、
無
尽
 解
櫻
 、
 

 
 

埋
木
 越
 。
 

 
 

 
 

す
る
 孝
 事
と
仏
に
対
す
 

 
 

 
 

諾
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 「
経
訓
下
聞
 董
賭
郭
 

 
 

 
 

黄
経
に
は
当
然
下
聞
、
 

 
 

 
 

恩
 黄
経
 が
 流
布
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

容
易
に
 頷
 げ
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
る
ま
 い
 。
 

(430)  38 



  

Ⅰ
 

 
 

 
 

従
来
 木
 経
の
成
立
に
 

 
 

 
 

喰
い
違
の
あ
る
こ
と
が
 

注
意
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

次
の
武
周
縁
（
 巻
十
 

 
 

 
 

せ
る
則
天
武
后
の
天
棚
 

 
 

 
 

の
 二
は
道
端
 良
秀
 博
士
 

 
 

 
 

「
特
に
偽
経
で
あ
っ
て
 

 
 

 
 

載
る
ま
で
ほ
相
当
の
年
 

 
 

 
 

な
い
」
と
反
論
し
 、
そ
 

 
 

 
 

を
 承
け
て
か
「
 唐
代
に
 

 
 

 
 

孝
の
主
張
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
経
は
 

母
  
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
道
士
 博
 突
の
上
 

 
 

 
 

 
 

り
 、
仏
説
忠
重
 経
 成
立
の
時
 
り
 

   
 

 
 

と
 

道
  

 

 
 

（
ょ
八
二
一
ハ
 

ハ
 ）
の
撰
述
 
3
 



 
 

 
 

盆
経
疏
 
（
二
巻
）
に
 
仏
 

 
 

い
る
の
に
対
し
、
例
え
ば
 

 
 

 
 

太
山
立
 重
 、
乳
 哺
三
 

年
 、
育
養
亡
息
、
青
天
田
 報
 。
（
下
略
）
 

 
 

 
 

ま
た
善
導
（
六
一
三
 

 
 

養
 二
）
に
も
「
孝
養
父
母
」
に
注
し
て
 

 
 

 
 

服
皆
赤
 不
浄
。
 及
其
 

 
 

者
、
即
興
畜
生
無
異
 也
 。
 

（
 
あ
 ）
 

 
 

 
 

こ
れ
ま
た
歴
名
は
勿
 

 
 

 
 

述
 さ
れ
て
い
る
と
考
え
 

る
の
が
ま
ず
穏
当
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

経
と
現
行
大
正
大
蔵
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 禿
氏
 枯
葎
博
士
 

 
 

 
 

っ
て
お
り
、
岡
本
が
全
 

 
 

 
 

元
銭
（
 巻
 十
八
）
 偽
妄
 

%
 貫
録
 第
セ
 0
 条
に
 

（
 
帥
 ）
 

 
 

 
 

に
は
少
な
く
と
も
 丁
 

 
 

 
 

び
 子
の
親
に
対
す
る
 不
 

(432)  40 



 
 

 
 

る
 訳
で
あ
る
が
、
開
元
銭
に
め
 

 
 

 
 

開
元
銀
が
三
紙
と
し
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 

が
 同
一
で
あ
る
以
上
両
者
を
 

4
 

 
 

 
 

に
し
て
撰
述
さ
れ
て
 
ぃ
 

 
 

 
 

然
両
 経
は
並
列
し
て
 所
 

 
 

 
 

み
を
掲
げ
て
い
る
の
は
 

 
 

 
 

説
 」
の
冠
称
を
省
い
て
 

 
 

 
 

来
 相
伝
晋
三
 億
謬
 、
（
中
略
）
 

 
 

 
 

 
 

母
 

 
 

 
 

と
な
り
、
当
然
現
行
本
の
成
立
 

孝
の
行
状
の
具
体
的
描
写
に
よ
っ
て
 

は
 、
下
関
本
が
開
元
銭
に
注
す
る
 如
 

削
除
し
て
現
行
本
と
な
す
為
に
は
 余
 

こ
と
、
単
純
に
現
行
本
を
丁
関
本
の
 

く
 、
経
典
目
録
の
収
載
経
塔
の
み
に
 

恐
ら
く
両
者
は
全
く
の
 例
経
 或
は
そ
 

こ
の
場
合
、
仏
説
忠
重
経
を
収
載
 

の
 注
記
も
せ
ず
単
に
仏
説
父
母
忠
重
 

 
 

）
に
か
か
る
数
件
の
孝
子
 譚
が
 加
わ
る
こ
と
 

 
 

れ
る
以
上
、
下
関
本
よ
り
三
人
の
孝
子
 譚
を
 

 
 

画
本
と
同
一
本
と
見
 倣
 す
こ
と
は
勿
論
の
 

ま
訂
本
 と
見
 倣
 す
こ
と
も
困
難
と
云
わ
ば
な
ら
な
い
。
 さ
れ
ば
画
本
を
慎
重
に
区
別
す
る
こ
と
は
 

 
 

の
点
か
ら
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
 

 
 

 
 

年
 
（
六
九
五
）
萌
佳
 
等
 撰
述
の
武
周
 録
 が
何
 

 
 

載
本
 と
同
一
本
で
な
い
可
能
性
も
な
い
訳
で
 



 
 

 
 

従
っ
て
同
一
の
経
典
に
 

 
 

 
 

巻
は
五
紙
と
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

貞
元
録
の
間
に
紙
数
の
 

 
 

 
 

に
 相
変
ら
ず
下
関
本
 が
 

 
 

 
 

は
 貞
元
録
の
編
輯
さ
れ
 

 
 

九
世
紀
前
葉
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

一
は
 貞
元
銀
 が
 「
 
開
 

 
 

 
 

興
さ
 迫
加
し
て
居
る
に
 

（
 
套
 ）
 

 
 

 
 

集
 の
 続
 貞
元
銭
に
も
 父
 

 
 

 
 

こ
ろ
が
な
い
 0
 従
っ
て
 

 
 

 
 

葱
性
 に
欠
け
て
い
る
と
 

 
 

 
 

は
 何
れ
も
四
明
寺
沙
門
 

 
 

仁
 の
 訪
 唐
は
承
和
五
年
（
八
三
八
）
よ
り
同
十
四
年
 
（
八
四
 セ
 ）
迄
で
あ
り
、
 

（
 
蛇
 ）
 

 
 

 
 

撰
述
年
代
の
後
限
で
あ
 

 
 

 
 

る
が
故
に
、
仏
説
忠
重
 

 
 

 
 

天
暦
（
七
六
六
Ⅰ
 セ
セ
 

 
 

 
 

に
お
い
て
、
王
室
・
生
貝
 

 
 

 
 

学
的
な
仏
教
を
圧
倒
し
 

(434) 42 



 
 

両
者
の
相
違
は
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
。
即
ち
 

 
 

団
は
治
外
法
権
的
な
特
権
を
喪
失
し
、
 
国
 

 
 

様
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
が
、
後
者
の
特
徴
 

 
 

家
の
教
化
政
策
の
上
に
利
用
せ
ん
と
す
る
 

と
 

 
 

書
本
紀
に
よ
っ
て
挙
げ
る
な
ら
ば
玄
宗
は
開
 

 
 

 
 

を
 家
蔵
せ
し
め
て
い
る
外
、
開
元
 
三
 前

者
に
あ
っ
て
は
 嘗
 て
復
旧
を
試
み
た
 道
 

家
 権
力
の
法
的
な
統
制
下
に
組
み
込
ま
れ
 

は
 単
に
宗
教
教
団
を
国
家
権
力
の
立
場
か
 

方
策
の
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
に
看
 
め
 

   
 

 
 

元
十
年
六
月
・
大
宝
三
年
九
月
の
再
度
に
  

 

十
一
年
正
月
・
天
空
十
四
年
十
月
に
は
 老
 
4
 

セ
 

 
 

 
 

武
后
政
権
の
出
現
 と
 

 
 

 
 

有
し
て
お
り
、
視
点
を
 

 
 

祷
 仏
教
が
そ
 

（
㎎
）
 

 
 

さ
れ
、
趣
味
化
 

 
 

動
か
す
こ
と
は
 

 
 

仏
説
忠
重
 経
の
 

 
 

安
史
の
乱
 勃
 

 
 

る
 時
期
は
 、
そ
 

 
 

れ
て
い
る
こ
 

見
る
必
要
が
あ
る
。
 

の
ご
 会
 昌
の
廃
仏
（
 

さ
れ
た
仏
教
が
彼
等
 

（
 
4
 ）
 

あ
っ
て
も
、
孝
道
か
 

製
作
の
必
要
に
追
い
 

発
 以
前
、
即
ち
 玄
 

れ
と
は
全
く
対
 庶
的
 

と
は
注
目
す
べ
 
き
 も
 八

四
五
）
に
至
る
ま
で
長
安
の
仏
教
界
を
 

の
 盲
目
的
な
信
仰
を
集
め
て
い
る
限
り
、
 

-
 
め
ぐ
る
儒
教
道
徳
と
の
背
反
を
理
由
と
す
 

遣
る
事
態
の
発
生
す
る
可
能
性
は
存
在
し
 

宗
の
治
世
 干
 、
就
中
開
元
（
 セ
 一
二
（
 セ
 

に
 遺
体
両
教
の
父
母
恩
重
経
が
醸
成
さ
れ
 

の
が
あ
り
、
更
に
こ
の
点
に
検
討
を
加
え
 て る 四 な る 国 席 



（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

は
 必
ず
し
も
充
分
な
効
 

 
 

 
 

治
 述
の
意
図
す
る
も
の
 

 
 

文
巻
 三
 二
）
に
 

 
 

 
 

中
略
）
宮
村
所
司
、
 

頒
示
 中
外
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
、
庶
民
教
化
 

 
 

あ
る
。
事
実
、
孝
経
（
章
治
 章
 第
八
）
に
は
 

 
 

 
 

市
況
 於
 妻
子
平
。
 故
 

 
 

 
 

政
明
王
立
 以
 章
治
天
 

下
地
如
此
。
 詩
 三
有
 寛
 徳
行
、
四
国
 順
之
 。
 

 
 

 
 

に
 移
し
た
も
の
と
見
て
 

よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

周
天
左
道
、
分
地
 之
 

 
 

 
 

」
と
庶
人
の
孝
を
説
く
 

 
 

 
 

度
 が
底
流
を
な
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

て
い
る
た
め
に
庶
人
に
 

 
 

 
 

た
 、
軍
士
 畏
 
士
大
夫
 以
 

 
 

 
 

て
の
儒
教
の
孝
の
教
の
 

(436)  44 



道教と仏教の 父母恩重経  
 

 
 

道
徳
経
並
び
に
金
剛
経
 

 
 

 
 

云
 う
 

 
 

転
読
経
典
、
懲
悪
勧
善
、
以
聞
文
教
。
 

 
 

 
 

造
仏
両
教
団
の
布
教
政
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

」
れ
に
乗
じ
て
教
団
の
教
 

 
 

 
 

な
 問
題
と
し
て
出
家
 制
 

 
 

 
 

経
 ・
 孟
蘭
盆
経
 ・
父
母
 

 
 

 
 

い
 る
も
の
の
、
そ
れ
ら
 

 
 

 
 

し
て
い
る
点
か
ら
も
 玄
 

 
 

 
 

る
 。
一
方
道
教
側
に
あ
 

 
 

 
 

応
報
説
の
摂
取
、
出
家
 

 
 

 
 

教
 説
を
具
備
す
る
に
 至
 

 
 

 
 

道
 振
興
政
策
の
展
開
を
 

 
 

 
 

っ
 た
も
の
で
は
な
い
か
 

 
 

 
 

い
で
、
中
国
社
会
に
お
 

 
 

 
 

関
す
る
教
学
上
の
矛
盾
 

 
 

 
 

に
 触
れ
た
如
き
著
し
い
 

 
 

 
 

お
か
れ
た
何
等
か
の
 共
 
45 (437) 



(438) 46 

（ 一 

別路   

  

懐 ・孝 経 体 辛 い じ 説 く 推 め 確 ろ 道 
娠 ・ 君 と は の 点 た 恩 こ 定 る 実 、 仏 
十 ・ 父 比 そ 部 に と 重 と す 大 な 体 面 
月 ・ 母 較 の 分 つ 見 経 は べ 正 評 説 思 
（ 思 し 侭 は い 倣 の 、 ぎ 大 拠 思 量 

    

倶 U. るのか な所らに文中重見に、 焼 るの思がとくも 概立 成 

      
月、   

常 推 飾 博 や に 的 こ 咬 も 相 憶 
ヂて 足 さ 上 童 接 な と 検 か 前 側 
邪 
魔   

之 材 も 経 或 難 が 目 る る る 測 
前 月 料 の 自 は い 体 に 限 こ 時 を 
丁 こヴ 八 @ 
室 
戸     

（ 一 

別路   

， 壊 ・ ィム 

身 ・ 説 

十 ・ 父 
月 ・ 母 

中 重   
路 径     

Ⅰ 父 
母 
懐 
抱、   

和 忠重 であ に重 忠重 的な を示 、両 剰窟 教理 両 経 
和 
弄   
戸、   

含 
笑 

体八 つ、し 論、り、 態 の 挿入 るの 照 し 作さ 二 O 関係 

て こ 正 整 す に て れ 八 に 世 

八 通 
世 な 
紀 社 
の 会 
三 的 
O  基 
年 鑑 
か め 
ら 存 
半 在 

  
ま 想 
で、 し 
の た 
間 げ 
は れ 
老 は 
君 な 
思、 ら 

重 な 
縫 い 
と が 

。悪 相前 

後 5 
し く 

て 仏 
成 説 
立 恩 、 
し 重 
た 経 
も も よ 

  
ろ の 
う 孝 
と 道 
推 振 
測 興 
し 政 
て 策 
ぉ が 

  
め 
ら 
れ 
て 
  
ナ - 甲 



道教と 4 ム教の 父母恩重経  
 

 
 

来
帰
 、
向
英
字
 干
 、
十
 

 
 

 
 

 
 

哨
伴
芙
 、
（
下
略
）
 

 
 

（
下
略
）
 

 
 

 
 

序
を
追
っ
て
叙
述
を
 

 
 

 
 

の
 「
全
子
不
浄
、
 母
或
 

 
 

 
 

」
の
挿
入
部
を
前
後
に
接
 

 
 

 
 

0
 字
句
、
即
ち
「
 応
各
 
47 (439) 

 
 

 
 

悲
母
 不
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

行
 来
、
 

 
 

卑
下
 就
 、
 長
 

 
 

看
 母
、
嬉
嬉
 

 
 

