
  

は
 、
仏
陀
 親
 展
開
史
の
中
の
一
つ
の
 表
 わ
れ
と
し
て
 と

ら
え
る
 

 
 

略
す
）
に
み
ら
れ
 1
 

 
 

 
 

っ
て
、
仏
塔
に
対
す
る
崇
拝
 

(1 

 
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
建
て
 
ろ
   

スツ  
 

 
 

青
 ま
た
は
そ
の
他
の
聖
 
造
 

にみられる 塔 崇拝 

序
 

 
 

一
 "
"
 

一
 
"
 一
 

四
 

五
 

仏
教
思
想
 仏

陀
 観
 展
開
の
一
局
面
と
し
て
の
 

塔
 崇
拝
の
重
要
視
 

塔
 崇
拝
の
利
益
及
び
目
的
 

塔
の
形
式
及
び
装
飾
 

塔
 供
養
及
び
そ
れ
に
参
加
し
た
人
 

初
期
大
乗
経
典
に
み
ら
れ
る
 塔
崇
 

序
 

史
は
 、
仏
陀
観
を
中
軸
と
し
て
 展 拝た 
開 と ち 

塔志 

し の 
比 

が拝 

ナ， し 

と 
較 

み 
ら 
れ 
る 
  
つ 
の 

大 
ぎ 
な 局 
面 
を 
含 
ん 
で， 
い （ 

るし 

仏 
陀 
イブ し 

対 
す 
る 
出 

示拝 

ま 叶 ヰ 

仏 

吉
岡
 

原
宿
 
  

マ
ハ
ー
ヴ
ァ
 ス
ッ
 に
み
ら
れ
る
 塔
 崇
拝
 



 
 

円
 
モ
ロ
の
第
二
の
用
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
、
 

 
 

な
ら
ず
、
そ
れ
は
の
日
召
 
と
 区
別
な
し
に
用
い
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
な
け
れ
ば
 枝
提
 
（
の
ゑ
侍
せ
 

い
 ）
と
い
う
」
と
の
見
方
 

こ
こ
に
 塔
 崇
拝
と
し
て
 

れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
 

た
 仏
陀
を
さ
し
て
い
て
、
 

と
に
す
る
。
「
舎
利
（
 迫
 

も
「
 摩
珂
 僧
祇
 律
ヒ
に
み
 

 
 

れ
ら
の
文
献
で
特
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
 
の
 
ま
モ
 の
は
 
降
由
 
せ
の
 と
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

拝
は
 、
そ
の
ま
ま
仏
陀
 崇
 

 
 

 
 

て
 、
 M
V
 に
み
ら
れ
る
 塔
 

 
 

 
 

塔
 崇
拝
が
、
仏
教
思
想
史
 

 
 

 
 

に
 論
及
す
る
こ
と
に
す
 

る
 。
 

 
 

 
 

部
分
を
中
心
と
し
な
が
 

 
 

料
 と
し
て
こ
れ
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
 

 
 

 
 

土
餓
頭
 、
ま
た
は
一
般
 

 
 

 
 

あ
っ
た
 

。
（
 

2
 ）
こ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

で
も
、
仏
陀
が
そ
の
 ょ
ぅ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
が
一
般
に
行
な
わ
れ
 

(2)   



マハーヴァ スツ 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
仏
陀
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

広
大
な
良
 き
 功
徳
は
 

 
 

 
 

養
は
皆
 空
し
か
ら
ず
、
 果
 
3  (3) 

にみ られる 

 
 

 
 

清
め
 う
コ
 め
る
。
」
 

（
 
8
 ）
 

（
目
せ
・
 

ヂ
の
鍾
 ・
も
１
 
%
 ）
な
ど
の
如
く
で
あ
る
。
 

  

 
 

 
 

拝
 

 
 

ト
 Ⅱ
 
1
1
 
の
 
0
 ）
 

想
 い
 出
す
。
彼
ら
の
 

る 

Ⅰ
 
塔
 
崇
拝
の
重
要
視
 

 
 

 
 

分
 に
結
び
つ
い
て
い
 

（
 
7
 ）
 

，
Ⅴ
 

、
 申
ん
、
 

+
 
ム
、
。
 

Ⅴ
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
る
が
、
 M
v
 

 
 

別
し
て
い
る
例
は
見
当
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
 

 
 

 
 

9
 区
別
さ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

側
に
 つ
い
て
は
言
及
し
て
 



 
 

 
 

を
 私
は
見
た
こ
と
が
な
 

 
 

 
 

と
が
な
い
）
。
」
（
 
目
づ
 ・
 
w
 

㏄
の
の
・
 

ト
の
 
l
1
 
ト
の
 
）
 

 
 

 
 

繭
を
滅
す
る
こ
と
は
 

で
き
な
い
。
」
（
 
目
ヰ
，
ヂ
窩
 
9
 
%
 
１
 の
の
 

0
.
 

じ
 

 
 

 
 

香
 、
香
油
、
食
物
・
 

 
 

 
 

菜
 の
 華
粟
 一
つ
で
も
 置
 

 
 

（
 
プ
 
申
せ
・
 

円
 
p
.
 

㏄
の
め
・
 

ト
 
0
 １
ト
 白
 
）
 

他
方
、
仏
塔
を
破
壊
す
る
こ
と
（
心
無
間
罪
の
第
五
、
 

 
 

、
正
無
間
男
（
㌔
 

 
 

 
 

た
こ
と
の
、
 不
 ガ
テ
ィ
 

ブ
な
 意
味
で
の
 表
 わ
れ
と
み
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

口
 
薩
の
生
れ
る
べ
 き
 家
柄
 

 
 

 
 

僧
伽
を
破
壊
せ
ず
、
 

 
 

を
 抱
力
 、
、
 

な
し
」
 

（
 
o
 
I
 
 

）
 O
 
（
目
せ
・
 

亡
 い
 
0
 ぃ
 
・
㏄
 
1
.
 
ぃ
ト
 
）
 

 
 

 
 

れ
た
も
の
で
は
な
く
 

 
 

 
 

柄
 が
あ
げ
ら
れ
る
の
に
 

 
 

 
 

キ
 じ
の
家
柄
が
あ
げ
ら
 

れ
る
如
き
で
あ
る
（
目
 せ
 ・
 
出
 ）
の
の
・
 

N
 
）
。
 

  

(4)   



 
 

 
 

 
 

 
 

せ
ず
 （
の
お
・
 
燵
 １
お
）
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
る
。
即
ち
、
 
塔
 供
養
す
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ン
ミ
 
く
・
円
円
・
㏄
の
 

丹
 ・
 ト
 0
 １
ぃ
 ト
 一
の
の
Ⅱ
 

 
 

 
 

生
の
思
想
を
背
景
と
し
て
い
 

 
 

 
 泌

 （
 
目
ペ
レ
い
，
 

の
の
の
の
１
い
 

0
 
）
 

 
 

、
家
長
、
王
族
、
バ
ラ
モ
ン
、
大
臣
、
王
、
転
輪
王
、
 

㈲
人
間
的
利
益
 

拝
 

 
 

（
そ
こ
で
の
寿
命
を
）
 
成
満
 す
れ
ば
、
天
界
を
去
っ
て
 
、
財
産
あ
る
人
間
と
な
る
。
」
 

  

二
 、
 塔
 崇
拝
の
利
益
及
び
目
的
 

 
 

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

（
 
目
セ
 ・
山
山
・
ハ
ツ
 

六
り
什
 

Ⅱ
・
 

め
ト
｜
 

び
 の
の
・
 

レ
 
）
 

㈲
大
的
利
益
 

 
 

殿
を
得
る
。
」
（
 目
づ
 ・
 ヂ
ま
 9
 ㌫
１
 %
 ）
 

 
 

 
 

と
な
り
、
神
々
に
 供
 

ま
ま
 
さ
と
れ
る
。
」
（
 

ノ
 
ミ
 
ヌ
曲
 ・
の
の
 

か
 ・
 
N
 １
日
 レ
 

 
 

」
（
 目
づ
 ・
 
ヂ
 8
%
 お
 ）
な
ど
の
如
き
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

い
印
 
一
の
㏄
 

肚
 ・
 
か
 ）
 、
 

 
 

 
 

た
も
の
と
な
る
、
 

 
 

 
 

蜜
の
徳
目
に
相
 

も
の
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
 

㈲
さ
と
り
 

 
 

 
 

的
 諸
々
の
徳
目
 

 
 

 
 

機
 と
し
て
「
 さ
 

 
 

」
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
 

禅
定
 

の
如
 き
 

当
す
る
 

を
得
る
 

と
り
」
 

（
Ⅰ
八
）
 

Ⅰ
Ⅰ
 

 
 

 
 

び
 声
を
あ
げ
 

 
 

 
 

ね
 、
怠
惰
に
な
 

 
 

 
 

旗
毒
 、
愚
痴
 

（
の
の
 

収
 ・
い
の
 

l
1
 
ト
 
ム
 @
 の
べ
 
膳
 ・
 ぃ
 Ⅱ
 l
1
 
い
 ㏄
）
 
0
 

る
こ
と
な
 

ら
な
い
。
 

を
離
れ
る
 

て
い
る
。
 

㈱
宗
教
倫
理
的
徳
目
 

 
 