重
 、
情
観
相
 

 
 

 
 

顕
界
 脳
 、
 

不
観
 、
非
 母
 不
 

 
 

浄
、
西
戎
東
西
 

家
中
 哨
芙
 、
 母
 

血
相
伝
、
両
 体
 養

 、
 忽
離
欄
車
 、
出
船
地
上
、
十
指
爪
 甲
 、
食
子
本
（
 

A
 ）
…
 

 
 

（
 
ロ
リ
 

、
 碓
磨
 隣
里
、
官
租
急
切
、
不
得
時
運
、
即
知
 我
児
 、
 

干
 天
親
、
心
性
相
感
、
分
母
百
骸
、
両
為
 両
身
 、
気
 

（
 
D
 ）
 

（
 
C
 ）
 

無
二
、
児
斑
 憶
 母
、
母
即
心
 驚
 、
地
歩
定
席
、
両
 乳
 

 
 

飲
 母
乳
、
八
 

 
 

 
 

屯
甘
 、
非
義
  

 

可
報
 、
 

 
 

、
我
 

（
 
2
 ）
 

 
 

復
曳
 

 
 

両
手
、
 

 
 

見
児
 

 
 

此
 ）
 
、
 

 
 

 
 

回
報
、
 

 
 

乳
 、
母
 

 
 

不
義
、
 

慈
母
 養
児
 、
 去
 雑
菌
 車
 、
十
指
甲
申
、
会
子
不
浄
、
（
Ⅰ
 

各
 

ユ
 
席
 l
l
 

有
人
 



 
 

 
 

い
る
。
ま
た
 禿
 民
博
士
 

 
 

 
 

で
の
十
五
行
を
指
す
の
 

 
 

 
 

明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
 

 
 

 
 

東
西
」
以
下
を
挿
入
部
 

 
 

「
 
但
 父
母
 至
 旅
行
 来
 」
の
句
が
、
た
ま
た
ま
傍
線
（
 4
 ）
 の
 「
父
母
 行
来
 」
と
恰
も
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
な
く
、
仏
説
 

 
 

 
 

隠
滅
せ
ふ
と
し
た
工
作
 

 
 

 
 

も
う
一
つ
の
材
料
を
挙
 

 
 

 
 

」
と
し
て
「
東
西
隣
里
、
 

 
 

 
 

大
正
大
蔵
本
仏
説
忠
重
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
外
、
他
の
三
 

 
 

 
 

く
、
 。
点
の
三
旬
 は
殆
 

 
 

 
 

は
 現
行
大
正
大
蔵
本
の
 

 
 

 
 

、
仏
説
忠
重
経
は
老
君
 

 
 

 
 

は
 上
の
二
点
を
指
摘
す
 

 
 

 
 

の
と
見
放
す
以
外
に
妥
 

 
 

 
 

拙
劣
な
 瓢
窟
 に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

錯
乱
・
誤
脱
・
鼠
穴
 と
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九
 

 
 

 
 

基
盤
と
し
て
成
立
し
 

 
 

 
 

史
的
な
背
 影
 に
一
言
 触
 

 
 

 
 

げ
て
崩
壊
に
向
っ
た
こ
 

と
に
つ
い
て
 

 
 

丼
之
弊
 、
 有
愉
漢
 成
束
 之
間
 。
 

 
 

 
 

付
 と
し
て
の
租
庸
調
の
 

 
 

 
 

的
な
支
配
を
弱
め
る
こ
 

 
 

 
 

そ
の
も
の
の
基
礎
を
揺
 

 
 

 
 

に
 指
声
政
策
を
実
施
し
、
 権
 

 
 

 
 

く
 挫
折
し
て
の
ち
は
、
前
述
 

 
 

 
 

で
、
旧
唐
書
本
紀
は
恰
も
こ
 

の
 

 
 

 
 

赦
の
具
体
的
な
内
容
は
単
に
 
鋤
 

 
 

 
 

え
ま
 
｜
 

 
 

道
  

 

 
 

末
節
婦
、
終
身
 勿
事
 。
 

 
 

 
 

い
が
、
少
く
と
も
現
行
 

 
 

断
定
し
て
 よ
 い
で
あ
ろ
う
。
 



  

 
 

 
 

臣
 勲
爵
。
 征
 防
具
 父
 

旬
年
 セ
 十
者
 遺
還
 。
 民
輔
 三
日
。
 

 
 

幸
菱
 推
 衰
老
熟
面
 転
 。
侍
者
百
歳
以
上
版
本
郡
太
守
、
 婦
人
郁
夫
人
、
九
十
 

 
 

君
 。
大
守
加
賜
静
一
級
、
県
令
熟
面
 転
 。
 民
輔
 三
日
。
 

 
 

 
 

て
 幸
義
の
実
践
を
奨
励
 

す
る
施
策
を
併
せ
行
っ
て
い
る
点
が
注
目
を
引
く
。
 

 
 

 
 

え
ば
呂
氏
春
秋
の
孝
 

行
賞
 に
 

 
 

（
中
略
）
 
篤
謹
 孝
道
、
先
王
 之
 研
治
天
下
。
 

と
 説
い
て
お
り
、
ま
た
論
語
の
学
 而
篇
 に
は
 

 
 

好
 作
礼
者
 禾
右
 芝
地
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
否
定
し
え
な
 

 
 

 
 

直
接
的
な
契
機
は
 、
曽
 

 
 

 
 

が
 動
揺
し
後
退
し
て
の
 

 
 

 
 

可
能
で
あ
り
、
 孝
義
の
 

 
 

 
 

適
用
を
広
く
民
間
に
拡
 

 
 

 
 

る
斬
 ら
た
な
国
家
的
施
 

 
 

 
 

な
か
ろ
う
か
と
憶
測
す
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道教と仏教の 父母恩重経 

 
 

思
想
 ｜
 東
方
 学
 
第
二
十
二
宿
。
 

 
 

 
 

比
 達
朗
教
授
還
暦
 

記
念
特
輯
 号
 ）
。
 

（
は
）
 同
右
 

 
 

よ
る
 っ
 

（
 
M
 ）
道
蔵
 
洞
 神
部
（
五
六
三
冊
）
 
力
下
 。
 

 
 

五
号
。
「
 道
僧
 格
の
復
旧
」
歴
史
第
四
 輯
 。
 

（
㏄
）
道
蔵
 

洞
 文
部
（
一
七
六
冊
）
手
上
第
八
紙
。
 

（
Ⅱ
）
道
蔵
太
平
部
（
 七
 Ⅰ
八
一
冊
）
 
儀
下
 
第
十
三
紙
。
 

（
 
M
 ）
道
蔵
洞
貫
 部
 
（
 セ
セ
冊
 ）
面
上
第
一
・
二
紙
。
 

る
 

（
 
曲
叶
 
）
 

こ
と
も
許
さ
る
で
あ
ろ
う
。
 

註
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
こ
と
を
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
道
蔵
 
洞
 神
部
（
三
四
五
冊
）
大
下
。
 

（
 
4
 ）
道
蔵
洞
貫
 部
 
（
 三
 二
冊
）
宿
下
。
 

（
 5
 ）
道
蔵
 
洞
 神
部
（
三
四
五
冊
）
女
丁
。
 

 
 

 
 

弘
二
 破
論
 」
に
 引
 

用
 す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
内
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

正
大
蔵
 巻
 五
十
二
）
。
 

（
 
8
 ）
道
蔵
 
洞
 支
部
（
二
六
五
冊
）
 
参
下
 。
 

 
 

 
 

十
二
次
、
変
 為
玄
 

 
 

天
上
帝
に
托
さ
れ
る
道
筋
が
明
ら
か
と
な
る
。
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一
 0
 九
一
冊
）
 
封
 

字
 。
 

（
 
初
 ）
大
正
大
蔵
経
第
十
七
巻
（
西
晋
竺
法
護
 
訳
 ）
。
 

（
 
れ
 ）
大
正
大
蔵
経
第
一
巻
（
後
漢
女
性
高
調
）
。
 

（
 
花
 ）
大
正
大
蔵
経
第
十
六
巻
（
矢
沢
）
。
 

 
 

頁
 。
 

 
 

 
 

道
教
に
お
け
る
 孝
 

 
 

 
 

、
本
稿
が
こ
 

 
 

 
 

と
 批
判
に
よ
 

 
 

お
ぎ
た
 

 
 

頁
 。
 

 
 

 
 

道
 経
典
籍
の
校
 雙
 

・
撰
述
・
宣
布
に
従
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
 
0
 

（
 
四
 ）
大
正
大
蔵
経
五
十
二
巻
五
六
九
頁
下
段
。
 

（
㏄
）
道
蔵
洞
貫
 部
 
（
 二 0
1
 
二
 二
冊
）
国
字
。
 

 
 

 
 

紀
要
第
三
十
一
 

分
冊
。
 

 
 

二
九
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
紐
 ）
道
端
 良
秀
 

前
掲
善
二
 0
 八
｜
 九
頁
。
 

 
 

番
所
収
（
一
四
六
頁
）
。
 

 
 

 
 

（
第
十
二
）
、
仏
祖
 

 
 

 
 

よ
 問
題
は
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 仏
説
末
羅
三
径
 

( ぬ )  52 



道教と仏教の 父母恩重経 

で
あ
る
。
 

（
㏄
）
大
正
大
蔵
経
第
三
十
七
巻
二
五
九
頁
中
段
。
 

（
㏄
）
先
民
 祐
祥
 
前
掲
論
文
。
 

（
 
舘
 ）
大
正
大
蔵
経
第
五
十
五
巻
六
七
三
頁
上
段
。
 

（
㏄
）
大
正
大
蔵
経
第
五
十
五
巻
四
七
四
頁
上
段
。
 

（
㏄
）
 
同
 

右
四
セ
四
頁
下
段
。
 

（
 
如
 ）
 
同
 

有
一
 0
 
一
セ
真
上
段
。
 

（
 
ぬ
 ）
林
屋
 友
 次
郎
「
 異
 訳
経
類
の
研
究
」
東
洋
文
庫
論
叢
 

第
三
十
三
四
頁
。
 

 
 

 
 

高
宗
が
孝
敬
太
子
 

 
 

 
 

出
し
た
官
寺
 

 
 

 
 

難
い
節
が
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

興
隆
の
社
会
的
基
 

盤
 」
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
七
集
。
 

（
 
M
 ）
新
唐
書
巻
一
四
 セ
 

事
故
 明
伝
 。
 

 
 

照
 。
 

（
㏄
）
前
掲
 註
 
（
 
騰
 ）
参
照
。
 

（
 
仰
 ）
 
禿
氏
祐
祥
 

前
掲
 書
 。
 

 
 

 
 

 
 

い
る
。
 

（
 
M
 ）
旧
唐
書
巻
 八
 

玄
宗
本
紀
。
 

 
 

 
 

構
造
」
の
克
明
な
 

考
察
が
参
考
さ
れ
る
。
 

附
記
 

53  ( 典 5) 



本
稿
は
昭
和
㏄
㏄
㏄
 

年
 

康
順
 
博
士
）
の
分
担
課
題
 

皮
 文
部
省
科
学
 

「
 
疑
 偽
経
典
 と
 六

朝
文
化
と
の
相
関
ピ
 

研
究
費
の
交
付
を
う
け
 

た
 総
合
併
 
究
 「
 六
 

に
関
す
る
研
究
成
 
朝
 仏
教
に
お
け
る
 

疑
 偽
経
典
 

果
 の
一
部
で
あ
る
。
 

  代 
十表 
日者 
福福 
ア井 

て何 6) 54 



宗教的態度の 構造 

 
 

 
 

 
 

た
ら
 よ
 い
で
あ
ろ
う
 

 
 

 
 

が
 、
そ
の
対
象
は
意
識
 

 
 

 
 

は
 、
こ
れ
を
宗
教
的
態
 

 
 

 
 

の
毛
 ぎ
の
理
論
に
よ
っ
 

て
 考
え
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

で
き
、
宗
教
的
行
動
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

査
 で
は
、
こ
の
宗
教
 意
 

 
 

 
 

ば
 、
「
毎
日
曜
教
会
に
 

 
 

 
 

設
問
が
こ
れ
に
 当
 る
が
、
 

 
 

宗
教
的
態
度
の
構
造
 

家
 

ユ
 
"
 し
 
ヰ
 
Ⅰ
 
@
 

塚
 

一
口
同
 

55 ( 材 7) 



 
 

 
 

外
 は
な
い
。
し
か
し
 

 
 

 
 

る
と
、
こ
の
よ
う
な
 ら
 

 
 

 
 

価
値
体
制
と
、
浅
い
部
 

 
 

 
 

と
し
て
修
正
さ
れ
、
 表
 

 
 

 
 

的
 信
仰
構
造
と
宗
教
的
 

 
 

 
 

う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
 

 
 

心
と
し
て
宗
教
的
態
度
を
考
え
て
よ
い
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

を
も
つ
こ
と
が
 よ
 り
 

 
 

 
 

さ
か
触
れ
て
お
か
な
 げ
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

な
 感
情
と
い
う
ほ
ど
 

 
 

 
 

な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
 

 
 

 
 

更
に
浄
土
真
宗
的
・
 
ヵ
 

 
 

 
 

は
 量
的
な
把
握
も
可
能
 

 
 

 
 

う
 な
立
場
に
立
つ
な
ら
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

来
の
調
査
や
測
定
は
既
 

 
 

 
 

は
 不
充
分
で
あ
る
と
 思
 

@
0
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宗教的態度の 構造 

 
 

 
 

 
 

つ
ま
り
 
?
 （
（
の
 

コ
 は
 態
 
5
 

そ 化 
し す 
て る 
情 も 

操 の 

はで 行、 
情操 動と 

し は 
て 大 
表 き 
現 な 
さ 複 
れ 台 
る 的 
と 態 
し 度 
て て   あ 
情り 操、 
を我 " 々 

熊 がミ 

度 テ 
複 ス 
ム ロ ト 

（ で 

笘 濱 Ⅰ 

ま 定 

  
態度 o ヨ の 

巳のⅩ ま、ャ 
Ⅹ 小 

  
ある （ め （ ti 
@ アし Ⅰ 且 

よ の 
Ⅱ べ 

お て 
の 中 
） 数 る 。 

(449) 

と
 定
義
し
て
い
る
。
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

い
の
 

 
 

 
 

変
 

 
 

 
 

 
 

ト
ユ
 /
 

 
 

 
 

ゑ
び
 神
経
中
枢
の
一
抹
 

情
操
 

い
 う
概
 

い
 う
概
 

ず
る
）
 

 
 

 
 

く
る
。
態
度
と
 

 
 

 
 

な
り
、
情
操
 と
 

 
 

 
 

は
 内
部
か
ら
 生
 

 
 

 
 

の
 活
動
に
対
し
 

（
 
9
 ）
 

 
 

力
学
的
な
特
性
構
造
で
あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

し
 、
一
定
の
仕
方
で
感
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

組
織
」
で
あ
る
と
し
、
 

の
 意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
 

る
と
か
、
必
ず
し
も
そ
の
内
容
は
一
定
 

然
 ふ
れ
て
い
な
い
も
の
の
方
が
多
い
。
 

目
白
豆
お
目
は
情
操
を
「
い
く
つ
か
の
 

 
 

る
 感
情
で
あ
る
と
か
、
知
的
な
感
情
で
あ
 

 
 

は
あ
ま
り
使
わ
ず
、
概
論
書
な
ど
で
も
 
全
 

 
 

者
 も
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

る
 組
織
体
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
（
 

7
 ）
 



 
 

を
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
（
 
3
 
1
 ）
 

 
 

 
 

ら
れ
て
い
る
 両
 

 
 

 
 

感
ぜ
ざ
る
を
得
な
 

（
 
u
 ）
 

 
 

 
 

と
 特
性
の
差
も
程
 

（
一
 

%
 ）
 

 
 

 
 

な
い
と
言
わ
ざ
る
 

 
 

 
 

的
な
仕
方
で
、
 
と
 

 
 

 
 

し
て
事
象
の
本
性
 

（
 
皿
 
@
 ）
 

 
 

 
 

傾
向
で
あ
る
。
」
と
 

 
 

え
 な
い
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

者
の
 

 
 

 
 

度
の
 

を
得
 

か
く
 

に
お
 

定
義
 

 
 

 
 

一
 傾
性
で
あ
り
、
 そ
 

 
 

慮
も
払
わ
な
い
。
 

 
 

 
 

て
 情
操
は
あ
る
一
定
 

0
 対
象
に
向
っ
て
集
中
す
る
。
 

 
 

的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

、
態
度
は
、
健
康
な
 

か 
吹 ど 
ほ う 

レカ ロ ミ 

一 ち 又 
巨 巌 

密 

  

  
の 

四 
古ぃ 

を 
あ 
げ 
て 
  
る 
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度 
と 

，清 
操 
の 

差 

を質 

的 
な 
も 

の 

と 
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乙ノ 
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t 
的 
な 
も 

の 

と 

し 
て 
と 

ら 
、え 
て 
  

る 
わ 
け 
で、   

果 
し 
て 
両 
者 
を 
区 
兄 Ⅰ 

す 
る 
必 

要 
が 

あ 
る 
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か
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

る
 筈
で
あ
る
。
 

七
 
%
 

 
 

 
 

も
 既
成
の
 は

 、
大
変
 む
 

勿
論
或
る
 特
 

教
団
と
関
り
 

) 構造 

ほ で の 

お は み か 
い " 推 ぅ 

て 或 察 ま 
、 る し で、 

ど 設 得 も 
の 足 る な   態度 な反 た場 であ 一 一 ' 

応に がお。 ると い 

み い 熊 ぅ   
る 宗 性 は 
時 数 質 直   
そ 度 の 観 
こ が 5  強 察 
に ど さ す 
宗 の の る 
教 よ 側 こ 
的 ぅ 定 と 

態 な と の 
鹿 皮 い で 
の 広 う き   
が て も も 

推 表 " の 
察 ね こ で 
さ れ の あ 

  
と 遊 者 動 
い に え と 

  
か 、 つ め   
宗 設 ・ わ 形 
裁 定 れ 態   
度 た 本 じ 
の 場 稿 て 

伴 題 的 較 態 ら 態   

本 る で 易 し 問 な し ょ 

稿 の あ で こ 題 ら て ぅ 

セ T  で る 、 こ と ば と な 
こ あ と は で し 、 ら 観 
の つ い っ い て 現 え 点 、 

  

味 項 し 形 態 で つ 異 は 
で 目 か を 度 あ っ ち   宗教 とりし宗の作の宗 Ⅰ よ、 る。 ある 尤 し ょ、 
教 製 教 得 宗 態 こ 的 

度 と と 
側 に い 

理 で   と 
論 あ な 

み口はは 、カカ ： や で よ   
情操 でき 態度 

  

る o17 （と ）い とい 

る に の ど な 
も 尺 も の く 

の 度 の 態 て   
で 化 が 度 は ょ は で 
あ と ど 尺 な ぅ 必 衰   

    " 立 と 

つ 的 も 教 
い で 適 に 

  
  大 と 、 態   

き か 数 度 
な う 値 の   

な と は 測定 困難こと 化も 宗 し 宗 
性 が 比 は 散 て 教 
が 間 軟 化 的 と 的 
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概
念
規
定
か
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出
発
 

 
 

 
 

り
た
い
と
思
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゑ
び
 宗
教
教
育
の
専
門
 

 
 

 
 

し
 、
そ
れ
に
つ
い
て
、
 

 
 

 
 

た
え
て
、
そ
の
中
 か
 

 
 

 
 

い
 う
 立
場
か
ら
え
ら
 ば
 

 
 

 
 

な
し
得
る
態
度
の
典
型
 

と
も
い
 う
 べ
き
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

。
こ
れ
は
個
人
の
生
 

 
 

 
 

機
の
場
で
あ
る
と
考
え
 

 
 

 
 

態
度
の
四
つ
の
要
素
の
 

 
 

 
 

な
め
て
い
 う
 ま
で
も
な
 

 
 

 
 

 
 

引
用
し
て
お
く
。
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問 けえ 1 ）   

宮 中 い ク 毎 ら 

  

い さ る 

  
  
カ Ⅰ 

の中 

り ） ） で、 
お   

姉 た 
さ と 

と るぅ     
  
の な   

Ⅰ ま { の 
し て 

て も、 

も ） 

  

  し Ⅱ 
い い   

ち し 

ちは っ。 ま Ⅰ 

  

ん 反 ん と 

    を 

い い し 

と と 
て 

， 思 、 艮 ・ 

し Ⅰ 

{ 

ち う っも 

  

の こん 口 の が 

を な を 
い 

    や 

つ   場ム つ   

尤 。 し - 
  

ナ 。 レ - 
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問 2 
   

 

 
 

合
 、
実
際
に
 

 
 

 
 

と
 思
う
も
の
を
一
 
つ
だ
 

け
え
 ら
ん
で
、
そ
の
番
号
を
 
0
 
で
か
こ
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 

て
 早
く
な
お
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
 

 
 

 
 

ら
は
な
る
べ
く
人
に
 

め
い
わ
 
@
 

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。
 

 
 

 
 

も
で
き
そ
う
だ
。
 

 
 

 
 

 
 

大
事
な
こ
と
だ
。
 人
 

 
 

間
の
命
の
尊
い
こ
と
を
よ
く
考
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

れ
な
い
。
 

 
 

 
 

か
ら
お
く
れ
、
 

 
 

 
 

と
う
に
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 

 
 

 
 

に
す
る
。
 

 
 

 
 

な
た
は
こ
ん
な
場
合
、
 

 
 

 
 

 
 

に
 楽
を
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
。
 

つ 。 
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3 で 

い友 まだ 
ま ち 
で は 
苦 み 
党 ん 
そ な 
か 進 
け 営 
た す 
お る 
母 の 
さ に 
ん く 

や ら 
姉 べ 

  
0 目 
し 分 
あ の 
わ ょ 
せ ぅ 

の に 
た 運 
め の 

  
分 の   
は は 
働 な 
く し ' ヰ 

  

と い 
@c  く 

  
て 

下 ら 

しか 幸に 

負 た 

がな けな 

い レ Ⅰ 

人 

田 『 

  

な 
ろ 
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宗教的態度の 構造 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
す
も
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れ
る
。
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に
よ
る
方
法
を
と
り
 

 
 

ら
ん
で
、
そ
の
番
号
を
口
の
中
に
書
い
て
下
さ
い
。
口
口
 

た
 
@
 
さ
ん
 

 
 

 
 

が
 沢
山
い
ま
し
 

 
 

 
 

家
の
人
 た
 

 
 

 
 

消
防
自
動
 

 
 

て
 来
ま
し
た
。
 

 
 

 
 

と
 思
う
も
の
を
一
つ
だ
 

け
え
 ら
ん
で
、
そ
の
番
号
を
 
0
 で
か
こ
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 帰
る
。
 

 
 

ん
 い
で
 て
っ
 だ
け
を
す
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
カ
メ
ラ
が
あ
れ
 

ば
 写
真
も
と
っ
て
お
く
。
 

 
 

 
 

れ
な
い
。
 

 
 

 
 

た
は
こ
ん
な
場
合
、
実
 



 
 

 
 

著
書
の
所
々
で
示
唆
さ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ロ
ジ
ー
心
理
学
及
び
 ヴ
 

  

  
    

ヰ ， を そ い 現   

  

こ 有   

  

口 Ⅰ 

  

  的 い け る 

のの 

コ l   
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宗教的態度の 構造 

 
 

 
 

と
も
で
き
る
し
、
 
人
 

 
 

 
 

と
が
で
き
 る
 。
 

 
 

 
 

心
理
的
活
動
を
 、
数
 

 
 

 
 

て
 領
域
と
領
域
と
の
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
そ
し
て
 精
 

 
 

 
 

極
め
て
明
確
な
異
質
 

 
 

 
 

み
、
抵
抗
す
る
場
合
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
 空
間
と
い
う
も
の
 

 
 

 
 

つ
 。
 

 
 

 
 

向
性
を
も
ち
、
 
力
動
 

 
 

 
 

活
 空
間
の
あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

」
の
移
動
に
等
し
い
よ
 

 
 

 
 

ヱ
 は
 反
 接
す
る
性
質
 

 
 

 
 

を
 誘
引
又
は
反
擬
す
 

 
 

 
 

V
 
o
 
 

な
ら
ば
 

一
へ
ユ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係
 を
も
っ
て
い
る
。
 

の る が 5 年 竹 が 障 惟 神 間 半 そ れ 
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以
上
の
よ
う
な
理
論
 

は
、
生
活
空
間
に
二
つ
 

と
が
困
難
に
な
っ
て
い
 

ち
、
㈹
と
㎝
と
は
構
造
 

上
る
。
姉
の
結
婚
と
進
 

る
 所
に
火
事
が
お
こ
っ
 

な
い
。
そ
こ
に
乗
る
予
 に

基
 

又
は
 

る
場
 

的
に
 

学
と
 

ょ
ハ
こ
 

。
 

-
 
定
の
 

 
 

え
て
み
る
。
葛
藤
や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
 と
 

 
 

面
 、
或
は
障
壁
が
出
現
し
て
・
目
標
に
到
達
す
る
こ
 

 
 

に
 立
つ
と
、
前
述
の
調
査
で
設
定
ざ
れ
た
場
面
の
 う
 

 
 

た
い
と
思
っ
て
い
る
少
年
に
 、
 姉
の
結
婚
 話
 が
も
ち
 

 
 

藤
の
場
面
で
あ
り
、
㎝
は
 、
 駅
で
列
車
を
待
っ
て
 い
 

 
 

ケ
ッ
 で
水
を
か
け
て
い
る
が
な
か
な
か
消
え
そ
う
に
 

 
 

場
面
の
設
定
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
の
構
造
を
考
 

四 

（
館
刊
）
 

 
 

と
い
っ
て
い
る
。
 

 
 

え
ら
れ
る
。
要
求
 

 
 

生
は
 、
要
求
と
そ
の
 

 
 

）
の
函
数
で
あ
る
。
 

 
 

学
的
環
境
の
中
に
 

な
 力
が
個
体
の
上
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
時
 

 
 

Ⅱ
 
小
 
リ
 
二
ヨ
 

 
 

移
動
 

 
 

（
 
）
。
」
 

り
乙
 

4
,
 
）
 

 
 

よ
う
 

 
 

 
 

体
系
と
い
う
概
念
は
 、
   

 
 

 
 

特
定
の
事
態
で
も
っ
と
 

 
 

 
 

で
 表
わ
す
。
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宗教的態度の 構造 

え 又 労 
ら 自をで、 かセ緊 のの張がとい 若こはは 一 

A 

  
五悪さなすは っかん 葛 るるととは。 題係 (7) い や 

  
  

ら " あ " る あ ば て 路 こ 

をを 選あ の的が故な質 た 憩 わにいで、 題 態の状の 

の 

  
つ と と 形   

の い に 態 は 
決 ぅ し を 
断 運 よ と 

を 択 ぅ る 

下 肢 ピ と 

考 

ら   
正     

  

場 と っ 「 
の し て 今       

 
 

 
 

至
 利
益
を
表
わ
す
目
標
 

 
 

 
 

。
 

G
 
十
 

 
 

 
 

す
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等
し
い
。
つ
ま
り
 B
 が
 G
 に
対
す
る
障
害
の
役
割
を
 は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

場
 

 
 

Ⅱ
一
目
Ⅰ
 旦
 H
 弓
 （
（
）
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
 又
 

 
 

 
 

（
の
）
 

八
せ
 ㏄
（
 
出
 ）
 と
レ
 ス
 ノ
 

 
 

 
 

や
 利
益
を
示
す
目
標
 
領
 

 
 

 
 

、
三
 と
い
う
事
態
と
な
 

 
 

 
 

い
て
は
、
 
H
 に
向
け
て
 

 
 

 
 

事
態
は
 、
 場
の
構
造
と
 

 
 

 
 

度
 に
よ
る
構
造
の
変
化
 

 
 

て
 表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
に
気
の
 ム
ロ
わ
 

な
 い
 

 
 

 
 

病
気
の
為
休
学
を
命
ぜ
 

 
 

 
 

と
 思
 う
 。
当
事
者
を
 P
 

 
 

 
 

聞
の
発
行
、
㈲
で
は
 進
 

 
 

 
 

、
目
標
領
域
 G
 に
対
し
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小小 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
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一
の
発
生
に
よ
っ
 

教 的態度の構造 よ る り 。 二戸 永 を 

白て 一 芝 

Ⅰ っ な 

  
  
しのこ ） う でき、 

  
  

    と 一 生に % 能 １ 

上 ょ な 
o つ る 
で て こ 

あ 、 と 
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不
安
感
）
も
大
き
く
 存
 

在
す
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

形
態
を
と
る
と
考
え
 

 
 

 
 

な
い
か
と
反
省
す
る
。
 

 
 

 
 

と
は
、
人
間
と
し
て
 大
 

 
 

 
 

る
も
の
と
し
て
あ
た
え
 

 
 

 
 

構
造
化
が
行
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

つ
ま
り
 A
 か
ら
 G
 へ
 

 
 