 
 

し
て
仏
陀
の
塔
に
 礼
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間
 的
利
益
が
あ
げ
ら
れ
 

 
 

 
 

お
の
・
 お
｜
あ
 ）
な
ど
で
 

 
 

 
 

 
 

の
 礼
を
な
す
人
た
ち
に
 っ
 

 
 



マハーヴァ スツ にみられる 塔 崇拝 

 
 

 
 

て
 、
す
ぐ
れ
た
第
一
の
 

 
 

 
 

 
 

に
君
続
の
礼
を
な
す
 

 
 

 
 

 
 

徳
 あ
り
、
無
所
 

長
 な
る
 

人
 と
な
る
。
」
（
 

旨
づ
 
・
 
ヂ
 き
い
 
に
｜
 
N
o
 

）
 

 
 

 
 

の
の
・
 

ぃ
 
ー
は
 
@
 
の
の
Ⅱ
・
 

ト
の
 

1
 

（
 
桟
 ）
 

 
 

 
 

Ⅱ
・
 

い
い
 

l
1
 

め
 
㏄
 @
 
の
の
㏄
・
 

ゆ
 
l
1
 

㏄
 

 
 

 
 

輔
に
 
住
し
て
い
る
菩
薩
で
 

 
 

 
 

は
 閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
」
 

（
 
田
 
リ
リ
の
の
の
・
 

ツ
ー
 

ネ
 1
 
の
）
 

 
 

 
 

か
 。
こ
こ
に
参
照
し
 

 
 

 
 

き
 妻
を
捨
て
て
行
く
。
」
 

 
 

菩
薩
は
出
家
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

過
程
に
、
「
仏
陀
に
 

遇
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
勝
者
の
塔
に
お
い
 

 
 

 
 

陀
 に
な
る
と
す
る
第
一
の
 

 
 

 
 

忙
に
遇
 
う
 こ
と
が
で
 
き
 

 
 

は
下
の
よ
う
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
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を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
た
。
 

 
 

 
 

を
 立
て
て
成
仏
す
る
こ
 

と
を
願
わ
せ
る
に
到
っ
て
い
る
。
 

 
 

嫉
妬
心
な
き
人
と
な
る
。
諸
法
に
お
け
る
無
我
性
 と
 空
性
と
を
見
れ
ば
、
惑
わ
（
 

 
 

 
 

他
 、
目
ヌ
田
山
・
ハ
ト
ネ
リ
 

什
 
Ⅰ
・
 

什
 
Ⅵ
 
｜
 

 
 

 
 

第
二
の
型
の
完
備
し
た
 例
 

 
 

。
訳
文
を
あ
げ
る
の
は
冗
長
に
す
ぎ
る
の
で
今
は
省
 
略
す
る
が
、
そ
れ
は
、
 仏
 

 
 

 
 

接
 仏
陀
に
遇
 う
 こ
と
が
で
 

 
 

 
 

し
の
中
の
願
及
び
授
記
に
 

 
 

 
 

し
て
注
目
さ
れ
る
。
 尚
 

 
 

 
 

。
」
（
 ン
下
ヰ
 

・
 
出
ひ
 
Ⅱ
 
0
.
 
い
 
0
 ｜
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

、
仏
陀
に
な
る
と
 確
 

 
 

第
二
の
型
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
 塔
 供
養
 だ
 げ
に
 満
 足
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 

  

出 
生 「 
の 塔   
輝 に   

か 右 
し 榛 
い の 

一 ネ L 
侍 る 
に た 

幸、 せ 
い 、 ば 
ヤァ、 甲   

も、 ・ あ 
遇、 ら 

ぅ、 ゆ 
こ、 ・ る 

と、 空ヒ 

を、 々  
ぅ、 に 
る 、 お 

（ い 

叩て 倒 、 
のの（ ロ神、 
） 

也、 。 竜 
間 夜   
な 羅 
る 兼 」 

人 た 
に ち 
遇、 に 

っ、 ネし 

て、 3 手 

の）） （ Hbu 、 ・ 人 される 

a= つ とが 

田、 片 る 。   
彼
は
仏
陀
 

p
 
1
 
1
 
 

Ⅰ
 P
 の
 
せ
 ㏄
 ）
 、
   



    ハーヴァ スツ にみられる 塔 崇拝 
  

八
九
頁
引
用
）
 

 
 

 
 

、
 華
 堅
を
手
に
す
る
こ
 

 
 

 
 

な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
 

 
 

 
 

の
 義
を
告
げ
た
り
。
 

 
 

 
 

伝
 大
蔵
経
 し
 第
四
巻
 一
 

 
 

n
 》
 %
 増
 さ
 ）
は
 、
 

 
 

を
 浸
し
、
そ
れ
で
 押
 

御
酌
し
る
し
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

戸
 に
っ
げ
ら
れ
た
 

 
 

臣
レ
 
・
口
の
臼
）
な
ど
が
 

品
 
（
Ⅱ
 
ぎ
 ・
Ⅱ
・
 
て
接
 
）
の
用
例
を
み
る
と
、
 

 
 

を
参
 

 
 

の
呪
 

 
 

o
 か
 @
 

 
 

の
、
り
 

簡
単
な
型
の
叙
述
も
み
ら
れ
る
。
 

三
 、
塔
の
形
式
 &
 び
 装
飾
 

 
 

 
 

4
0
 

Ⅰ
山
ガ
 

曲
 ）
 、
 及
び
諸
々
 

 
 

 
 

、
現
存
文
献
か
ら
知
る
 

 
 

 
 

主
の
遺
骨
（
 年
ォ
倒
 
（
 
屈
 ）
 の
 

 
 

 
 

 
 

㏄
の
 
べ
 ・
㏄
 
1
.
 
肚
 ）
の
よ
う
な
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旨
ヌ
ヱ
 ・
の
 
宇
 ・
 
ミ
 ）
 が
 

 
 

 
 

他
の
礼
拝
（
 田
モ
俺
 ・
 

し 
か 
も 

年 

代 か   
掛 竿 
0 代 
な な 
も 充 
つ 分 
て 推   

晴 二る つ こ 

供 の と 

養 側 は 

  
  

な れ 

  
い 特 
  ヰァ ヒ 

* 大 口 

の 

玉 
七一 - 日 一 

な 
ど 
ヤブ Ⅰ 

つ 

げ 
ら 
れ 
力， し 

例 
で、 

 
 

 
 

従
っ
て
 、
 掌
の
印
だ
 
け
 

 
 

 
 

を
 被
わ
せ
、
 そ
 

 
 

 
 

た
 、
と
い
う
。
 

 
 

 
 

、
菩
提
樹
の
 

 
 

 
 

ハ
ケ
 
な
ど
彫
刻
さ
 

（
 
）
Ⅰ
 

4
 
ム
 

 
 

 
 

そ
し
て
 又
 、
紀
 
 
 

古
学
的
及
び
文
献
的
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

も
 、
以
前
か
ら
 れ

に
水
 

下
の
 4
 コ
 

れ
た
 例
 

元
 前
一
 

あ
っ
た
 

れ 
ら 
の 

中、  
 

 
 

塔
の
完
成
 

 
 

 
 

更
に
、
漢
訳
仏
典
で
 

 
 

 
 

 
 

ど
に
も
み
ら
れ
る
。
 
そ
 

（
 
 
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
  

 



マハーヴァ スツ 

み 
  

ら， れこ三目」「Ⅱ   
  
う 舎 コ 

の た ぎ 

  
    

    
の   

で 歌 
あ な 

り   も   

  
ィム 養   
陀 し 
の た 
塔 ピ 
を 
さ 

す 
も 

の 

と 
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fc  み ろ 

岸   
    
  

セ笛 

ヴ Ⅱ 
が l 
こア 

Ⅱ 臣 
  
  
  

づ笘 

沐 
  
  
  
岸 l   
  
ヨ 

片 

由の ト｜ 

ヨ ㏄ 
こア 

曲 Ⅱ 
のド 

  
  

  れる 塔 崇拝 

る の 仏 が 自 楽 

で、     

  

  

る 

題 塔   
に 供 
関 養 
し に 
て 参 
  力 Ⅱ 

次 し 
の た 
立 で 
が る 

注 6 
目 う 

  
る る 

。 指 
摘   
し も 

ナ - Ⅰ 

が 
  

そ 

位 0 Ⅰ よ 

サ ン ヒ   

し   
て つ 薩 " と 」 
ど の と 彼 い 

らノ   

な人 

し 初 薩 生 も 

尤 ・ Ⅰ ・） 展 ぼ て 的な とな 義 的 
ち 
が   

取 飾 
り （ 

や行 日 

え Ⅹ ）・ 臣 円   
オ 

    
し噂 Ⅰ ガ 

  
㏄ さな 

ど 
煉 が ; 
瓦 供 

  
倒た ） ㌔ 

  
し と ・く ノ 

（ の と 
  00 
の （ 
  こ古 Ⅰ 

  
  ど 

  
れ 
る 古 
  び 

  
昔 の 

 
 

 
 

種
 Ⅵ
 
佃
 」
 ツ
 ・
 
m
*
 

ハ
 
の
 
h
m
 

Ⅵ
ー
 
ト
 
ハ
 
m
 
ム
 
m
 
Ⅰ
 
Ⅱ
Ⅰ
）
 

@
 、
 

 
 

 
 

㏄
 ト
 
1
.
 