 
 

れ
る
と
い
う
事
態
が
生
 

 
 

 
 

れ
は
 
へ
 
ン
 ・
 
下
 V
 
o
 
 

と
表
 

 
 

 
 

通
り
の
場
合
が
出
て
く
 

る
 。
 

 
 

 
 

>
l
 
口
一
 （
障
壁
の
 
力
 ）
 



 
 

 
 

Ⅱ
一
八
口
，
１
 

%
 
 
一
 
，
 一
 
Ⅱ
 
ナ
 ・
 

 
 

 
 

二
ト
・
１
レ
一
丁
 

0
 
 
と
 

 
 

 
 

一
缶
，
 
l
 望
が
非
常
に
 

 
 

 
 

よ
う
 に
、
障
壁
の
あ
る
 

 
 

 
 

階
 を
つ
け
た
、
幾
つ
か
 

 
 

さ
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

と
 、
そ
の
 ょ
う
 な
 事
 

 
 

 
 

化
が
生
じ
、
上
記
の
 ょ
 

 
 

 
 

変
化
が
生
ず
る
時
に
 

 
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

ふ
れ
て
お
ぎ
た
 い
 。
 

 
 

 
 

価
値
は
出
て
こ
な
い
の
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

場
の
構
造
の
変
化
は
 、
 

 
 

 
 

う
 な
場
の
構
造
の
変
化
 

 
 

 
 

理
 的
、
利
己
的
、
快
楽
 

    
え、ソ { トロ・ ， 肖 Ⅴ。 一 

  
く で は 

  
    
  

と表現される。 0 への移動はおこら G Ⅶ一缶・ 一 豆である。 l 
尤しよ 、。勿論 
し せ 
か 曲 （ 

し e 
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宗教的態度の 構造 

くに動そ 異言はのめ的 た 在も 、 現が活の。 り生 つる 以 
つ っ 可 上 に 水 美 美 写 生 門 前 上 

    

り の 実 面 間 と い の 
  

得 ト 在 と が す っ 不 理想 表現 ェ間 度 と 

る ポ 約 し 必 る た 可 す 道 と を 
わ 口 木 て 妻 。 場 能 
げ ジ 準 表 と 二 合 な   
で l と 現 な 吹 で 移 と 態 と 元 
あ 的 同 で る 元 あ 動 を 度 ぃ 的 

試 と う に 
み の 二 者 
て 区 つ え 
い 別 の る   

空 柱 実 て 実 在 間 禄 
想 的 花 実 在 的 を 像   
に 木 杓 狂 的 爪 革 め 
逃 進 水 豹 水 準 に ょ 立っ 三次 述の 設問 

避 の 準 水 準 の 一 ぅ 

し ト の 準 の 領 っ た 
て ポ ト だ 領 域 の 概 

て 元空 行 範囲 して 

間 で い っ 

ト ロ ポ け 域 だ 実 念 と は る て 
る ジ ロ で を げ 狂 的 し 極 の き 
と l ジ は 平 を 的 空 
ぃ 約 l な 西 表 水 間             くと   

あ て す 準 な か 考 あ るい 。 る る こ に おば ちらえ 、 な る。   
間 で た だ 

  
題 あ ら 間   に解 
の 明の ト     か は 一 あ 
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変
化
を
誘
導
す
る
と
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え
る
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が
で
き
る
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々
の
事
態
に
よ
っ
て
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一
般
に
非
実
在
的
水
準
 

（
㌍
）
 

 
 

お
り
、
障
壁
の
抵
抗
は
少
い
と
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二
ロ
 

，
 
え
る
。
 

 
 

 
 

わ
け
で
あ
る
。
実
在
 

 
 

 
 

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
 

 
 

 
 

の
 へ
だ
た
り
の
 差
 と
し
 

 
 

 
 

に
 近
 い
 水
準
に
お
け
る
 

構
造
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
は
、
は
っ
き
り
と
 

 
 

 
 

と
 道
徳
的
態
度
と
の
 差
 

 
 

 
 

ら
ば
、
非
実
在
的
水
準
 

 
 

 
 

狂
的
水
準
の
構
造
に
つ
 

 
 

 
 

た
い
。
こ
の
領
域
を
仮
 

に
 R
 と
 名
づ
け
る
な
ら
ば
、
一
白
 ナ
里
 Ⅱ
一
曲
，
 
刃
ミ
 
三
一
 

 
 

域
 
（
こ
れ
を
 
X
 で
表
わ
 

 
 

 
 

向
 さ
れ
る
場
合
、
程
度
 

 
 

 
 

影
響
を
あ
た
え
、
葛
藤
 

 
 

 
 

形
成
さ
れ
易
く
 、
又
そ
 

 
 

 
 

リ
テ
ィ
ー
が
宗
教
的
で
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た
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

緊
張
や
誘
急
性
の
 異
る
 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
従
来
困
難
で
 

 
 

 
 

つ
 き
的
な
形
で
行
わ
れ
 

 
 

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
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（
 
巳
り
 
）
 
ク
 

ク
ロ
・
の
の
 

（
 
4
 ）
岸
本
英
夫
、
前
掲
 書
 
ヮ
目
 

訳
誰
 れ
で
も
の
信
仰
 

、
宗
教
研
究
一
八
二
号
 

（
 
6
 ）
高
木
き
よ
子
氏
の
 街
 教
示
に
よ
る
。
 

 
 

 
 

き
 ・
大
脇
義
一
、
 

感
情
の
心
理
学
 
H
o
 

の
の
 

ワ
ト
 の
の
 

 
 

哩
 。
二
 %
 薄
、
つ
 ・
 
ニ
 ・
 原
谷
 達
夫
 訳
 個
人
と
宗
教
 
つ
 ・
 
総
 

（
 
9
 
 
）
の
が
二
色
）
，
 
力
 ・
 ロ
 ・
㌧
の
「
の
 

0
 コ
 %
 ご
 Ⅱ
Ⅰ
ゆ
 
り
 P
 
P
 
P
 

の
）
 

（
 
皿
 
Ⅲ
）
 毛
 a
r
 

「
の
 

コ
 ・
 し
ピ
 
の
 ヱ
 0
 コ
の
 
（
 
せ
 0
 （
㌧
の
Ⅱ
の
 

す
 0
@
0
 

の
 せ
 Ⅰ
の
ひ
 

肚
 

73 (465) 

あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

思
 う
 。
前
述
の
調
査
で
は
、
意
識
的
に
 

的
 態
度
と
区
別
し
難
い
形
態
に
な
る
の
 

 
 

と
 関
り
を
も
つ
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
と
 

 
 

る
か
ら
、
宗
教
的
態
度
が
現
象
的
に
道
徳
 

 
 

調
査
測
定
す
る
為
に
は
、
こ
の
領
域
 R
 を
 



 
 

 
 

F
 、
富
永
 訳
 、
態
度
 

測
定
、
社
会
心
理
学
講
座
第
三
巻
 

 
 

 
 

す
る
態
度
の
測
定
 

な
 行
っ
て
い
る
。
 

 
 

Ⅱ
 
品
 0
 （
 や
庄
 ～
（
 
由
 口
の
・
や
 
き
ゴ
 ・
 
つ
り
せ
 

い
イ
 

@
 @
0
 
（
・
 

z
0
.
 

ト
肚
申
 

：
）
 め
 
山
一
め
 

（
㏄
）
拙
稿
青
年
期
の
価
値
態
度
に
つ
い
て
、
宗
教
研
究
 

一
七
 0
 号
 

 
 

道
徳
意
識
と
宗
教
意
識
宗
教
研
究
一
七
 0
 号
 参
照
 

 
 

究
 

一
七
 0
 号
 

（
 
ぬ
 ）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
 

レ
 し
 ぜ
 コ
曲
 
ヨ
ざ
円
ゴ
の
 
0
 「
Ⅱ
 0
 （
巾
の
二
 
0
 コ
巴
ご
 
Ⅱ
）
の
㏄
の
 

（
相
良
、
小
川
 訳
 
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
 
力
宇
説
 ）
 

㌧
ユ
コ
ゑ
三
の
の
 

0
 円
づ
 0
 Ⅰ
 0
 ロ
 
0
%
p
O
 

笘
 ）
弔
の
せ
の
 

ゴ
 0
 ロ
 
0
 ㏄
 セ
ト
 の
の
の
 

（
外
材
、
松
村
 訳
 
ト
ポ
ロ
ジ
ー
心
理
学
の
原
理
）
 

 
 

の
コ
 
（
 0
 （
㌧
の
 
せ
 の
 ゴ
 0
 ロ
 
0
 ㏄
 @
 
の
曲
）
 
巾
 0
 円
 
。
の
の
 
ト
 の
の
㏄
 

（
上
代
沢
心
理
学
的
力
の
概
念
的
表
示
と
測
定
）
 

勾
 0
 の
 
0
 ）
 
セ
 Ⅰ
 
臣
 ㏄
の
 0
 ゑ
 ル
ロ
の
 
0
 コ
 目
ロ
 
0
 打
）
の
 ト
 ㏄
 

（
末
永
訣
・
社
会
的
葛
藤
の
解
決
し
 

 
 

コ
の
由
 
圧
せ
 ト
め
ひ
ト
，
つ
 

・
 
ひ
か
 
㏄
 

 
 

@
 
 
つ
 ・
 ト
壌
づ
 

 
 

田
 0
 コ
 ）
 
の
 の
 H
.
 
 

つ
 ・
の
の
・
厚
谷
沢
 
つ
 ・
の
の
 

?
 の
Ⅰ
 

 
 

 
 

の
 守
ロ
㌧
の
 
ぜ
 0
 オ
 0
 ロ
 
0
 ㏄
 ぜ
 

⑥
 

 
 

 
 

第
一
巻
 
ヮ
コ
 ㏄
 

 
 

目
の
コ
隼
サ
 
0
0
 ガ
 
0
 （
の
 0
 住
田
㌧
の
 せ
 。
 ゴ
 0
 ）
 
0
 幅
せ
 
田
の
の
の
、
 づ
の
日
む
 

 
 

 
 

（
は
）
の
の
（
（
 匹
一
 ・
 
勾
 ，
 ロ
 ・
 0
 つ
 ・
 ゑ
 （
・
 っ
 ・
 H
 の
～
）
）
の
は
 



宗教的態度の 構造 

㌧
 w
0
 
）
 
年
 ド
ゴ
の
 
0
 ㍉
 
せ
ロ
コ
 ㏄
 O
0
w
g
 

ロ
の
 

0
 ハ
の
コ
 

。
の
 目
 
ゆ
 り
田
 

（
猪
股
 訳
 ・
社
会
科
学
に
お
け
る
場
の
理
論
）
 

 
 

 
 

参
照
 

 
 

 
 

訳
ワ
 P
o
 
の
 
?
P
o
 
の
 

 
 

意
性
 

 
 

 
 

か
る
力
の
強
 さ
 

 
 

 
 

Ⅱ
田
ゆ
 
印
肚
 

 
 

肚
の
 

（
 
W
 卸
 ）
Ⅰ
 0
 ミ
ナ
 
臣
 ，
 0
 っ
 ・
 
ユ
 （
・
 
づ
 ・
）
 
ト
の
 

へ
っ
・
の
は
方
向
～
 
タ
 の
の
 力
 を
表
わ
す
。
 

 
 

は
 無
関
係
の
 力
 
Ⅱ
 p
.
 

の
の
強
さ
を
表
わ
す
。
 

 
 

猪
股
 謀
 
っ
・
 
賈
 

（
㎝
）
道
徳
的
態
度
を
表
わ
す
選
択
肢
を
か
か
げ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

お
母
さ
ん
に
楽
を
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
 

 
 

 
 

ら
は
な
る
べ
 

く
 %
 に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。
 

 
 

囲
の
手
 伝
 を
す
る
。
 

 
 

、
 ・
。
。
。
。
 

，
 。
。
・
・
 

"
 

 
 

異
は
左
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
 

X
 は
 よ
 り
実
在
的
な
水
準
、
 Y
 は
よ
り
 井
 実
在
的
な
水
準
。
 

75 (467) 



日
田
 コ
 ・
 0
 口
 ・
 
ゑ
ヴ
 外
 材
 、
松
村
沢
口
，
の
の
の
 

附
記
 

 
 

表
を
骨
子
と
し
て
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

Y
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

(468)  76 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 
l
 
）
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 

ヰ
 
）
 

考
 

 
 

 
 

と
し
、
 

り
 

 
 

 
 

１
ル
 ヤ
 

 
 

ク
リ
シ
ナ
 
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
運
動
）
、
チ
ラ
ク
、
オ
ー
 
口
 ・
ヒ
ン
 
ド
 

 
 

 
 

 
 

ク
ハ
ル
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ の   

儀   

の 教 れ 動 仲 の 式 サ 等 別 
如 の 伝 Ⅰ と 如 の ト を を 

77 (469) 

ヒ
 
ン
ド
ウ
の
「
祭
り
」
 考
 

斎
 

藤 

昭
 

俊 



  
一 

 
 

 
 

、
人
間
崇
拝
を
排
除
で
 

 
 

 
 

に
 反
対
す
る
勇
気
を
も
 

 
 

 
 

数
々
が
 、
 多
く
の
運
動
 

（
 
ク
リ
 

）
 

 
 

 
 

、
宗
教
運
動
の
指
導
者
 

 
 

 
 

動
 で
あ
り
、
十
、
運
動
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

示
教
が
神
と
の
一
体
化
を
 

 
 

 
 

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 
農
 

 
 

 
 

脱
な
ど
の
概
念
に
 、
従
 

 
 

 
 

性
 が
過
少
評
価
さ
れ
る
 

 
 

 
 

か
ら
願
 う
 こ
と
で
は
な
 

 
 

 
 

巡
礼
な
ど
倫
理
的
道
徳
 

 
 

 
 

求
め
る
こ
と
は
困
難
な
 

 
 

 
 

集
約
を
試
み
る
の
が
 本
 

 
 

 
 

性
 ・
特
殊
性
、
ヒ
ン
 ド
 

 
 

 
 

り
の
経
済
的
社
会
的
要
 

 
 

考
え
て
い
る
。
 

(470)  78 



 
 

 
 

 
 

の
と
あ
る
が
、
崇
拝
の
仕
方
 
り
 

 
 

 
  
 

 
 

別
 崇
拝
は
、
そ
の
と
き
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
 家
が
た
て
ら
れ
た
り
、
お
 寺
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

き
な
ど
に
行
わ
れ
る
も
 

  

 
 

 
 

関
す
る
儀
礼
は
一
般
 と
 

 
 

 
 