の
 
㏄
 
切
 
）
、
宝
石
の
首
 



 
 

き
こ
と
で
あ
る
。
 
従
 

 
 

あ
っ
た
。
し
か
し
、
 

 
 

演
ず
る
こ
と
か
ら
は
 

 
 

も
出
 

 
 

ら
か
 

 
 

に
み
 

 
 

 
 

点
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

例
え
ば
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
 

 
 

 
 

な
 表
現
も
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

能
 で
あ
ろ
う
か
。
む
し
 

 
 

 
 

な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

ば
、
 夢
に
托
し
て
説
か
 

 
 

 
 

 
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

」
で
は
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
は
 

 
 

 
 

で
 参
加
し
た
と
し
て
も
、
 

 
 

れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

も
 考
え
ら
れ
る
。
 た
 

 
 

 
 

あ
げ
ら
れ
て
い
る
 

（
 
2
 
2
 

）
 よ
う
 

 
 

 
 

六
 「
 不
 塗
師
有
里
 戒
 」
、
 

 
 

 
 

家
人
団
し
た
人
た
ち
に
つ
 

 
 

 
 

信
者
と
し
て
の
シ
ュ
ー
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マハーヴァ 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

の
 
蓄
積
が
で
き
た
後
の
Ⅰ
 

スッ にみられる 

の が 

「煩え こ 同 9 
め が れ 

（強る 般 くと 
浬 あ い 
葉 ら っ   
女 Ⅱ て 最 
来 い 高 
の て の 
） 

、 価 
決 む 値 
門 し づ 
な ろ け 
古 塔 を 

して 物に 崇拝 

な さ い 

し起 て越 る 。 
肩 し し 
に て か 
荷 い し 
ぅ る な 
と 面 が 

こ らみ、 がら 

彼   
、後 如来， ｜ えま 

を 者 
肩 で， 
ヰノ し 

荷 
ま、 サ 

  

て 
経 

し Ⅹ 

典 

る 
尊 
重 
も 

そ し 
の @ 

よ 十ま 

あノ 法 
な 尊 
薫笘 重 

拝
 

 
 

 
 

、
 塔
 供
養
に
よ
っ
て
さ
と
り
 

こ て 
る 。 ㍉ 法 さ とがれ のか M Ⅲ と き 

華 り 参 る V が た 
如 よ   ら ぅ 

がこ 6  9  た い 華 れ に る 
お い とれって 説 るた 、 軽 ヒ   * 末 Ⅰ 

て く 。 も 塔 と 旦士 

は 、 のこの供の がれで 養比 五、 
下拝 

ヰブ Ⅰ 

生 辰 に あ を 較 
初 

は 
た 初 対 っ 通 

期 出 
大 家   そ さ 乗 の 

軽 
  菩薩 

と 
ナ， Ⅰ   ち 

段 ら の が 

比 参 
較 力 n 

し 
て   い 

ナ - ヒ 

はい 、 る と 

共 
ヤァ ヒヰ 

以 
上   の 

び の よ   
告ノ 

ヰブし Ⅹ   在   俗 
の 

信 
者 
ナ、 し   ち 

が め な を れ も 

参 
  

加   し 
て 

で が て る に い 

き " " も と ナ， L 



 
 

 
 

若
 波
羅
蜜
を
書
 き
、
そ
 

 
 

 
 

す
る
の
と
比
較
す
る
と
 

 
 

 
 

ら
 仏
身
乃
至
 般
泥
 直
後
の
 

 
 

 
 

蜜
 と
の
両
者
が
与
え
 ろ
 

 
 

 
 

を
取
る
と
い
わ
 抽
る
 

（
 
5
 ）
 。
 こ
 

 
 

 
 

或
い
は
 法
 尊
重
へ
と
い
 

 
 

 
 

、
 銅
 、
 真
繍
 、
 鉛
 、
 

 
 

 
 

一
般
に
、
仏
像
が
始
 

 
 

 
 

と
し
て
も
、
 

M
V
 

に
 み
 

 
 

  

 
 

 
 

は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
 

 
 

 
 

殊
 な
形
式
の
布
施
が
み
 

 
 

 
 

い
、
な
ど
の
相
異
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
 

㈲
 
印
 
般
若
経
 L
 と
の
比
較
 

 
 

 
 

由
利
 
塔
 供
養
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
 ろ
 

 
 

 
 

 
 

（
紀
元
前
一
世
紀
末
頃
）
 

 
 

（
 
2
 
6
 ）
 

 
 
 
 

と
さ
れ
る
。
 



 
  

 

 
 

し
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

6
%
 こ
 め
で
あ
る
と
述
べ
 

。
 

（
 
4
 
4
 
 

）
 
、
 て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
く
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

 
 

の
も
、
 塔
 崇
拝
と
経
典
尊
重
 

Ⅰ
 
レ
 
）
 

 
 

 
 

ぬ
 来
の
滅
後
、
経
蔵
を
結
集
 

 
 

 
 

 
 

り
 、
又
、
如
来
の
像
を
造
っ
 

  

 
 

 
 

「
般
若
経
 
ヒ
 に
お
け
る
如
き
、
 

塔 崇拝 

㈹
華
厳
経
と
の
対
比
 

 
 

 
 

ば
み
 
と
め
ら
掠
め
が
。
 

 
 

 
 

る
 」
と
み
る
点
に
 、
 

 
 

よ
う
。
（
 

6
 
3
 ）
 

 
 

 
 

威
 神
に
護
ら
れ
 

 
 

 
 

し
こ
こ
に
入
れ
ば
 

 
 

 
 

が
皆
 礼
し
恭
敬
 

（
 
W
 ）
 

 
 

 
 

ぅ
 付
加
的
説
明
が
 

 
 

 
 

「
菩
提
心
こ
そ
 
塔
 

る
 」
と
す
る
主
張
と
相
 ぃ
 通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

節 で み し そ て 
の あ ら 護 の ぃ 般 「 



 
 

究
ヒ
 第
四
、
七
一
頁
参
照
。
 

 
 

 
 

づ
 ・
 
肚
肚
巾
 

，
鼻
白
 

卍
 
）
 

 
 

 
 

帝
 （
八
 
%
 
Ⅰ
 
ぎ
笘
オ
 

Ⅱ
曲
っ
）
・
 

レ
ト
 
（
呂
の
ぺ
 

ガ
燵
任
の
ダ
 

Ⅰ
 
り
隼
由
 

n
M
 

Ⅰ
曲
っ
）
・
の
神
 

0
 

 
 

 
 

へ
 
、
 
ユ
 か
ら
 ぎ
 

 
 

 
 

は
 、
「
般
若
波
羅
蜜
し
を
 

 
 

 
 

ろ
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
 

 
 

的
 特
徴
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

来
経
典
出
現
以
前
の
段
 

 
 

 
 

た
 。
そ
れ
は
、
や
が
て
 

 
 

 
 

る
に
至
っ
た
と
は
い
え
、
 

 
 

無
視
で
き
な
い
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
 ぅ
 こ
と
が
で
き
よ
う
 d
 

は
、
 自
ら
世
間
の
 

の
塔
 た
ら
し
め
、
 

 
 

 
 

 
 

に
し
ょ
う
 
、
 と
念
ぜ
ら
れ
て
い
 

。
か
く
し
て
、
塔
は
、
一
切
（
 

9
 
祖
 
）
 

そ
し
て
、
究
極
的
に
は
、
一
切
衆
生
を
し
て
第
一
 

  

て べ を 

  
は は を し 

、 後 起 に 
昔 者 こ お 
愉 の し け 
約 百 て る 
に 介 供 待 

、 十 菱 色 

菩 提 、 、 分 の         
，む 、 一 塔 と   
犬 皮 に げ 
  ば 如   

人 な 来 菩   も 像 の   
間 、 な す あ     
  
  
つ 且 Ⅰ   
苦 れ 心 般 
提 仏 の 浬 
心 で 菩 薬 
さ あ 薩 の 
お る の 後 
こ か 功   
し ら 徳 無 
た と と 彙 
苦 め を の 
睦 べ 比 ． 宝 
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ヴ
 

 
 

 
 

あ
る
（
 ヱ
ゅ
甘
 
二
）
 仏
 

Ⅳ
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
」
 

金
 

マ
ハ
 

 
 

 
 

吉
日
照
 択
 
「
悟
り
へ
の
道
 L
 祝
文
引
用
。
 

ァスツ にみられる 塔 崇拝 

 
 

 
 

と
 共
に
 、
へ
 、
ゑ
 %
 
 
か
 

 
 

 
 

や
い
 い
 申
の
勾
・
で
 

 
 

 
 

で
ら
 0
 
せ
の
 
圧
白
 
Ⅰ
 一
 

 
 

 
 

れ
た
、
規
定
通
 

 
 

 
 

い
て
は
、
傾
に
 

 
 

 
 

の
を
想
っ
て
 い
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ず
 出
し
て
い
る
。
 

 
 

ぱ
 、
こ
れ
に
語
源
的
に
相
当
す
る
と
み
て
 よ
 い
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
4
 ）
 
0
 （
・
 
し
わ
 
の
：
 せ
 0
 に
 出
 二
つ
の
ひ
の
二
の
 
ロ
レ
 （
 
円
 べ
や
Ⅰ
 

 
 

 
 

二
 0
 二
頁
で
は
「
 迅
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

拝
さ
れ
…
…
」
 

 
 

 
 

・
 プ
お
ダ
韓
二
 

づ
 ・
村
中
づ
・
㌃
ゆ
め
・
 

，
 0
%
 
。
 

（
 
6
 ）
 
し
勾
め
 
・
 ロ
ヴ
宕
 

 
 

 
 

ヨ
 牛
の
宮
口
 
三
 F
o
.
 