ン
ド
サ
 ー
ヴ
ァ
ン
ダ
ナ
 

 
 

 
 

マ
 ス
 に
よ
っ
て
定
め
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 ③
 ガ
囲
 
Ⅰ
の
 
総
 ）
、
マ
カ
 ラ
 ・
 サ
 

マ
ハ
 シ
ヴ
ァ
ラ
ッ
ト
リ
ー
 

ミ
ー
・
プ
ー
ジ
ャ
（
Ⅰ
 
u
 一
 

祝
う
ラ
ー
マ
ナ
ヴ
ァ
 、
、
、
 

め
 0
 円
の
宅
 
笘
 ）
、
ヴ
ィ
 ヤ
｜
 

親
切
、
一
 ケ
 月
の
う
ち
 

先
祖
の
霊
に
水
を
あ
げ
 

（
 
パ
 
リ
曲
 
り
 の
か
が
ハ
 

%
p
H
 

屈
 Ⅱ
（
ゴ
ロ
）
 

（
 
ニ
リ
 
）
 

 
 

 
 

に
 用
い
て
い
る
。
主
な
 

 
 

 
 

的
 要
素
が
あ
る
こ
と
 

 
 

 
 

一
般
崇
拝
、
特
別
崇
拝
 

 
 

 
 

の
 儀
式
的
浄
め
を
意
味
 



 
 

 
 

す
る
の
が
第
三
、
絶
対
 

 
 

 
 

が
 目
的
な
の
で
、
像
に
 

 
 

 
 

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
 

 
 

 
 

王
 と
し
て
も
て
な
す
こ
 

 
 

十
六
 重
式
 が
あ
る
。
内
面
的
に
観
念
す
る
こ
と
に
は
、
 祈
り
、
瞑
想
が
あ
り
、
 

 
 

又
は
 、
 心
の
表
現
を
手
印
に
あ
ら
わ
し
（
 ョ
 目
色
 

q
u
 

）
 、
 神
の
体
に
ふ
れ
た
如
く
 、
 

 
 

 
 

｜
 ガ
マ
式
の
も
う
一
つ
 

 
 

 
 

と
楽
し
み
の
 
日
 と
な
 

 
 

 
 

犠
牲
の
性
質
を
も
 

 
 

 
 

不
拝
と
 
断
食
や
祭
り
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
伝
統
的
 

 
 

 
 

の
に
お
い
て
出
来
 
 
 

、
 家
や
寺
院
に
お
け
る
尊
像
崇
拝
の
法
則
を
定
め
た
。
 
ヒ
 ン
ド
ウ
の
伝
統
 っ

て
 

の
 一
一
 

上
部
 

た
尊
 

に
従
 

 
 

 
 

。
こ
の
儀
礼
の
組
織
化
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

は
 

一
、
義
務
的
儀
礼
 

神 
へ こ 

の れ 
僕 ら 

物 の 
ヒ 儀 
g,  礼 
甜 は 

  
ナ， Ⅰ ヱ 

つ 1 

て ダ 

  
い @ 

  
る 。 式 

  
  
穀 ヴ 

  
  

ソ タ 。 

l 時 

に て酒、 代 
お 

動 い 
物 て 

儀 の犠 は 
牲式 がの 
用 執 
か 行 

  られ、 日の uq ガ 

股 と 

(472) 80 

の
を
指
し
て
い
る
。
 

  



 
 

 
 

 
 

げ
で
お
 が
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
霊
が
あ
る
。
 

り
 

 
 

 
 

の
 祠
が
一
つ
、
コ
レ
ラ
の
女
 

r
 

 
 

 
 

が
 
一
つ
、
祖
父
母
が
な
く
な
 
り
 

   
 

 
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

日
日
ョ
ゅ
の
祠
が
一
つ
で
 八
ケ
 所
に
な
る
。
し
か
し
、
 
そ
の
他
、
 
サ
、
、
、
 
ル
ペ
ッ
ト
 だ
 

」 考  
 

 
 

・
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
ロ
の
 べ
か
 
侍
の
 

 
 

 
 

ル
 で
は
、
水
が
め
を
 住
 

 
 

 
 

る
 。
 ド
ウ
 ー
べ
の
報
告
 

 
 

 
 

は
 香
雲
を
ま
つ
る
。
 
マ
 

 
 

 
 

る
 。
他
は
カ
ッ
タ
・
 
マ
 

 
 

 
 

あ
る
。
天
然
痘
の
 ポ
チ
 

 
 

 
 

る
 。
た
と
え
ば
、
ベ
ン
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 

の 地 る 
地 方 前 
方 駒 込 断 
の な し 食 
諸 神 た 
霊 々 ア 

は 
浄 

ほ ほ l め 
対 は ガ と 

す 明 マ 祈   
り 属 プ 専 
の 性 l ， 已 、 

仕 を ジ す 
市 神 ヤ る 
は と も 日 

、 し 結 で、 
諸 た 局 あ 
霊 も す る 
の の る 

本 
論   で， 
レま       

の 

狭   義 
の 

祭 神を @ 

悪 の 実 を 
意 と 現 中 
を あ さ ，已ヰ 

防ぐ ケア ヒ 

考 
こ 守 正 察 
と @ 護 # 流 を 

進 
を雲 目 " ヒ ン め 
的 祖 ド て 

  

と し 雲ウ " 教 @ 

た 悪 で 

  
な 有 し 

る 。 名か 無し 
そ 名   



 
 

 
 

ン
コ
ー
ル
の
 ウ
 ラ
 サ
 

 
 

 
 

ロ
ー
ル
 族
 、
マ
ハ
ー
 ナ
 

 
 

 
 

の
 ル
シ
，
 ｜
ィ
族
等
が
 

 
 

 
 

口
す
 
0
0
 
蕾
ョ
 を
も
っ
て
 

 
 

 
 

つ
い
て
名
前
が
つ
い
て
 

 
 

 
 

、
 鶏
等
 が
犠
牲
に
用
 い
 

 
 

 
 

る
 。
人
々
に
起
っ
た
 困
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

不
幸
が
起
っ
た
場
合
に
は
極
め
て
派
手
に
祭
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

ミ
ー
ル
で
も
マ
リ
ア
 

 
 

 
 

こ
れ
が
崇
拝
は
ム
ド
ラ
 

 
 

 
 

一
ム
の
 
水
 ）
の
葉
を
身
に
 

 
 

 
 

列
な
っ
く
り
、
寺
の
周
 

（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
と
他
の
災
難
、
ひ
で
 

が
、
 石
で
も
像
で
も
 表
 

集
ま
り
、
歌
手
の
一
団
 

は
な
く
、
は
し
か
に
も
 

 
 

 
 

さ
し
て
、
こ
こ
に
霊
を
 

 
 

 
 

て
 、
悪
霊
を
流
し
出
し
 

(474) 82 



ヒ ンドウの「祭り」 考  
 

 
 

用
意
し
、
こ
れ
に
、
 
そ
 

 
 

 
 

も
っ
て
行
か
れ
て
、
 
長
 

 
 

 
 

し
た
と
こ
ろ
に
、
も
ど
 

 
 

 
 

て
 来
な
い
よ
う
に
木
の
 

 
 

 
 

や
 デ
カ
ン
地
方
で
は
 流
 

 
 

 
 

ト
を
 沢
山
も
っ
て
 、
村
 

 
 

 
 

り
の
住
民
も
同
じ
事
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
ー
、
ス
ー
マ
ー
ル
 

 
 

 
 

ま
れ
て
い
る
の
は
 サ
ス
 

 
 

 
 

色
 で
ぬ
ら
れ
、
猫
に
の
 

（
 
れ
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

の
下
に
お
か
れ
る
。
 
サ
 

 
 

ン
ヤ
ン
の
木
を
 
サ
ス
チ
 の
象
徴
と
し
て
ま
つ
る
。
 
こ
の
日
は
婦
人
達
が
 村
 

 
 

 
 

息
子
の
な
 い
 母
親
か
ら
 

 
 

 
 

は
 嫁
の
家
で
も
て
な
し
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

く
っ
て
産
婦
の
そ
ば
に
お
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

 
 

族
 守
護
）
 、
ム
ニ
 
（
 
家
 
83  (475 Ⅰ 



な ン ジ 畜 
                                                                                ャ手 
合 田 伏 る 族 と っ   ほ ろ 物 ラ ヤ 霊 げ パ 族 譜 

 
 

 
 

ハ
ス
タ
ー
の
 パ
ル
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
上
 ハ
婁
皿
 

）
、
コ
ー
 去
ノ
 

 
 

 
 

霊
も
守
護
憲
 に
 

 
 

守
護
を
主
要
機
能
と
し
て
い
る
霊
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

マ
ー
ル
 族
、
 

 
 

 
 

集
合
神
を
べ
 
ァ
 

 
 

 
 

の
で
表
わ
し
、
 

 
 

 
 

長
い
年
代
を
へ
 

（
 
祁
 ）
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
上
に
祠
を
た
 

 
 

 
 

 
 

あ
り
、
大
き
な
三
角
の
赤
い
 布
片
に
 、
 白
 、
 緑
 、
青
、
 黄
 、
そ
の
他
の
 

こ
れ
に
は
 三
 

 
 

 
 

ル
プ
 は
最
高
の
 

 
 

 
 

あ
て
あ
り
、
 そ
 

 
 

 
 

家
族
全
員
に
み
 

 
 

 
 

あ
っ
た
場
合
に
 

（
 
羽
 ）
 

 
 

 
 

が
 偉
大
で
あ
っ
 

（
的
 

の
 
）
 

に
は
大
き
な
牌
を
用
い
る
。
 

(476)@ 84 



 
 

 
 

・
 
ヒ
 ハ
ー
ル
の
低
い
カ
ー
ス
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

を
 一
杯
に
し
て
火
を
つ
け
、
 

 
 

 
 

 
 

続
く
、
悪
霊
に
つ
か
れ
 
8
 

 
 

 
 

物
 な
し
て
懐
柔
手
段
に
出
て
 

r
 

 
 

を
し
た
人
の
霊
が
悪
霊
と
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
 悪
霊
を
未
然
に
防
ぐ
た
 

 
 

 
 

ス
ト
や
死
に
方
に
よ
っ
 

 
 

 
 

か
い
ゴ
 岸
田
 
岸
 と
い
っ
 

 
 

 
 

ラ
ム
・
ピ
サ
 チ
し
 
S
 ゴ
ヨ
 

 
 

 
 

切
っ
た
り
す
る
と
現
わ
れ
る
（
 

2
 
5
 ）
。
 

 
 

 
 

た
も
の
の
如
く
凡
て
を
 

（
 
荻
 ）
 

 
 

 
 

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
 

悪
霊
に
つ
い
 

度
で
あ
る
。
 
至
 

又
は
動
物
の
形
 

で
あ
る
。
シ
ャ
 

表
徴
す
る
 赤
糸
 

て
、
 大
き
い
、
 

で
、
血
に
ひ
た
 

 
 

 
 

間
 の
 態
 

 
 

 
 

人
間
、
 

 
 

 
 

ヤ
シ
 酒
 

 
 

ら
し
い
マ
ス
ク
を
つ
げ
、
円
錐
形
の
帽
子
を
か
ぶ
り
、
 悪
魔
を
 

 
 

 
 

く
な
っ
 

 
 

 
 

を
 飲
ん
 

 
 

 
 

た
 人
達
 



 
 

 
 

婁
皿
 
-
 
づ
 
，
 ：
㎡
り
曲
ゴ
 

n
 

ロ
 

（
 
<
0
 
）
 

 
 

 
 

母
神
を
礼
拝
 す
 

 
 

 
 

林
木
を
積
ん
で
 

 
 

 
 

も
、
 僧
が
 胱
惚
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

魔
法
使
は
 悪
 

 
 

 
 

相
手
の
人
形
を
 

 
 

 
 

恐
れ
ら
れ
て
 居
 

 
 

 
 

九
件
あ
っ
た
こ
 

（
 
勿
 ）
 

 
 

 
 

q
u
 
）
で
 コ
 の
 と
パ
 

 
 

 
 

ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

し
て
し
ま
う
こ
 

 
 

 
 

を
 与
え
る
力
を
 

（
 
盤
 ）
 

 
 

 
 

の
か
ら
薬
を
つ
 

（
 
杓
 ）
 

 
 

と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

皿
の
住
居
で
あ
 

 
 

 
 

賊
を
追
放
す
る
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

 
 

る
 木
の
 

力
 を
も
 

バ
ス
タ
 

を
ま
っ
 

る
 儀
式
 

大
な
っ
 

状
態
と
 

意
の
行
 

、
 針
 、
 

り
、
 そ
 

と
が
 報
 

ナ
ン
ス
 

こ
の
 油
 

と
に
な
 

も
つ
と
 

く
る
。
 

(478)  86 



ヒソドウ の「祭り」 考 

 
 

つ
 

 
 

 
 

 
 

点
を
 い

た
構
造
を
維
持
す
る
事
か
ら
宗
教
的
儀
礼
が
一
 

現
実
の
生
産
の
基
礎
と
な
る
農
業
と
関
聯
を
も
つ
 

も
つ
推
移
儀
礼
が
、
実
際
的
・
現
実
的
祭
り
で
あ
   

り、 利用 

生 さ 

括 れ 
め る 
重 が 
要   

87 (479) 

四 

 
 

ナ
 及
び
ハ
イ
ダ
ラ
バ
ー
ド
地
方
の
ビ
ー
ル
 

 
 

の
 原
因
を
告
げ
て
も
ら
 ぅ
 。
フ
ア
キ
ー
ル
 

 
 

・
シ
ャ
ラ
、
妻
帯
者
を
べ
・
シ
ャ
ラ
 と
い
 

 
 

法
 で
神
の
名
を
絶
え
ず
く
り
返
え
す
こ
と
 

（
 
肛
 ）
 

態
で
話
す
こ
と
を
人
々
は
ぎ
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
げ
ら
れ
る
が
、
以
上
紹
介
し
た
も
の
 

 
 

る
こ
と
を
凡
て
霊
の
信
仰
に
結
び
つ
け
、
 

 
 

教
を
支
え
て
い
る
ブ
ラ
マ
 ソ
や
 上
部
 ヵ
｜
 

 
 

際
 的
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
々
が
 普
 

 
 

名
称
が
変
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
従
っ
 

 
 

あ
る
に
対
し
、
実
際
的
現
世
的
で
あ
る
。
 

 
 

ゥ
の
 儀
礼
の
中
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
 

性
 と
現
実
性
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

族
は
兄
 術
師
の
結
ん
だ
護
符
を
身
に
つ
 

は
 宗
教
行
者
乃
至
は
乞
食
の
カ
ー
ス
ト
 

っ
て
 、
 生
れ
た
子
供
は
父
親
か
ら
離
さ
 

に
よ
っ
て
入
神
状
態
と
な
り
、
こ
の
 状
 

は
 十
九
世
紀
の
も
の
を
中
心
に
報
告
さ
 

こ
れ
を
司
る
の
が
シ
ャ
マ
ン
 や
冗
 術
師
 

ス
ト
に
対
し
て
、
民
間
信
仰
を
支
え
て
 

遠
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
地
域
的
で
あ
 

て
 対
象
的
な
両
分
化
の
状
況
が
強
く
見
 

上
部
宗
教
に
対
し
て
、
下
部
信
仰
が
 示
 

推
移
儀
礼
と
農
耕
儀
礼
に
、
そ
の
実
際
 



 
 

 
 

に
み
る
こ
と
が
で
き
 

 
 

 
 

ね
 、
御
馳
走
を
火
に
捧
 

 
 

 
 

畠
に
 肥
料
と
し
て
集
め
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

全
イ
ン
ド
に
広
く
分
布
 

 
 

行
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

き
ま
っ
て
 耕
 や
す
、
 

 
 

 
 

や
 貧
乏
な
 ヒ
ソ
ド
ウ
 は
 

 
 

 
 

ら
に
遅
れ
て
穀
物
を
播
 

 
 

 
 

種
ま
き
の
日
の
決
定
が
 

 
 

 
 

て
 伝
統
を
に
な
っ
て
 い
 

 
 

 
 

式
 で
あ
る
。
コ
ッ
タ
 ル
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

守
田
と
い
う
種
ま
き
 

 
 

 
 

ま
で
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 重
 

 
 

 
 

た
ち
が
男
の
子
た
ち
を
 

 
 

 
 

月
 
（
十
一
月
か
ら
十
二
 

 
 

 
 

め
 く
ぎ
り
で
も
あ
り
、
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

て
い
る
。
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ヒソドウ の「祭り」 考 

て 

  

  

ン 

ヒ 。 

  

雨 

結 りるられ 、 浄行 は 季 
食 め わ   中 

ヤナ し 

行 
らノ 

ポ     リ 祭   
㌧。 
） の 

寺主 

盛 
大 
Ⅰ つ ヒ @ 

行 
わ 
れ 

る な ら る 
が ) 
  

耕 
転 
牛 
の 

行 
タ Ⅱ 

の中 

Ⅰ ブ 甲 

木 
製 
の 

牛   像 
述 れ こ な 下 皮 休 め 大 と 感 除 ェ 婦 儀 を 

入   れ 

89  (481) 



 
 

 
 

ミ
ン
だ
 け
 行
う
も
の
は
 

 
 

 
 

と
し
て
化
身
し
た
 日
 ）
 、
 

サ ミルペット村の 祭 り 

Ugadi 

Toli@ Ekadashi 

Nagula@ Panchami 

Rakli@ Purnima 

Krishna@ Achtmi 

Chauti 

Petramasa 

Dasara 

Deepavali 

Til@ Sankranti 

Shivaratri 

Holi 

上部カースト ， プラミン， コンチス， 

レ ソディスだけの 祭り。 

Neela  Gauri  ブ ラミンのみ 

 
 

Rama Navami 

Narsimha@ Jayanti 

Shravana@ Somwa 

Ananta  Chaturdashi  ブ ラミンのみ 

Kart Ⅸ a  Purn ㎞ a  婦人だけ 

Vasant  Pancha 而 プラミンのみ 

Rath  Saptami  ブ ラミンのみ 

 
 

 
 

。
サ
ミ
ル
ペ
ッ
ト
村
で
は
霊
を
ま
 

 
 

 
 

部
 カ
ー
ス
ト
の
ブ
ラ
 
、
、
、
 

五 

 
 

は
 出
て
こ
な
い
 俺
 従
っ
て
儀
礼
上
の
 

 
 

化
し
た
宗
教
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
 

 
 

と
思
わ
れ
る
。
 

地
位
は
問
題
に
 

な
る
。
祭
り
が
 力 な 
l 々 
ス な 
ト し Ⅰ 

と と 

ど 考 
の え 
よ て 
う よ 

な交 
(482) 90 



ヒ ンドウの「祭り」 考 

  

  
ン た た ナ ト 、 

ヨ 

こ月 の八家 （ 

ま 、ィ 

    

燃 達 ぺ   
く 。 の 集然村 突ト が プ     ラ ラ 残   

祖 っ l れ の 一 

    

    信 実 の の う 独 独 ャ ス （ ァ 

マ こ デ は な て 仰 際 最 マ （ 白 目 ン ト ラ ナ 
リ の ィ カ 焚 い の 宗 大 う 八 で の マ が マ   

9 Ⅰ   (483) 



 
 

 
 

を
 三
回
ほ
 じ
い
 て
 、
火
 

 
 

 
 

は
太
鼓
を
た
た
 い
て
、
 

 
 

 
 

い
、
冗
談
を
い
っ
て
 、
 

（
 
紳
 ）
 

 
 

 
 

す
る
 0
 こ
の
 サ
 ミ
ル
 ペ
 

 
 

 
 

部
 カ
ー
ス
ト
と
下
部
 カ
 

 
 

 
 

っ
て
共
同
体
の
統
一
、
 

 
 

 
 

ト
 に
よ
っ
て
、
儀
礼
上
 

 
 

 
 

祭
 者
の
下
に
各
カ
ー
ス
 

 
  
 

 
 

№
 
ム
ま
 

 
 

㏄
 
村
 

 
 

d
 

 
 

d
 

d
 

P
a
 

 
 

h
 

 
 

k
 

 
 

 
 

 
  

 
D
e
 

 
 

 
 

、
ブ
ラ
ミ
ン
と
コ
ン
チ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

部
 カ
ー
ス
ト
の
非
儀
礼
 

 
 

 
 

り
は
、
村
の
霊
の
例
祭
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

理
が
 、
こ
の
世
に
お
 け
 

(484)  92 



 
 

 
 

、
カ
ル
マ
に
従
う
も
の
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
 

 
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
こ
の
 村
 

 
 

 
 

じ
て
運
命
が
定
ま
る
の
 

 
 

 
 

不
浄
の
概
念
も
 

 
 

 
 

れ
て
い
な
い
し
、
村
の
 

 
 

層
 精
彩
を
放
っ
の
は
下
部
信
仰
で
あ
る
。
 

（
 
典
 ）
 

 
 

 
 

、
カ
ー
ス
ト
の
上
下
、
 

 
 

 
 

済
 
的
行
為
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

モ
ー
ハ
 
チ
 の
場
呑
ロ
 
、
 

 
 

 
 

場
合
の
現
金
報
酬
は
な
 

 
 

 
 

ヒ
ヱ
 ラ
ル
キ
ー
と
儀
礼
 

 
 

 
 

の
 交
錯
に
よ
っ
て
 、
共
 

 
 

 
 

鎖
 性
を
比
較
的
破
る
こ
と
は
 

」
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
（
本
稿
は
昭
 

r
 

 
 

宗
教
生
活
」
の
一
部
で
あ
る
）
 

 
 

 
 

註
 

 
 

 
 

 
 

（
 
コ
 Ⅰ
（
 
a
,
 
 

ゴ
セ
 H
 
り
 
Ⅰ
 

 
 

沐
 %
 ヨ
 ぎ
 才
の
（
口
口
ま
 

輯
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（
㎎
）
「
・
 
ロ
 ・
 
ロ
の
セ
 

・
 ロ
 0
 
コ
 的
 已
下
 曲
 
の
い
 
ロ
 （
 コ
椅
，
つ
，
め
卜
 

 
 

（
 
初
 ）
ま
玉
・
 づ
 ・
）
の
の
 

 
 

頁
 

（
㌍
）
阿
古
、
一
一
七
頁
 

 
 

（
 
り
乙
 
）
 
宇
ズ
田
，
づ
 

Ⅰ
・
 
ト
む
 
Ⅰ
Ⅰ
 
、
サ
 
の
め
 

 
 

号
 

 
 

p
q
4
%
 

ゴ
 p
q
.
 
 

之
 ・
 ぺ
 ・
 
P
 の
卜
の
 

（
 
5
 ）
 
円
 す
の
 い
 
。
 屈
 Ⅱ
二
 
%
 
0
 
Ⅰ
下
の
守
コ
 
の
 円
仁
 
隼
は
の
 
，
 4
 仁
コ
 
n
.
 
ト
の
 
の
 p
.
 国
際
宗
教
キ
ュ
ー
ズ
一
九
六
四
、
四
号
 

（
 
6
 ）
 
目
ぎ
年
 
二
の
の
 
コ
 の
 オ
 の
Ⅰ
笘
の
・
 

ヴ
せ
 ㌧
が
 
コ
年
ド
 
@
 
 
づ
 ・
の
Ⅱ
 

 
 

拙
稿
「
ヒ
ン
ド
ウ
教
へ
の
私
見
」
宗
教
学
年
報
九
 
%
 

（
 
8
 ）
拙
稿
、
吉
士
 頁
 

（
 
9
 ）
Ⅰ
ゑ
ヨ
 巨
 ・
 巾
ミ
モ
 
p
@
 
ヨ
ま
 面
を
絃
 l
 の
口
才
お
で
完
成
 

 
 

 
 

称
 

 
 

ゆ
 ㏄
 印
 

 
 

 
 

 
 

の
 の
 

 
 

二
 %0
 ヨ
 の
の
さ
 
ロ
 の
 0
 ㍉
の
 
呂
 。
 コ
 5 ダ
 
0
 Ⅹ
Ⅰ
 
o
 Ⅰ
 
P
 
 田
の
つ
の
 

 
 

㍉
笘
の
・
 

ト
ゆ
ド
 

の
 ，
づ
 ・
 ド
め
ト
 

 
 

 
 

出
ぎ
 Ⅰ
目
抜
 
ョ
 ・
 づ
 

卍
 
鞭
目
 

（
 
W
 ）
 
ト
 ・
 
ロ
 ・
 ロ
の
 
）
 ，
し
 0
 コ
㏄
 
巴
 ㌧
の
り
の
い
 

臣
 （
 立
 h
m
.
 
 

Ⅰ
か
か
 

 
 

つ
 つ
 つ
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ヒ ンドウの「祭り」 考 

（
 
お
 ）
 
ぎ
田
 ・
Ⅰ
・
 
い
 
の
の
 

（
 
あ
 ）
ソ
 ロ
 w
&
,
 
 

づ
 ・
 P
 
の
う
 

（
 
W
 ）
 
デ
ご
 ・
 づ
 ・
 H
 の
め
 

 
 

・
 呂
り
由
 
r
a
 

タ
ト
の
申
の
・
 

ロ
 ・
 つ
 ・
お
の
 -
 し
 u
,
 
 

し
 ～
 

（
四
）
 0
 、
ヨ
の
コ
 

の
「
 
セ
 ・
 手
崔
 ・
や
・
 

お
肚
 

（
 
M
 ）
 
ロ
庄
 
&
,
 
 

ロ
，
づ
 

・
）
の
 

p
,
 
P
0
0
 

（
 
紐
 ）
印
度
民
族
誌
、
仏
教
圏
協
会
編
三
七
 0
 頁
 

 
 

の
 
（
 
0
 ヨ
の
い
臣
住
の
 
0
 Ⅱ
の
 
ヨ
 0
 ヰ
ミ
 
の
 
尹
 
0
 Ⅹ
用
 
0
 Ⅱ
 
隼
 @
 
 
目
ゆ
 
0
 の
 

 
 

年
 、
一
四
三
頁
、
一
四
四
頁
 

 
 

 
 

 
 

は
 南
向
き
。
 

 
 

一
九
一
頁
 

 
 

づ
 ・
 日
つ
つ
 

Ⅰ
 ノ
 申
の
 

（
㏄
）
 ロ
ヴ
ソ
 

Ⅰ
 ，
ロ
 ・
の
の
 

（
㏄
）
 ロ
ヴ
 
ソ
色
・
 
づ
 ・
ゆ
 
う
 

 
 

 
 

お
 お
 ・
イ
ン
ド
 農
 

村
の
社
会
構
造
、
福
武
直
 編
 、
一
九
八
）
 
二
 0
 一
頁
。
 

95 (487) 



 
 

 
 

 
 

と
し
て
「
意
識
」
を
 内
 
9
 

駿
ぅ
 意
味
で
意
識
自
身
を
見
る
と
い
う
こ
 

離
 り
、
断
絶
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
 

半日 に放 け 

本 

  
に 識 

対 」 
象 は 
約 さ 

意 な 
識 が 

で、 ら 
あ に 

  
そ 目オ 

， 」 ら 

 
 

、
構
成
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
 

 
 

こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
意
識
が
そ
 

 
 

 
 

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
飛
躍
 

 
 

こ
と
が
あ
り
得
よ
う
。
「
意
識
」
 
と
は
 

う
 い
 

で
あ
 

か
し
 

489) 

る 「意識」から「自意識」への「転換点」 

  
識覚 」」 

  
と   

精 「 

  

  
  
闘意隼 い識げ 
の 」 

  
か し 与 ま 
  

  
以て 三段 

階 始 
を ま 

貫り、 { 

『
精
神
現
象
学
』
 

「
自
意
識
」
へ
の
 

に
 於
け
る
「
意
識
」
か
ら
 

二
 
転
換
点
」
 

稲
 

葉
 

稔
 



 
 

 
 

内
部
に
於
け
る
最
も
重
 

ケア Ⅰ い か す な と 

 
 

 
 

く
 「
自
意
識
」
自
身
 

 
 

で
あ
る
。
自
意
識
は
自
意
識
か
ら
の
み
始
ま
る
。
 

 
 

 
 

揚
的
 移
行
的
に
展
開
 

 
 

 
 

す
べ
く
定
め
ら
れ
て
 

 
 

 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

内
部
に
於
て
は
「
我
々
哲
学
者
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
 
換
言
す
れ
ば
本
来
的
 

 
 

 
 

哲
学
内
部
に
於
け
る
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
「
自
意
識
」
 

 
 

 
 

。
「
意
識
」
は
「
意
識
」
 

 
 

 
 

 
 

ル
 と
し
て
も
「
精
神
魂
 

 
 

 
 

そ
の
「
自
己
 内
 」
と
 ぃ
 

 
 

 
 

し
て
入
る
と
い
う
の
で
 

 
 

 
 

如
何
に
種
々
の
経
験
を
 

 
 

 
 

己
内
 屈
折
」
 

繍
 二
の
 

x
p
o
 

コ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
の
い
の
老
年
の
㏄
こ
の
 

臼
 二
の
 ロ
臣
 
㏄
 

 
 