 

「
 世
 

 
 

 
 

る
 王
と
な
る
」
 

 
 

 
 

に
 用
い
ら
れ
た
 

 
 

 
 

る
 。
（
 ミ
ヌ
ソ
 

の
 ㏄
 H
.
 
ト
 
㏄
・
の
圧
の
・
）
 



 
 

 
 

Ⅰ
Ⅹ
 
隠
俺
 
㌧
口
沫
 
討
 o
,
 
e
 

良
 

 
 

 
 

と
す
る
り
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モ 他 路型干     

黒と   如 
ぎ 

白す " る 
用 

ク バ 
例     

 
 

（
Ⅱ
）
 

四
 技
法
文
・
 
ま
ほ
ミ
 ・ 0
 め
肚
 ー
の
め
の
 

 
  

 

 
 

 
 

悪
道
。
…
…
反
逆
 
父
む
 

 
 

 
 

こ
と
が
み
ら
れ
る
。
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内 
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反 
省 4 曲     
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「
大
正
 

L
 
十
 ・
 
セ
五
 
b
l
 
セ
七
 
a
 
な
ど
 
害
照
 
。
 

（
 
ぬ
 ）
日
大
正
 

b
 
九
・
六
四
四
 

a
@
 
大
正
 
b
 
十
 ・
二
九
 

O
b
 

 
 

（
 
め
 ）
同
大
正
 

L
 
九
・
五
一
四
 

b
 
u
 

実
正
 
b
 
十
 ・
一
五
 

O
C
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 
）
 
p
 
w
o
 

マ
が
 

の
 
ヤ
笘
 

）
 
@
 
大
 

 
 

三
 O
c
 

（
 
め
 ）
㍉
大
正
 

b
 
九
・
五
一
四
。
同
大
正
 

ヒ
十
 
・
一
五
一
 

a
 

（
 
辞
 
）
五
大
正
 

L
 
八
・
四
三
一
 

c
l
 
四
玉
 
二
 
a
 

 
 
 
 

（
㏄
）
っ
大
正
ヒ
 

セ
 ・
 
ハ
セ
三
 

b
 

 
 

 
 

波
羅
蜜
に
よ
っ
て
 

、
恥
 

 
 

 
 

依
所
 
…
…
 
と
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
 
四
三
八
 

a
 



マルコの終末観 

論
 
-
 
。
 

序
 

 
 

  

 
 

 
 

  

た
 
反
論
も
見
ず
に
今
日
 

（
Ⅰ
 

ユ
 
）
 

 
 

  

の
で
あ
っ
て
 

、
 
彼
の
元
 

 
 

  

ヴ
ァ
イ
ツ
，
 

一
は
、
周
 

 
 

  

説
を
 
「
一
つ
の
卓
越
し
 

 
 

  

で
あ
り
、
 

イ
ヱ
ス
 

の
 
黙
 

（
 
2
 
）
 

 
 

い
て
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

新
約
 
単
 
に
お
け
る
「
 

様
 

 
 

  

も
な
っ
て
、
こ
の
箇
所
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マ
ル
コ
の
終
末
 観
 

｜
 第
十
二
一
章
の
編
集
史
的
考
察
 

｜
 

屋
 

土
 

博 



 
 

 
 

「
編
集
 
史
 」
は
、
「
 
様
 

 
 

 
 

者
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
個
 

 
 

 
 

コ
の
 思
想
の
解
明
に
あ
 

 
 

 
 

終
末
観
を
導
入
し
た
と
 

 
 

 
 

イ
ェ
ス
の
歴
史
に
突
 き
 

 
 

 
 

望
ん
で
い
る
の
で
あ
 

る
 。
」
 

 
 

 
 

術
 に
よ
っ
て
 、
 我
々
が
 イ
 

 
 

 
 

と
が
明
白
に
な
る
と
い
 

 
 

 
 

る
か
を
認
め
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
こ
こ
で
消
極
 

 
 

 
 

近
代
的
歴
史
家
の
関
心
 

 
 

 
 

べ
て
い
る
。
「
 イ
ヱ
ス
 の
 

 
 

 
 

出
す
こ
と
が
む
ず
か
し
 

 
 

 
 

福
音
書
記
者
は
、
確
か
 

 
 

 
 

な
く
、
あ
る
意
図
を
も
 

っ
て
編
集
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
ょ
う
と
す
る
試
み
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マルコの終末観  
 

 
 

定
説
」
（
曲
の
の
 
目
 （
の
 
耳
ぎ
 

 
 

 
 

れ
る
 小
 黙
示
録
の
再
 構
 

 
 

細
 な
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
 、
 ヴ
ェ
ソ
ト
 、
ヴ
ァ
イ
 ブ
 

 
 

 
 

｜
 マ
ン
の
リ
ス
ト
を
 比
 

 
 

燵
｜
 ま
を
と
り
出
し
、
こ
れ
が
最
も
根
源
的
な
 も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
 

 
 

は
 、
す
べ
て
ユ
ダ
ヤ
 的
 黙
示
録
の
言
葉
で
あ
 乙
 。
 

（
 
几
廿
 

）
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
 
例
え
 

 
 

 
 

格
言
集
団
か
ら
構
成
さ
 

 
 

 
 

述
べ
る
よ
 う
 に
、
テ
イ
 

 
 

 
 

し
て
も
、
黙
示
録
の
断
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第
一
車
釈
義
上
の
諸
問
題
 

 
 

 
 

第
十
三
章
の
基
礎
に
 

 
 

 
 

の
 終
末
観
」
と
し
た
。
 

 
 

 
 

あ
る
学
者
の
見
解
を
 

 
 

 
 

な
 行
 う
 。
そ
れ
に
 
ょ
っ
 

 
 

 
 

い
 っ
 っ
 論
を
進
め
る
こ
 

 
 

な
る
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

 
 

め
て
い
る
と
し
て
も
、
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
 

 
 

 
 

テ
ィ
ラ
ー
に
 
よ
 れ
 

 
 

 
 

能
 性
が
強
い
。
テ
ィ
ラ
 

 
 

 
 

い
う
名
詞
の
く
り
返
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ば
し
い
 
0
 ヨ
セ
フ
ス
に
 

（
 
け
廿
 

）
 

 
 

 
 

ガ
リ
ラ
ヤ
の
弟
子
の
立
 

 
 

 
 

エ
 ス
の
言
葉
と
さ
れ
た
も
 

  

 
 

ロ
ガ
 Ⅹ
Ⅹ
ヂ
白
Ⅱ
 

 
 

 
 

だ
ろ
う
と
い
う
預
言
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

q
Q
w
 
榊
 b
o
o
 

と
い
う
状
況
設
定
は
 

ゼ
ル
コ
 に
よ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
マ
タ
イ
は
 こ
 

 
 

 
 

だ
け
が
パ
レ
ス
チ
ナ
的
伝
 

考   片 
ぇ 釈 が 
6  表 才 も言 

か を 入 
と な さ 

か す れ 
う に て 
間 あ い 
題 た る 
と っ こ 

関 連、 てと は 

  で， 
ぎ 

  る福音書」ないと思われここでは、 に よ 

  

  
  
あノ 

問 
題 
十ま 

編 
集 
の 

方 
法 
を 

女口 

何 
ヰナ し   
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マルコの終末観 

   
 

 
 

セ
 ・
㏄
Ⅱ
・
 

 
 

 
 

い
う
よ
 

 
 

 
 

こ
と
は
 

（
 
1
 
g
 ）
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 あ ぅ 目   

の
，
 

 
 

 
 

う
う
 

 
 

性
 が
強
い
。
 

 
 

 
 

瞬
間
に
宮
の
建
物
の
入
 

（
 
l
 
8
 ）
 

 
 

 
 

」
の
よ
う
な
事
実
か
ら
 考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅹ
Ⅹ
 
守
 ・
 
ダ
ト
ガ
 Ⅹ
Ⅹ
㌣
Ⅱ
 

 
 

 
 

。
ま
た
、
用
語
の
上
 

で
も
、
ル
力
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
 

果
し
て
そ
れ
は
、
 
ィ
ヱ
 

在
の
華
麗
さ
と
そ
れ
を
 

（
 
5
 ）
 

目
 す
べ
き
で
あ
る
。
 
こ
 

首
肯
 L
 ぅ
る
 。
実
際
に
 

の
 破
壊
に
つ
い
て
の
 預
 ス

 に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
 

お
び
や
か
す
没
落
と
の
対
比
を
中
核
と
す
 

れ
を
「
事
後
預
言
」
（
 
v
a
 
（
 
山
 
。
 
ゴ
 山
口
目
 
の
メ
 

 
 

言
は
 、
す
で
に
旧
約
預
言
者
達
に
も
見
ら
 

を
も
十
分
に
立
証
し
 ぅ
 

る
 物
語
の
一
典
型
を
思
 

の
善
 巨
 ）
と
み
な
す
 十
 

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
 

（
 
W
 Ⅱ
）
 

れ
た
。
 

る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
 

い
起
さ
せ
る
と
い
う
 ブ
 

分
 な
理
由
は
な
い
と
い
 

説
話
は
何
も
ふ
れ
て
 ぃ
 ろ

 、
こ
の
説
話
が
 、
現
 

ル
ト
マ
 ソ
 の
見
解
を
注
 

ラ
 テ
イ
ラ
ー
の
意
見
は
 

、
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 宮
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地 

震、 

飢 
ぎ 
ん 

十
 上
天
体
が
揺
 ケ
 動
か
さ
れ
る
こ
と
 

の
ヰ
 

め
ド
 
ー
の
の
 

 
 

ス
ト
に
せ
預
言
者
 

Ⅱ
Ⅱ
 

ぽ
 Ⅰ
 

す
 丁
日
と
月
が
暗
く
な
る
こ
と
 

戦
争
と
戦
争
の
 う
わ
さ
 

敵
対
す
る
民
と
国
 

十
手
 星
 が
落
ち
る
こ
と
 

し
て
い
る
。
 

四
節
の
問
い
の
 

同
じ
で
あ
る
が
、
 

る
 。
即
ち
、
マ
ル
 

化
し
、
イ
ェ
ス
の
 

㈹
詐
欺
者
、
 

テ
ィ
ラ
ー
は
 、
 

に
 価
す
る
見
解
で
 

 
 

 
 

も
 大
体
 

 
 

 
 

て
い
 

 
 

 
 

一
般
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

㏄
 1
.
 
い
ト
 

 
 

 
 

考
慮
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

即
ち
、
マ
ル
コ
に
 
よ
 

 
 

 
 

タ
イ
は
、
こ
の
言
葉
を
 

 
 

 
 

状
況
を
全
く
開
放
的
に
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ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

の
 史
実
と
一
致
す
る
 

 
 

 
 

し
も
「
事
後
預
言
」
と
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
ガ
 Ⅹ
Ⅹ
 
守
 ・
の
Ⅱ
の
写
本
の
 

一
 

 
 

 
 

録
 と
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
 

 
 

 
 

る
 
。
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
節
、
 

 
 

（
 
諺
 
）
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に
よ
っ
て
多
少
変
え
 

予
期
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

に
せ
 メ
シ
ア
が
い
つ
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
 
ざ
へ
駄
笘
 

S
@
q
 

も
の
と
 

明
 

 
 

る
 
。
 

 
 

 
 

ア
酌
 

ま
た
は
 

準
 
メ
シ
 

 
 

 
 

「
終
末
論
的
完
成
者
」
 

 
 

 
 

は
 
革
命
論
者
で
あ
っ
た
 

（
 
ぬ
 
）
 

（
 
鍋
 
）
 

（
 
6
0
 

）
 



 
 

コ
 の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

容
 的
に
も
ま
た
 甘
飛
ド
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
言
葉
か
ら
考
え
 

 
 

 
 

言
葉
を
省
い
て
お
り
、
 

 
 

 
 

お
 、
マ
ル
コ
に
お
け
る
 

 
 

の
 記
述
が
参
照
さ
れ
 ば
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
く
異
な
っ
た
表
現
を
 

 
 

 
 

ス
ト
教
団
の
見
解
の
反
 

 
 

 
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
可
 

 
 

 
 

リ
ッ
パ
一
世
（
 巨
 。
Ⅹ
Ⅹ
 
づ
 ・
 

（
 
縫
 ）
 

 
 

 
 

し
 、
他
方
、
こ
の
箇
所
に
 

 
 

は
 有
力
で
あ
る
。
 

 
 

キ
オ
 ・
 フ
 コ
ス
ト
 

 
 

入
会
 

 
 

者
や
 

 
 

 
 

Ⅹ
～
 
ぃ
 
・
 
ト
 
ド
 h
.
 
）
 

 
 

ヰ
 o
b
 
ゴ
 0
 
）
に
分
か
れ
、
ぞ
の
中
に
四
つ
の
行
を
持
ち
、
 
そ
れ
ら
が
 い
 
0
.
 
コ
ヴ
 

 
 

 
 

容
か
ら
見
て
 、
 後
の
挿
入
 

 
 

あ
る
分
析
で
あ
る
。
 

(28) 28 



 
 

 
 

、
ゑ
 ・
の
 

H
.
 
 

ぉ
ギ
 
ト
ド
 
か
 

 
 

 
 

、
異
教
の
祭
壇
を
播
 
祭
 

 
 

 
 

た
こ
の
句
は
 
、
レ
 ・
 
し
 

 
 

 
 

。
こ
の
試
み
は
、
シ
リ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
 

 
 

 
 

成
立
が
 

）
（
 

Ⅰ
）
ノ
ナ
 

く
 
レ
 ・
 
ロ
 ・
 
0
 
宇
 @
 べ
 
0
 
 
年
 

 
 

 
 

 
 

人
物
を
さ
す
。
 
p
 一
 マ
イ
ヤ
  

 

 
 

 
 

は
っ
き
り
し
な
い
。
  
 

吹
と
見
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

の
 黙
示
的
期
待
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
 

桟
ぷ
 

。
（
 

9
 ）
 

十
三
節
の
前
半
が
教
団
に
 

よ
 る
附
加
で
あ
る
こ
と
は
、
 
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
後
半
の
「
最
後
ま
で
 

 
 

書
記
者
マ
ル
コ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ル
力
は
 

、
 

 
 

芽
 Ⅱ
 
簿
 お
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。
 

 
 

（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
 

せ
 
・
い
午
 

｜
 ㏄
 
N
.
 

（
Ⅰ
 

オ
 Ⅹ
が
㌃
㏄
 

守
 
１
 % ）
 

 
 

め
に
し
て
、
す
べ
て
ユ
ダ
ヤ
 

的
 黙
示
録
の
断
片
の
挿
 

]
 は
、
断
定
に
対
し
て
 
侠
重
 で
転
 
め
狂
 
。
 

の
 迫
害
の
間
の
状
態
を
反
 

耐
え
忍
ぶ
者
は
救
わ
れ
 

而
 
Ⅰ
Ⅱ
も
 駄
 
Ⅱ
も
た
う
Ⅰ
も
 

箔
セ
 
も
て
 

（
 
即
 ）
 

入
 と
考
え
る
が
、
テ
イ
ラ
 



 
 

 
 

ら
な
い
。
 

 
 

 
 

神
 が
選
民
の
た
め
に
 

 
 

 
 

Ⅱ
（
 

q
m
 

せ
 駄
も
巾
 
ウ
り
 
と
 
L
 か
 、
 

 
 

 
 

わ
れ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
 

 
 

 
 

、
や
は
り
こ
こ
に
は
黙
示
 

文
 

 
 

 
 

り
 、
一
部
は
 、
 別
の
文
 

 
 

 
 

エ
ル
サ
レ
ム
に
つ
い
 

て
の
預
言
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

、
 街
を
去
り
、
ペ
レ
 

 
 

 
 

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
 

 
 

 
 

（
 迅
 
Ⅱ
Ⅱ
（
沫
の
丈
も
㏄
ち
も
 

使
 e
q
 

へ
り
 

飛
守
 
Ⅱ
 
せ
 
の
と
い
い
か
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

音
書
記
者
 ル
 力
に
 よ
 る
通
用
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ら
し
し
 こ

れ
は
、
 福
 

（
 
オ
セ
 
・
の
 
ゴ
 の
 
笘
 ）
 

 
 

 
 

用
い
ら
れ
た
黙
示
録
 
0
 

 
 

 
 

脈
 で
は
、
も
っ
と
一
般
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
 
ル
カ
 



マルコの終末観 

戦士 一   

に い べ い う 十 
  
も た で う わ 七     

約 の た し 等 ト 

の し め は の 教 

思る慌 想 し 大上に 、 地的 
で が 保 ぃ 的 編     

ダ 
ヤ 

  

入 

あノ         

3 Ⅰ (3 Ⅰ ) 

 
 

十
四
節
の
連
 構
 0
 と
二
十
一
節
の
苦
ぎ
を
除
い
て
、
 
す
べ
て
 三
 

 
 

 
 

吏
 も
の
目
の
Ⅱ
の
 
 
 

 
 

ろ
 う
 。
 た
 

 
 

申
ん
 

サ
ム
マ
 

@
V
 
。
 

 
 

～
の
 

h
.
 