 
 

は
 如
何
に
し
て
も
「
 自
 

 
  

 



『精神 現   象 営コ @c 於ける「意識」 カ ) ら r 自 意識」 への 「 車ま換 ， 点 」  
 

 
 

え
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

深
さ
を
死
の
闘
い
と
し
 

 
 

 
 

現
象
学
的
に
一
貫
さ
せ
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

う
 い
 9
 力
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

到
ら
し
め
た
原
動
力
で
 
99  (491) 

 
 

 
 

の
 断
絶
の
深
さ
 

、
死
こ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 出
来
な
い
。
こ
こ
で
 

 
 

 
 

程
 約
転
換
的
移
行
と
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
り
に
止
ま
る
。
 

こ
の
両
者
の
間
の
断
絶
 

「
意
識
」
で
は
な
く
は
 

逆
 「
意
識
」
か
ら
「
 
自
 

な
い
。
繰
り
返
す
が
 

 
 

 
 

を
 殺
し
て
そ
の
瞬
時
に
 



 
 

て
 
「
欲
求
」
に
従
い
な
が
ら
論
を
進
め
よ
う
。
 

 
 

 
 

い
い
 
ゴ
 の
 巨
ヰ
 帥
の
 
ヨ
四
 二
の
 

 
 

 
 

に
と
っ
て
諸
々
の
区
別
 

 
 

 
 

現
わ
れ
る
他
者
を
止
揚
 

 
 

 
 

 
 

他
者
の
無
に
帰
す
る
を
 

 
 

 
 

 
 

く
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
 確
実
性
を
自
ら
の
も
 

 
 

 
 

お
 ・
以
後
引
用
の
頁
 数
 

 
 

以
下
も
同
じ
）
。
 

 
 

 
 

立
的
 生
命
で
あ
る
 他
 

 
 

 
 

一
の
中
へ
止
揚
さ
れ
た
 

 
 

 
 

は
 俺
だ
と
空
い
ば
り
 す
 

 
 

 
 

 
 

象
 否
定
的
に
即
ち
実
際
 

 
 

 
 

独
り
よ
が
り
で
は
な
 

 
 

 
 

を
 与
え
る
も
の
が
 他
な
 

 
 

 
 

と
 見
え
な
が
ら
、
実
は
 

 
 

 
 

故
に
こ
そ
 1
 
一
 
自
意
識
」
 

 
 

 
 

そ
れ
は
区
別
を
自
己
 同
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ア清 神 現象学 コ に 於ける「意識」 ； ) ら r 自意識」への「転換点」 

 
 

 
 

 
 

0
 間
 題
は
 つ
い
て
、
 

こ
 

は 早 

なく、「これ 

  

  
と 

  
」 

  
  
  

  

方が変 るプと 成った 

三日き 、 

  

  
  

  
変 で 

.01 (493) 

 
 

 
 

 
 

自
意
識
は
 、
 却
っ
て
 こ
 

 
 

に
な
る
の
で
あ
る
」
（
の
・
）
 
薄
 ）
。
 

 
 

 
 

た
 獣
の
肉
は
喰
わ
ぬ
 

 
 

 
 

も
な
く
、
「
物
の
属
性
」
 

 
 

 
 

ち
 
「
 
力
 」
 内
 （
 
曲
臣
 （
「
 
悟
 

 
 

 
 

実
性
」
で
あ
る
時
、
 
そ
 

 
 

 
 

時
 、
そ
の
対
象
も
亦
 最
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
従
っ
て
 、
 
全
く
対
 

 
 

 
 

い
る
。
「
 対
 

 
 

 
 

ば
 本
来
的
に
は
 

 
 

 
 

鼻
 の
 内
 へ
還
 帰
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
。
 有
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
の
 
コ
 の
 ガ
 （
 
山
 
n
q
d
 

の
の
 

ぎ
 ぎ
で
あ
る
。
従
っ
て
欲
求
の
対
 象
は
生
々
 
と
し
 

は
そ
の
有
り
方
 

  

象
は
自
 

Ⅱ
～
 
べ
 
Ⅰ
 

し
て
い
 

、
 、
、
 

る
と
し
 

を
 異
に
 

た
も
の
 

 
 

の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

対
象
は
「
生
き
生
き
と
 

 
 

に
音
 

甘
え
ば
、
「
生
き
生
き
と
し
て
自
立
的
な
も
の
」
が
 

出
て
来
た
が
故
に
、
「
 

欲
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

象
の
自
立
性
を
経
験
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㏄
の
）
。
 

 
 

 
 

い
ろ
。
そ
れ
は
一
二
」
 

口
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ア 精神現象学 囲 に放 け   「意識」から「自意識」への「転換点」  
 

 
 

の
に
内
包
さ
れ
る
求
の
 

 
 

 
 

 
 

が
 出
て
来
た
と
い
う
こ
 

 
 

 
 

し
 「
欲
求
」
が
対
象
を
 

 
 

 
 

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

求
 と
い
う
の
が
「
欲
求
」
 

 
 

 
 

欲
求
」
は
絶
え
ず
欲
求
 

 
 

 
 

。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
 

 
 

 
 

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

象
 に
徹
底
的
に
制
約
さ
 

 
 

 
 

五
性
に
撞
着
す
る
と
 ぃ
 

 
 

 
 

は
 、
必
然
的
に
欲
求
の
 

 
 

 
 

が
 
「
欲
求
の
対
象
」
を
 

 
 

 
 

ろ
 う
 が
、
「
欲
求
」
は
 欲
 

03  (495) 

に
し
 

一
つ
 

ぬ
太
 

さ
る
 

て
こ
   

 
 

 
 

 
 

 
 

足
さ
れ
ね
ば
止
ま
 

 
 

 
 

・
自
己
同
一
化
に
 



 
 

 
 

て
 対
象
の
自
立
 

着
す
る
。
 

 
 

 
 

っ
に
 、
欲
求
 

 
 

 
 

即
ち
「
自
意
識
 

 
 

 
 

ぎ
た
対
象
は
静
 

 
 

 
 

「
欲
求
」
は
 己
 

 
 

 
 

着
す
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

欲
求
」
の
求
の
 

 
 

の
 消
滅
性
の
深
さ
は
却
っ
て
対
象
の
自
立
性
を
求
し
 、
 そ
れ
に
よ
っ
て
 
 
 

 
 

 
 

求
 」
は
対
象
の
自
立
性
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
 

ヴ
 エ
 
l
 
せ
ン
 

 
 

 
 

ら
ぬ
対
象
の
 

 
 

 
 

。
し
か
し
上
述
 

 
 

 
 

欲
求
 H
 自
意
識
 

 
 

 
 

象
 が
対
象
自
身
 

 
 

 
 

こ
と
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

。
と
こ
ろ
で
「
 

 
 

 
 

る
 。
対
象
と
し
 て 白 の の 」 の 上   性   アァ し 

の か 邸 内 は 対 象 撞 
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『精神現象学』に 於ける「意識」から「自意識」への「転換点」  
 

 
 

｜
 ゲ
ル
が
「
自
己
自
身
 

 
 

 
 

察
 で
あ
る
。
こ
う
し
て
 

 
 

 
 

足
 し
得
る
対
象
」
即
ち
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
 

 
 

 
 

欲
求
」
が
欲
求
と
し
て
 

 
 

 
 

と
し
て
出
て
来
て
い
る
 

 
 

 
 

自
発
的
に
自
己
自
身
を
 

 
 

 
 

自
意
識
Ⅱ
欲
求
」
に
そ
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
は
、
同
時
 

 
 

 
 

観
の
内
部
の
 
一
 現
象
に
 

 
 

 
 

 
 

的
 客
観
性
を
持
っ
の
で
 

 
 

 
 

欲
求
的
に
な
る
と
か
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
は
「
欲
求
Ⅱ
白
煮
 

 
 

 
 

る
 背
後
に
は
大
き
な
 構
 

 
 

 
 

然
 的
に
「
欲
求
Ⅱ
白
煮
 

 
 

 
 

意
識
を
目
ざ
し
て
争
 う
 
105 (497) 



「
 主
と
奴
 」
の
弁
証
法
的
展
開
に
 

え
ば
、
云
わ
ば
業
に
於
て
）
考
え
 

美
 的
性
格
を
も
 現
 わ
に
し
た
と
 考
 

以
上
の
「
欲
求
」
の
骨
折
を
へ
 

「
こ
の
三
つ
の
契
機
に
於
て
は
 

 
 

か
る
大
き
な
構
造
の
下
で
（
東
洋
の
言
葉
で
言
 

 
 

分
析
 は
 、
「
欲
求
」
の
か
か
る
大
き
な
構
造
、
 

 
 

に
 述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

な
、
 （
他
か
ら
）
区
別
さ
れ
な
い
 
我
 
（
臼
が
 、
 

 
 

 
 

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
 

は
 後
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

現
象
の
ロ
ゴ
ス
 

と
し
 

 
 

 
 

」
を
一
貫
す
る
も
の
は
 

 
 

 
 

」
 ぎ
旧
浅
 
よ
と
い
う
 

 
 

 
 

巨
人
は
対
象
客
観
的
自
 

 
 

 
 

に
 於
て
、
上
述
の
よ
 

う
 

 
 

 
 

識
 」
成
立
の
最
も
重
要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

求
的
 自
我
的
な
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
そ
そ
の
か
し
、
 

ぅ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
 
片
は
他
人
か
ら
）
 

う
な
 
が
さ
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『精神現象 

「 於 即 
自 て ち 

    
足 る の 
す 対 対   
象 は あ 
」 知 る 
と 何 と 
は に こ 

一 し ろ 

  
と定 いに 自 

  
於 で、 笹 
て、 あ 帰 

る す 
白 か る 

ら と 区 
の い 別 
他 う と 

往 こ し 
或 と て 
は で 立 

そ   
107 (499 Ⅰ 

営団 @C 於ける「意識」 か 

る 下 こ 命 
こ 」 ぎ と の 

  0 G 類 安中 へ 
@  Ⅰ六ヵ ）   
一 。 で の れ 

目薬 あ で る 

の 

申、   
し セ ブ し 

ド ) か 徳 目 

及 も っ ら 
び そ て で 
㈲ の こ あ 
Ⅴ フ P し 

つ 
  
  

て 意 は な 
セま 識 値 上 
既 し 別 め 
ケア し て め る 

明 い 固 の 
ら る 有 で、 
か 。 性 あ 

であ 

ろ 
以ノ   
現 昂 

題 
セま 

㈲ 

中 の 
の 

次 
の 
    

と   
にあ   
る 

と 

，鼠   
わ ぬ ヨ 船 
れ 
る 

Ⅱりであ て変るホ m, のの む 田 

ら r 自  
 

 
 

た
 自
己
が
（
全
体
の
生
 

意識」への「転換点   

対 式 目 

象 ひ t: テ毛皇乗姜 月三 ヨ 

と 区 識 し 
な 別 の か 
  

て 
を二し 、 重な 

い 無 化 がこ 

ら 

  
は   

て一 件目りの 

ナ - し 

甘， Ⅰ 

  
  
  

自
意
識
の
最
初
に
し
て
 且
 直
接
的
な
対
象
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

接
態
は
 目
立
的
対
象
 

 
 

欲
求
の
充
足
 は
 確
か
に
自
意
識
の
自
己
内
へ
の
 リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
 

隼
あ
 

 
 

 
 

宙
 ）
の
 
い
け
 
㍉
メ
モ
リ
 

ゴ
 Ⅰ
 
ゴ
 0
 お
 

抽
 の
 圭
 0
q
 

年
の
 

コ
 の
の
の
 
毛
 げ
の
 
ゴ
 色
丹
で
は
あ
る
。
 

 
 



  

 
 

自
意
識
は
他
の
目
意
識
に
於
て
 

 
 

立
 性
に
於
て
自
己
否
定
を
 

 
 

化
す
る
こ
と
を
 う
な
 が
す
こ
と
 の

み
自
己
の
充
足
に
達
す
る
の
で
あ
る
」
。
 

う
 な
が
す
こ
と
、
即
ち
こ
の
場
合
、
自
己
自
身
に
 

 
 

は
 、
そ
れ
が
自
立
的
で
あ
る
故
に
、
自
身
に
 於
け
 

 
 

 
 

委
せ
て
自
己
否
定
せ
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 
極
は
性
と
な
ら
ざ
る
 

  

 
 

 
 

自
己
を
 

 
 

 
 

自
身
の
 

 
 

 
 

し
て
こ
 

 
 

 
 

身
体
、
 

 
 

 
 

壁
 の
 故
 

 
 

 
 

な
も
の
 

 
 

 
 

て
、
身
 

 
 

 
 

け
 れ
 ば
 

 
 

 
 

自
立
的
 

 
 

 
 

 
 

ら
か
ら
 否

定
的
に
対
象
 

否
定
」
と
は
、
 

の
場
合
（
即
ち
 

或
は
身
体
と
し
 

に
自
己
否
定
を
 

の
自
己
否
定
面
 

体
を
求
す
る
。
 

な
ら
な
い
。
 
し
 

 
 存

続
的
で
あ
り
 

（
即
ち
「
欲
求
」
 

 
 
 
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
は
、
他
者
に
③
 

 
 

 
 

 
 

て
も
自
己
否
定
的
で
は
 

 
 

 
 

 
 

も
の
と
し
て
欲
求
的
に
 
，
 
8
 

 
 



 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

成
立
し
得
ぬ
所
以
も
右
の
論
 
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
こ
の
こ
と
は
正
し
く
 

 
 

 
 

に
 他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
 501) 

  告急回 に 於ける「意識」から「自意識」への「転換点」 

 
 

 
 

る
こ
と
を
必
然
的
 

 
 

 
 

、
「
自
意
識
の
二
重
 

 
 

 
 

め
 従
っ
て
ま
た
 意
 

 
 

 
 

自
身
に
於
て
自
ら
 

 
 

 
 

に
 対
自
化
さ
れ
る
 

 
 

 
 

に
 遣
帰
す
る
「
 欲
 

 
 

 
 

深
く
結
び
つ
い
て
 

 
 

 
 

（
自
我
）
の
問
題
 

 
 

 
 

 
 

、
自
己
否
定
に
於
て
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 即
ち
、
自
己
否
定
 

身
体
」
の
三
一
的
 

 
 

 
 

契
機
の
重
要
さ
を
 

ま
ざ
と
 現
 わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
区
別
（
個
別
）
 

 
 

 
 

な
っ
て
い
る
仕
方
 

 
 

 
 