目
侍
 パ
ソ
 
い
つ
 
・
母
の
 

｜
 ㏄
 H
,
 
 

（
Ⅰ
 
岸
 Ⅹ
Ⅹ
 
ぃ
 
・
や
㎏
㏄
）
 

人
称
で
語
ら
 

と
い
う
言
葉
 

だ
し
、
こ
の
 

 
 

」
の
節
は
 
、
 

 
 

ら
れ
て
 

 
 

 
 

け
 
0
 
）
 つ
、
木
わ
セ
 

い
 
い
 
・
㏄
㏄
）
 

 
 

 
 

述
べ
た
。
彼
に
 よ
 れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 附
加
さ
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

る
 。
二
十
一
節
、
二
十
 

 
 

は
っ
き
り
し
な
い
。
 



二
次
的
で
あ
る
こ
と
は
、
 

た
わ
け
で
あ
る
。
 

三
十
節
は
、
預
言
さ
れ
 

ん
な
こ
と
が
起
る
の
で
し
 

描
か
れ
た
出
来
事
す
べ
て
 

 
 

、
福
音
書
記
者
の
文
脈
の
中
で
、
意
味
を
賦
与
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ぎ
こ
ち
な
い
適
用
が
 

 
 

 
 

て
は
、
こ
の
解
釈
は
あ
 

 
 

・
い
の
 

卜
 い
の
）
Ⅰ
 

片
 Ⅹ
Ⅹ
 
ぃ
 
・
 お
 
１
日
（
の
 
か
１
 
の
の
）
 

 
 

 
 

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
 

 
 

 
 

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
 

5
 
5
 ）
 

 
 

 
 

め
の
 
q
 
駄
文
も
り
 

セ
 汰
も
の
Ⅱ
の
Ⅰ
 

申
セ
 

 
 

 
 

の
 終
末
論
理
解
に
も
と
 
ず
 

と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。
 

㈹
・
 替
戎
 に
つ
い
て
の
説
話
と
た
と
え
 

ゆ 人 
マ が   の 

タ め 子   
平 た 的 
行 反 想 
記 辞 源 
事 」 を 

  
  
  

  

  

  
  
か ヱ 

ら ス 

と の 

ら 
  

れ 
昧 ・ ヒ 

青葉 

の 

(32)  32 



 
 

 
 

セ
 四
二
年
）
の
名
著
 

と
 

 
 

 
 

」
第
十
三
章
の
う
ち
、
こ
の
 

 
 

 
 

所
 と
共
に
理
解
さ
る
 

べ
 ぎ
こ
 

・
 

ぬ
 と
を
主
張
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

節
 、
二
十
三
節
と
同
じ
く
、
 

33 (33) 

 
 

 
 

」
の
言
葉
は
種
々
の
論
争
 

捧 な し り も セ 正 と 

い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
 

 
 

イ
ェ
ス
の
言
葉
の
真
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

三
十
二
節
か
ら
三
十
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
巨
視
的
見
方
 

 
 

ん
で
い
る
が
、
や
は
り
粗
雑
と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

 
 

ち
と
い
 タ
 言
葉
は
 キ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
る
 0
 条
件
の
っ
か
 

ら
か
で
あ
る
。
（
 

6
 
 

0
 ）
 
し
か
 

 
 

 
 

稀
で
あ
る
。
（
 O
h
.
 

Ⅰ
 ガ
 

 
 

 
 

コ
 で
も
、
 

o
o
q
 

ル
 &
c
 簾
 

 
 

 
 

節
及
び
三
十
一
節
は
後
 

 
 

 
 

十
一
節
は
、
天
地
が
滅
 

 
 

 
 

う
い
 う
 意
味
を
も
つ
か
 



側 妻 し る め 第     

よ も た 前 み議 て       

は き 極 も 検 ブ 
な り め の 計 ル 伝     と 

ろ 、 えとこ ら なれ 伝 

  
史 れ っ 以 承 p 
実 た た 上 皮 @ 
に ね 。 論 的 マ 

口 げ ィ を 分 々 
な で ェ 進 折 ヤ 
  と は ス め が l 

め な の る 考 等 
て い 純 こ 察 の 
前 。 粋 と の 研   

  
に運 て延 え即 」 ち、 ず = 
か せ に   
持 し て が れ が   
ら さ れ る 文 七 
わ れ て と 脈 節 
ね た い い の ま 
て も る ぅ 中 で 
い の 。 モ へ の 

る と こ テ お 箇 

思え とい ・の 二 l ィ 9 この 所 
わ る つ フ ま 平 
ね 。 の は れ 行 
る そ た 、 て 記 

。   れ と て い 事   
て い は 中 タ 

マず   旨イ （に ヒ 

/L ァ 

の に     
  

あ るい 置 か 力 冥き 
@   

沖ヰ P 目   めら 明ら 時 に のた o も か 

か 臨 と 8 れ 

 
 

 
 

 
 

め
て
せ
 
で
 b
m
 
守
 0
 し
 セ
 
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
（
㏄
）
 

 
 

 
 

 
 

9
 コ
 0
 
 
口
口
 
0
 Ⅰ
的
付
 
臣
あ
 0
 オ
の
 

 
 



 
 

ル
コ
 の
編
集
方
法
に
関
す
る
諸
問
題
が
扱
わ
れ
、
第
一
 

一
に
、
マ
タ
イ
ル
カ
 

 
 

 
 

ら
に
第
三
に
、
こ
れ
を
 

歴
 

 
 

あ
ノ
 
の
 

一
 
、
編
集
の
方
法
 

 
 

 
 

マ
ソ
 は
 、
 明
ら
か
に
 

 
 

 
 

る
 。
彼
は
、
各
所
で
問
 

題
を
問
い
の
ま
ま
で
残
し
、
編
集
方
法
に
関
し
て
は
、
 

 
 

の
 限
界
を
ふ
ま
え
た
や
り
 

 
 

 
 

の
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
推
測
に
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

程
に
関
心
を
 ょ
 せ
る
。
 彼
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る
 。
 

て
 、
こ
の
章
の
課
題
は
 、
 

 
 

ル
コ
 の
福
音
理
解
を
思
想
的
に
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

つ
こ
と
に
な
る
。
従
っ
 

し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 

 
 

釈
し
 、
 マ
ル
コ
の
福
音
 

 
 

 
 

ぅ
 事
実
を
認
識
し
 
、
む
 

 
 

 
 

生
 に
は
重
点
を
お
か
 

 
 

に
関
す
る
マ
ル
コ
の
宣
教
と
し
て
見
る
見
方
で
あ
る
。
 

即
ち
 、
 我
々
は
、
史
的
 



し
 屈
曲
）
田
の
（
 

い
 
c
 

 
 

ヴ
，
 目
の
 
0
 イ
ツ
ハ
ト
（
ハ
 

ツ
目
 

ハ
 
ツ
林
几
田
 

0
p
p
 

( 上 ) 

二
つ
 
ゴ
 の
 サ
 の
の
 

p
n
 
 

つ
い
 
片
片
 
の
 Ⅰ
 
臣
 

 
 

 
 

 
 

仮
説
に
反
論
す
る
。
 

 
 

 
 

ば
れ
え
な
い
。
何
故
 

 
 

 
 

欠
け
て
い
る
か
ら
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
み
え
る
。
 マ
 

 
 

 
 

あ
る
と
し
て
。
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
分
け
る
。
 

 
 

ら
の
存
在
す
る
集
団
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

的
に
間
わ
れ
ね
ば
な
 

 
 

 
 

四
期
 と
捕
 四
 %
 後
の
 ュ
 

 
 

 
 

の
 定
義
は
 、
 必
ず
し
も
 

 
 

 
 

）
と
「
二
次
的
特
徴
」
 

 
 

 
 

こ
の
説
話
の
言
語
的
特
 

 
 

 
 

 
 

 
 

独
特
な
仕
方
で
史
実
的
 

 
 

 
 

 
 



マルコの終末観 

（ ） （ ） A D ） （ C ） （ B 

螢 荒 道 再 
成 ら 寄 臨 
に す に に 

つ 僧 つ 先 
か む い 立 
て べ て っ 
の き の し 
説 も 説 る 

話 の 話 し 

と （ （ （   
（ めの， 1 

ぽ 

Ⅰ ム Ⅰ 

ⅡⅠ 

  もつ 

  べ ） 

㈲
の
の
 0
 
。
 臣
倖
 
の
 屯
 Ⅰ
の
曲
目
Ⅰ
の
の
 

 
 

 
 

レ
 三
日
 些
 

 
 

Ⅰ
 毛
 0
 の
の
 
ゴ
 ・
 レ
の
吋
 

Ⅱ
 
笘
 p
 
p
 

臣
曲
屈
 

の
 
局
 。
の
の
 

 
 

 
 

れ
る
。
確
か
に
「
 マ
 

 
 

 
 

ね
 、
義
と
不
義
と
の
 対
 

 
 

 
 

完
全
に
そ
な
わ
っ
て
 い
 

 
 

 
 

の
の
い
く
つ
か
が
そ
な
 

 
 

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
 正
当
性
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

げ
て
い
た
と
い
う
主
張
 

 
 

 
 

い
る
と
は
い
え
な
い
。
 

 
 

 
 

の
 教
会
が
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

の
 普
通
の
用
語
、
文
体
 

 
 

 
 

説
話
群
を
推
定
す
る
。
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を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
と
同
時
 

 
 

逆
に
、
マ
ル
コ
の
特
性
を
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 し
か
し
、
こ
れ
は
、
 と
 

 
 

 
 

自
身
が
手
を
加
え
た
と
 

二
 、
編
集
の
意
図
 

 
 

 
 

り
、
 次
に
、
マ
ル
コ
 

 
 

 
 

配
す
る
観
念
」
と
し
て
 

 
 

深
く
問
 う
 こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

し
ほ
と
ど
ま
る
の
が
良
心
的
 

（
 
6
 
8
 ）
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

待
 の
う
ち
で
 イ
ヱ
ス
 

 
 

 
 

っ
た
 。
し
か
し
、
こ
の
 

 
 

 
 

し
て
、
多
く
の
点
で
 疑
 

   
 

 
 

お
り
、
純
粋
な
預
言
 
8
 

 
 

 
 

て
 A
 を
展
開
し
 、
 
・
一
定
 
3
 

 
 

 
 

 
 

と
 C
 を
そ
の
中
へ
挿
入
 
G
 

（
 
6
 
7
 ）
 

 
 

 
 

」
 



マルコの終末観 

ナ， Ⅰ と 

ノン ノン ま ル ノン ノン マ (5)  で任 )  が )  で (3)  マ (2)  マ               

ず 舌 
ゾコ 

べ の そ   プ 達 オ も 

て 柑 れ の い @ の 

の 進 だ 終 は   プ 
  

と 

民 」 り あ 山 し 

イァ ヒ 」 る 不、 Ⅴ ヰ P し マ 
て 

光 宣   
べ の前 が ） ア 

ソ 

六 次 
タ色二こ を の 

ィは 伝え ん デ 
  

な 」 
よう あす 

が ， 
      

ノン 

な相 

が 、 マタ と 
違       イ 

カ 点 
が 

らな リス と 
      

まそ ｜ま｜ 明 
い 

と 」 ナ ・ Ⅰ - 

ら 

@ 
か 

と 
」 

成 
イ尹 ヒ 

す 
  

就 
な 

る す であ ち」 、 る 

る が 、 
  る 

よ 
/ Ⅰ ノ 

ノン 

仮ノ 

カ 

  な 
は 

サま 

    

れ   る 

を の 
人 

省 前 
  

き 、 Ⅰ口ヰ 刈ノ 

」 

マ 

  
マ 

イ 
  

丹ま 
イ 

月 Ⅰ 
は 

の 「 
文 あ 
脈 な 
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コ
 9
 為
し
た
こ
と
が
わ
 

 
 

 
 

形
を
も
意
味
す
る
の
で
 

 
 

 
 

と
の
関
連
で
問
題
に
す
 

 
 

 
 

、
福
音
書
の
文
献
的
 構
 

成
を
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

ル
力
の
平
行
記
事
 



㈹
忍
耐
に
つ
い
て
の
言
葉
の
相
違
 

 
 

 
 

っ
て
自
分
の
魂
を
か
 

ち
 取
る
で
あ
ろ
う
」
。
 

 
 

 
 

所
に
立
つ
」
、
マ
タ
イ
は
「
預
言
者
 ダ
 ニ
コ
ル
に
よ
っ
 て
い
わ
れ
た
荒
ら
す
 

 
 

ヱ
 ル
サ
レ
ム
が
軍
隊
に
包
囲
さ
れ
る
」
。
 

㈲
い
ち
じ
く
の
木
の
た
と
え
の
相
違
 

 
 

 
 

は
 「
人
の
子
が
戸
口
 

 
 

」
 

㈹
構
成
上
の
相
違
（
移
動
、
附
加
、
省
略
）
 

 
 

 
 

料
 
（
客
中
 
が
 Ⅹ
 田
ヰ
 
・
 
い
 1
1
 

の
 

 
 

 
 

別
の
記
述
（
Ⅹ
 
巳
せ
 ・
㏄
 
べ
｜
 

 
 

挿
入
し
た
。
 

 
 

 
 

Ⅹ
 乙
 ・
㌣
１
 
3
 ）
に
 代
 

え
る
。
 

㈹
弁
明
を
助
け
る
も
の
の
相
違
 

 
 

 
 

 
 

あ
っ
て
語
る
父
の
霊
」
ル
力
は
「
言
葉
と
知
恵
」
。
 

で
 「
御
国
の
福
音
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
 

40 



 
 

 
 

殊
 化
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

し
ょ
う
と
す
る
動
機
が
働
い
  
 

 
 

 
 

こ
と
も
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
 
考
 
(
4
1
 

 
  
 

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

 
 

 
 

な
い
。
た
だ
一
節
の
 

 
 

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
 

 
 

 
 

徴
を
示
す
用
語
と
考
 

 
 

 
 

ミ
セ
 は
 、
 「
マ
ル
コ
に
 
よ
 

 
 

 
 

特
に
ぎ
・
 ト
 
１
ぃ
㎏
 

0
 

と
の
 

関
連
で
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

思
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

行
 

 
 

 
 

れ
 

 
 

 
 

を
 

よ
う
に
な
る
。
 

ま は っ こ わ 
と 

め 
関 て と れ 
心 い に る 

る 

と、 をょ 
せ 「 を を 

次 て 荒 い 説 
の い ら だ 明 

  



  

 
 

問
 

 
 

特
に
 ペ
 テ
ロ
の
つ
ま
ず
 き
 

辻
出
・
 
趙
 ・
 
田
 丁
丁
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
光
景
 

パ
 山
山
 

ぃ
 
・
 
鯛
 下
中
受
難
の
前
夜
の
諸
事
件
 

 
 

 
 

く
 頃
、
祭
司
辰
 た
 

 
 

 
 

フ
ト
 に
渡
し
た
の
は
 

虚
 す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

 
 

 
 

発
見
し
、
こ
の
問
題
 

（
 
れ
 ）
 

 
 

 
 

よ
う
 に
受
難
物
語
に
対
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 
終
結
部
に
お
い
て
 

 
 

し
て
い
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

か
し
、
そ
も
そ
も
 

何
 

加
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
e  お 、 部 ・ 

  

憶ギ釜 

  
  

ノン 

イ 

  
  

  

    
  

れ 円かさ   

  
ト 結 簗 
0  部．） 
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て
 頂
点
に
達
す
る
 イ
ェ
 

 
 

 
 

語
で
 ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
 
達
 

 
 

 
 

げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 

 
 

 
 

難
物
語
と
の
緊
密
な
対
応
を
 
(43) 

（
 
耶
 ）
 

り
に
あ
る
の
は
、
多
分
偶
然
で
は
な
い
。
」
 

て た は べ の 

 
 

 
 

イ
ェ
ス
の
洗
礼
を
述
 

 
 

 
 

る
 。
ま
た
、
ま
も
の
 

 
 

 
 

た
 悪
し
き
農
耕
者
の
 

 
 

 
 

直
接
主
に
帰
せ
ら
れ
 

 
 

 
 

の
 始
め
と
中
間
と
 終
 

夜
 が
明
け
る
と
す
ぐ
で
あ
っ
た
。
 

ハ
ツ
 
㌣
㎏
の
 
T
@
@
 

十
 
Ⅹ
 ぃ
ぺ
 
・
の
め
 

 
 

 
 

述
べ
た
 

 
 

 
 

話
 に
あ
る
 一
 

 
 

関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
 パ
づ
 
・
 
毬
 
の
 「
神
殿
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
 

 
 

 
 

、
「
裂
く
」
 臣

ぃ
 ・
㏄
 
0
 は
 、
 

一
つ
の
 節
 、
 

幕
 」
と
い
う
 

ル
コ
 は
 、
こ
 

散
で
非
常
に
 

と
い
う
意
味
 



そ た 下 り の の っ で 味 こ 々 ス 
で に ド の。 呂 の 落スあ シ 立た「姉はに とヱ の 

 
 

 
 

意
図
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

で
き
な
い
と
い
う
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
的
意
 

 
 

 
 

的
 意
味
で
の
黙
示
 

 
 

 
 

て
み
よ
う
。
 

、
マ
ル
コ
の
歴
史
理
解
 

 
 

 
 

ま
り
と
ら
れ
な
か
 

 
 

 
 

ド
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

的
 判
断
を
下
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

れ
た
と
考
え
、
 そ
 

 
 

 
 

れ
た
独
特
の
「
 キ
 

 
 

 
 

と
 同
じ
水
準
ま
で
 

 
 

 
 

達
 の
も
の
と
な
っ
 

 
 

 
 

」
（
 岸
 0
 
二
の
の
白
目
の
 

｜
 

 
 

 
 

す
 努
力
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、
 神
の
国
が
す
 

 
 

 
 

」
れ
が
「
 年
 
ノ
サ
 巨
昌
 

  

( 典 )  44 



マルコの終末観 

 
 

 
 

る
 
。
ド
ッ
ド
の
考
え
に
 

 
 

 
 

て
お
り
、
黙
示
的
説
教
 

 
 

 
 

終
末
論
」
の
傾
向
は
 

、
 

 
 

 
 

（
口
目
 

臼
 
曲
目
 

告
あ
ヨ
 

o
q
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 
可
能
か
ど
う
か
は
 

凝
 
間
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

大
的
事
象
の
「
カ
レ
 

 
 