ロ
む
 
の
の
田
ぬ
 

オ
ユ
 （
 、
類
 

で を 的 
） 否 に こ 

ま 構 は い 求 時 の 識 化 に る 

ざ 道 具、 る 」 、 他 せ 」 う ， Ⅰ 



 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

大
で
あ
る
と
共
に
 レ
汀
甘
 へ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
自
意
識
」
の
み
 

 
 

 
 

る
 他
の
場
で
知
ら
れ
 

の
で
ほ
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
に
相
互
的
に
そ
 う
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
 は
 
や
 ～
 臼
パ
で
 

 
 

 
 

 
 

あ な す る で、 

の
一
 っ
と
思
わ
れ
る
語
が
出
現
す
る
。
 

 
 

悪
 ～
 
悪
輻
牡
 
Ⅰ
め
も
Ⅰ
 

お
 ・
 
へ
 （
の
・
い
か
 

0
 ）
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
 事
柄
を
一
応
た
だ
 乎
列
 的
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 の

 一
 話
に
 於
て
で
あ
 

一
つ
の
「
自
意
識
」
 

 
 

あ
ノ
 
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 後
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
 
0
 

 
 



『精神現象学』 に於け る 「意識」 から「自意識」への 「転換点 」
 

  

 
 

 
 

る
 」
（
の
・
 H
 か
申
 ）
。
 

 
 

意 

識は 「意 
感 識 
性 は 
的   

地 精 
津 祢 
の の 

彩 概 
ど 念 
ち と 
れ し 

た て 
仮 の 
条 目 

  
丑 松 
っ て 

又 は 
ヲ戸 じ 

感 め 
，性 て 
的 弓 
彼 れ 
岸 の 
の 転 
虚 換 
ろ ，点 

夜圭 な の 

  

（「悟性」 目的の で 年由 

口目ガ円の立 

まな 
持 

か つ ら 
脱 こ 
し の   
精 点 
神 に 
の 旅 
白 て 

  (503) 

 
 

 
 

 
 

意
識
」
に
よ
っ
て
「
 

 
 

 
 

、
懐
疑
を
徹
底
し
た
 

 
 

 
 

に
よ
り
自
己
が
「
 自
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

だ
け
で
も
以
上
の
 

 
 

 
 

於
て
述
べ
た
こ
と
を
 

 
 

 
 

る
 。
「
二
重
の
リ
フ
レ
 

 
 

「
欲
求
」
の
求
は
到
る
べ
く
し
て
「
二
重
の
リ
フ
レ
ク
 シ
オ
ン
」
、
「
自
意
識
 

 
 

 
 

を
 次
の
「
承
認
」
 
及
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
の
の
内
の
口
外
が
 

コ
 色
合
 

 
 

 
 

の
 概
念
が
既
に
現
 わ
 

 
 

 
 

か
く
し
て
へ
 
｜
ゲ
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
。
 

か れ で び の ク 一 事 意 末 自 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

と
さ
れ
て
も
致
し
方
な
 

 
 

 
 

す
 
「
自
意
識
」
た
り
 得
 

 
 

 
 

ュ
 ペ
ル
ト
さ
れ
た
吝
さ
 

 
 

 
 

が
 二
つ
で
あ
り
な
が
ら
 

 
 

 
 

ぬ
ま
で
も
二
で
あ
り
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
し
て
有
り
と
せ
ら
 

許
す
「
自
意
識
」
で
あ
 

 
 

 
 

ト
 さ
れ
た
）
の
コ
ロ
コ
Ⅰ
 

る
 。
 

 
 

 
 

交
錯
し
て
お
り
、
 
そ
 

一
 

 
 

 
 

於
て
到
達
さ
れ
た
 結
｜
 

 
 

 
 

に
 並
存
的
に
あ
る
の
で
 

 
 

 
 

に
あ
る
）
 h
G
 

（
（
の
 

一
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

て
、
 Ⅰ
 さ
 口
目
色
Ⅱ
 
隠
ぺ
 

 
 

 
 

」
は
 唯
 自
分
だ
け
で
 自
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榊
 

ば
な
ら
ぬ
（
ヘ
ム
 
か
 は
 
レ
く
戸
 

u
Q
 
の
目
ム
 

c
h
 
の
の
 
レ
コ
 
（
 

 
 

は
 上
述
の
よ
う
に
二
重
意
味
 
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

へ
 1
,
 
ヘ
ソ
 （
 
レ
 
下
口
Ⅱ
 
す
め
 
・
 

    学コに 

と 

で， 
あ 
る 
が ， 
  

存 
在 
論 
的 
ヤプ Ⅰ 

サま 

既 
ヤブ し 

自 
己 
の 

外 
ヤン P ヒ 

出 
て 
他 
者 
ケ ア Ⅰ 

撞 
着 
し 
て 
い 

る 
と 

い 

舌ノ     

と 

で、 

あ 

る 。 

於ける「意識」； 、 ら 

 
 

ヴ
 エ
ー
 
せ
ン
 

 
 

 
 

も
 他
者
の
中
に
於
け
る
 

 
 

 
 

 
 

由
 に
訳
出
し
た
）
。
つ
ま
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
外
に
出
て
他
者
に
行
 

 
  
 

 
 

わ
れ
た
自
失
と
い
う
こ
 

「自意識」 への 「転換点」 

「
生
死
 

n
A
U
 

意
識
」
 

マ
曲
 
け
め
の
（
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

に
 於
て
は
「
 自
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
 

 
 

一
に
（
㍉
）
自
意
識
は
だ
 然
 自
失
我
を
奪
わ
れ
、
自
己
 自
身
を
失
っ
て
 

の
 
「
意
味
の
二
重
性
」
日
の
 

は
「
自
意
識
」
自
身
の
本
質
 

規
定
性
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
 

た
「
承
認
」
の
運
動
過
程
を
 

っ
て
必
須
欠
く
こ
と
の
出
来
 

 
 

概
念
の
展
開
な
の
で
あ
っ
て
 

 
 

で
あ
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
自
身
、
こ
の
「
二
重
意
味
」
 

 
 

に
 規
定
さ
れ
る
と
直
ち
に
 且
 限
り
な
く
そ
の
反
対
の
 

 
 

ゲ
ル
に
従
っ
て
我
々
も
こ
の
「
二
重
意
味
」
に
満
ち
 

 
 

の
 闘
 い
 」
及
び
「
主
と
 奴
 」
の
弁
証
法
の
展
開
に
と
 

 
 

ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
れ
は
何
処
ま
で
も
「
承
認
」
の
 

 
 

過
程
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
者
は
 



 
 

 
 

容
ブ
し
ア
 

 
 

 
 

い
の
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
 な

る
こ
と
か
ら
免
 

で
あ
る
。
 

n
B
U
 

っ
て
、
そ
れ
に
 
ょ
 

 
 

 
 

な
る
。
二
つ
の
「
 自
意
 

 
 

 
 

ま
り
自
己
の
自
己
 内
還
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
る
所
以
で
あ
る
。
 
か
 

 
 

 
 

を
 他
者
自
身
の
内
へ
と
 

 
 

い
、
 
レ
 の
岸
 
い
 心
の
ざ
 ヰ
 へ
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

二
重
意
味
 

 
 

 
 

一
重
意
味
的
 自
 

 
 

 
 

 
 

）
 己
 れ
の
 他
 

 
 

 
 

際
 
（
今
度
は
 

 
 

あ
る
、
そ
の
故
は
、
自
意
識
は
他
者
に
於
て
在
っ
た
 
の
で
あ
る
が
 

 
 

 
 

 
 

ね
か
ら
解
き
 的

 止
揚
と
 

己
内
還
帰
 

在
 
（
上
述
 

）
自
意
識
 

（
 
他
在
～
）
 

@
 

、
 

放
ち
、
 他
 

  
  
  
窩協 Ⅰ 従 
考 へ べ っ 

  
    

  
らな とにつま b 1 （ 
り な い ） 

ここ っ て な目 息 
に し し 識 
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『精神現象学 コに 於ける「意識」から「自意識」への「転換点」 

り
は
じ
め
て
自
己
 
内
 遣
帰
は
直
ぐ
 
復
 ）
 
笘
口
 
め
の
Ⅱ
の
 

w
n
 

ゴ
ヘ
 

 
 

自
己
 内
 遠
隔
が
直
ぐ
 
復
 

 
 

 
 

中
の
自
己
を
止
揚
」
 
せ
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The Idea of Atonement in Lev. 16. 
. . 

T6ru Yamazaki 

The Sixteenth chapter of the Book of Leviticus is not a simple work with a unity. 

As N. Micklem pointed out this chapter must be composed from three parts - 
namely (a) the regulation for the high priest, (1-4, 6, 12-13, 34 b ) ,  (b) the 

atonement for high place, priests and the whole community of Israel (29-34 a ) .  

and (c) the ceremony of the Day of Atonement (5, 7-11, 14-28). 

As for the last part which is the most important section in this chapter, 

no body can not ignore the close relation with the following verses : Ezk. xlv, 

18-20 ; Ex. xxx, 10 ; Num. xxix, 7-10 and Lev. xxiii, 26. With the nexceptio of 

the first one, they belong to the P source although seem to be secondary. 

Out of these sources, the followsng information can be taken out. The Day 

of Atonement was held on the 10 th of the seventh month (Lev. xvi, 29; xxiii, 

27). According to Ezk xl, 1, this month is expressed as " a t  the beginning of 

the year......". I t  seems to be clear that the Day was to come on the New Year's 

Day and the day was set to cleanse the sins of the nation to start  the New Year 

with clean and new spirit. If it was so, the Day has much similarity with 

Japanese Shinto ceremony of "Oharai" (Great Cleansing). The purpose of the 

latter is the purification of the sins committed by the people during the past one 

year, and the rite includes the confession to be done by the chief priest before 

the congregation and also the offering of the white clothes. 

There are some great differences between these two ceremonies in spite of 

the similarity of the time held and the purpose of the rite. 

In the rite of the Day of Atonement, the sacrificial animal was offered on 

the altar, but in Shinto ceremony a white cotton fabric and hewpen clothe about 

two meters in length are presented before Shinto God. These offerings have no 

idea of compensation but the sinless purity is expressed and asked by ,the whiteness 

of the clothes. 

The comparison of the rite in the Old Testament has been tried with the New 

Year's Festival in Babylonia. The report of the latter is received through the ' 

books and articles written by H. Zimmern, J. Godd, T. Fish and others. 



The Bu-mo-on-jti-gy6 (X-&,@, 3%) of 

Taoism and of Buddhism 

Kanei AKIZUKI 

The bus-setsu(@,%)-bu-mo-on-jii-gy6 is regarded as a representative sutra 

of filial piety in Buddhism. I t  has been popular since long in many parts of the 

Eastern Asia, and commentaries and studies on it amount to an enormous number. 

Remaining only within the boundaries of study on Buddhistic doctrines, they have 

discussed this sutra without taking the Taoistic scripture into consideration, the 

Tai-j6-r6-kun-setsu-h6 (A_h&-Bg@) -bu-mo-on-jii-gyii which shows much 

similarity and identity with the other. There are sometimes serious defects in 

contents or treating sources even among the standard works by the scholars. 

Standing on analyses of the Taoistic Bu-mo-on-jii-gyii, the author observes 

religious and social problems concerning the formation of each scripture. He con- 

cludes that the both Bu-mo-on-jii-gy6s were completed in the middle of the 8 th 

century, when King Hsiian-Tsung (2%) was pushing a policy to persuade the 

people to filial piety after the disturbances of the administrative system based on 

the agro-fiscal system of the Tang dynasty, and that the Buddhistic Bu-mo-on- 

ju-gy6 was pseudoepigraphically edited through taking material out of the Taoistic 

scripture, which might appear a little before the  former, 

The Structure of the Religious Attitude 

Takashi IETSUKA 

The author of this study takes up the problem of "being religious " as 

a problem of attitude from a psychological point of view. He here discusses the 

' structure of religious attitudes considered a s  a subject for measurement in 

accordance with Kurt Lewin's theory. As an example of the religious attitude in 

everyday life, the author chose one part of the results of a survey conducted 

' 125 (517) 
I 



among elementary, 

Educational Affairs 

junior high, and high school pupils by the Committee of 

of the Japanse Association for Religious Studies. 

This survey covered the religious attitude in a situation of conflict or frustra- 

tion in which a desire to achieve a breakthrough could be seen. 

To the religious attitude disclosed in the results of this survey the author 

applies Lewin's topology and vactor psychology and analyzes the structure of the 

religious attitude. 

By this means he has sought to strengthen the theoretical foundation for 

the measurement of religious attitudes through questionnaires. 

the Fests Hinduism 

Shoshun SAITO 

One can classify the Hinduism after the 18 th century according its to two main 

characteristics : upper religion and lower belief. The former is embodied in 

liberalistic and reformational movements on the one hand, and the latter survives 

in popular magic connected with the Hinduism on the other hand. . 

The author here intends to discuss this popular magic in relation to the feasts. 

He at first overlooks the feasts of the Hinduism, and then proceeds to each 

problems on universality, speciality, function of the feast, and agricultural and , 

passthrough cults as the centre of the feasts, treating them from a socio-economical 

point of view. He arrives an insight into external wane of the feasts. Although 

the outside element controls the feasts, the lower belief remains throughout 

unchanged. It is the upper religion that receives formalizing power and influences 

from the outside. 



Der Wendungspunkt von dem 
"Bewusstsein" zu dem "Selbstbewusstsein" 

in der "Phanomenologie des 

Geistes" Hegels 

Minoru INABA 

Hegel's Phanomenologie des Geistes ist eine Wissenschaft der Erfahrung des 

BewuBtseyns, das das BewuBtsein und SelbstbewuBtsein umfaBt. Wie geht das 

BewuBtsein zum SelbstbewuBtsein uber ? 

1st dieser ubergang eigentlich maglich ? Gibt es nicht einen Abbruch zwischen 

den beiden ? oder ist es nicht der Sprung iiber den Tod des BewuBtseins ? Die 

PhZInomenologie des Geistes befindet sich mit der Aufgabe, die Formen des 

Geistes .nach den Stufen ihrer Bildung phiinomenologisch aufheblich ubergangsweise 

zu entfalten. Sie sol1 deswegen haben, mit der Behandlung und Beschreibung des 

ubergangs oder der Wendung vom BewuBtsein zum SelbstbewuI3tsein zu tun. 

Ich will erlautern, wie es sich in der " Phanomenologie des Geistes" um die 

zwei Entgegengesetzten handelt, nimlich (1) um den absoluten Abbruch zwischen 

dem BewuStsein und dem SelbstbewuBtsein, und (2) um den Ubergang vom 

Ersteren zum Letzteren. 