 
 

涯
を
描
く
に
あ
た
っ
 

 
 

 
 

で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
 

 
 

 
 

を
 
拒
む
も
の
と
は
な
り
 

 
 

 
 

を
 
失
っ
て
い
る
の
で
は
 

な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

て
い
る
が
、
イ
ェ
ス
 

 
 

「
神
の
国
は
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
宣
告
一
目
の
意
味
は
 

、
 世
の
終
り
が
近
い
と
い
 

 
 

 
 

こ
こ
で
は
、
ま
だ
 

評
  

 
 
 
 
 

の
ま
ま
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
の
 

考
 4
 



コ
ソ
ノ
エ
ル
マ
ン
は
 

原
則
的
解
決
で
あ
る
と
 

的
に
区
別
さ
れ
る
よ
 う
 

マ
レ
 
ノ
 

（
 
4
 ）
 

Ⅱ
 
リ
あ
ノ
 
0
 

な
一
一
 つ
 ク

ス
ゼ
シ
 の
見
解
を
批
判
し
、
マ
ル
コ
の
意
図
は
：
 

彼
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
コ
の
叙
述
の
新
し
ざ
は
 
、
未
 

0
 組
に
分
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

具
体
的
プ
ロ
グ
ラ
 

来
的
 出
来
事
が
 、
 

世
の
始
め
か
ら
 ，

ム
 
で
は
な
く
、
 

順
次
に
連
関
。
 

か
 つ
 ・
て
な
か
っ
 終

末
論
的
問
題
の
 

し
て
は
い
る
が
原
則
 

-
 
た
よ
う
な
も
の
で
 

 
 

 
 

で
 近
づ
い
て
い
る
終
末
を
 

 
 

 
 

調
子
は
、
再
臨
接
近
の
期
 

 
 

 
 

美
的
状
況
の
示
唆
に
よ
っ
 

 
 

 
 

体
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
 

 
 

 
 

る
よ
う
に
見
え
る
。
 
彼
 

 
 

す
る
関
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ス
 ゼ
 ノ
 の
解
釈
で
あ
 

 
 

 
 

目
下
の
事
態
の
た
め
の
 

 
 

 
 

マ
ル
コ
の
 

 
 

 
 

え
る
が
、
 

 
 

 
 

及
び
第
十
 

 
 

 
 

を
 見
よ
う
・
 

 
 

 
 

が
 イ
エ
ス
の
 

 
 

 
 

負
い
、
イ
ェ
   

るの三里 あ 内重解 徒 ぅょ に 
ま 容 の に の っ 
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わ
れ
た
福
音
 

榊
 
記
者
マ
ル
 

  

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

コ
の
 
歴
史
理
解
を
問
う
に
あ
た
っ
て
 
、
 我
々
は
、
 

福
音
書
記
者
に
よ
っ
て
イ
ェ
ス
の
説
教
と
し
て
 
述
 

題
 そ
の
も
の
に
入
り
こ
ん
で
い
る
 
0
 福
音
書
記
者
 

も
 、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
 
イ
 ェ マ べ ま 

ス か ら ず 
の コ れ 前 
説 を た 述 

47 (47) 

 
 

 
 

る
 。
ル
力
に
至
っ
て
は
 

 
 

 
 

わ
れ
た
一
つ
の
型
か
ら
 

前
 

 
 

 
 

コ
の
 歴
史
理
解
に
は
、
 

 
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

形
態
に
お
い
て
起
る
 終
 

 
 

 
 

た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る
 

 
 

 
 

防
ぎ
、
積
極
的
な
終
末
 

 
 

 
 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
 

5
 
8
 

）
 

 
 

 
 

史
的
人
格
に
結
び
っ
 
ぃ
 

 
 

 
 

り
つ
つ
あ
る
も
の
は
す
 

 
 

待
望
は
前
も
っ
て
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

、
も
は
や
従
来
の
黙
 

 
 

 
 

な
が
ら
、
彼
は
、
こ
の
 

 
 

 
 

 
 



  

  

 
 

 
 

態
 で
再
び
採
用
さ
 

垢
 げ
し
 

 
 
 
 

 
 

 
 

我
 と
し
た
と
こ
ろ
に
、
 

 
 

 
 

 
 

的
 「
し
る
し
」
を
求
め
な
㏄
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
 

 
 

 
 

れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
 

的
 
黙
示
 
思
 

（
 
9
 
O
 
）
 

 
 

 
 

論
が
 
ユ
ダ
ヤ
 

的
 黙
示
思
想
 

 
 

 
 

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
 

（
Ⅰ
 

ュ
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

く
こ
と
か
ら
ま
め
が
れ
 

 
 

 
 

き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

と
 

 
 

 
 

ビ
ン
ソ
 

ソ
 は
、
「
闘
争
し
 

 
 

 
 

で
は
組
織
的
な
 

意
 味
 合
 

 
 

し
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
目
を
さ
ま
し
て
い
 

な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

 
 

以
下
と
同
じ
モ
テ
ィ
ー
フ
 

  



マルコの終末観  
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

は
や
ユ
ダ
ヤ
 的
 黙
示
録
 

 
 

 
 

て
は
め
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 歴
史
理
解
を
示
す
 

 
 

 
 

ハ
ネ
 に
お
い
て
見
ら
れ
 

 
 

エ
 ス
の
黙
示
的
説
教
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 一
つ
の
終
末
観
を
導
入
 

を
心
 つ
マ
 

向
 げ
ら
れ
 

さ
に
来
り
 

告
は
 、
公
 

コ
ン
 ッ
 

三
者
の
相
 

な
も
の
と
 

ハ
ネ
の
 終
 

開
は
、
キ
 

い
る
。
 
そ
 

 
 

 
 

ぃ
 」
に
目
が
 

 
 

 
 

終
末
は
 、
ま
 

 
 

 
 

に
関
す
る
 勧
 

 
 

か
わ
る
実
存
の
緊
張
は
 、
 秘
め
ら
れ
た
緊
張
で
あ
る
。
 

 
 

教
義
的
な
発
展
段
階
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 む
し
ろ
こ
の
 

 
 

 
 

ル
コ
 に
固
有
 

 
 

れ
は
、
教
義
的
に
未
分
化
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
 け
憶
 
。
ハ
ウ
 
ロ
、
ョ
 

 
 

 
 

救
済
史
的
展
 

 
 

 
 

あ
ら
わ
れ
て
 

 
 

」
と
 味
 ん
だ
方
が
良
 い
 で
あ
ろ
う
。
 

拮
 

拮
 ，
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た
 。
し
か
し
な
が
ら
、
 

 
 

 
 

終
り
を
描
く
こ
と
に
よ
 

 
 

 
 

。
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
 

 
 

 
 

せ
る
も
の
で
あ
る
 
一
 

 
 

 
 

ず
 「
目
を
さ
ま
し
て
」
 ぃ
 

 
 

 
 

ル
コ
 の
終
末
観
は
 、
こ
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せ
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さ
ぼ
る
こ
と
に
対
す
る
危
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使
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終
末
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対
自
的
な
神
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と
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避
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す
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で
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定
立
す
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と
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「
経
験
的
意
識
の
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り
 出
し
、
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者
の
直
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独
断
的
突
破
に
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っ
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関
係
を
離
れ
た
意
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意
識
そ
の
も
の
を
可
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る
と
云
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る
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。
 

 
 

 
 

し
の
意
識
内
在
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（
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識
学
に
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反
省
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な
し
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身
に
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直
接
性
は
 

知
識
学
 

れ
て
い
な
 

 
 

 
 

の
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能
性
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接
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に
そ
れ
 

 
 

 
 

り
 、
意
識
の
 

 
 

二
夫
的
な
も
の
・
で
あ
る
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
て
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現
わ
 

 
 

 
 

我
は
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己
 

意
 

 
 

 
 

 
 

己
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識
と
い
う
自
我
の
 



 
 

 
 

、
意
識
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の
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・
客
観
を
生
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変
化
を
ふ
く
ん
で
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と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

へ
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 っ
て
い
る
。
こ
れ
は
 

 
 

 
 れ

目
鼻
 

へ
還
 

り
、
そ
の
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

薫
 
直
 
知
 

グ
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た
も
の
で
あ
る
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れ
は
、
反
省
す
る
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ドイッ観俳論の 思想 即 c おける主体と 超主体 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
に
現
わ
れ
 

 
 

 
 

推
 的
な
 X
 で
あ
り
、
「
 

思
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
が
、
自
我
性
 

 
 

 
 

ず
お
 
巳
 ）
も
し
く
は
「
 

非
 

 
 

 
 

打
者
へ
の
知
の
目
 

己
否
 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
の
こ
の
 

 
 

 
 

の
 根
本
思
想
を
も
 
う
 一
度
 

回
顧
せ
ね
 
ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

提
 せ
ぬ
純
粋
活
動
そ
の
 

 
 

 
 

故
に
本
質
的
に
は
自
我
 

 
 

 
 

ガ
 属
す
る
の
み
あ
る
。
そ
れ
 

故
 非
我
定
立
の
活
動
は
 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

造
 に
は
否
定
な
き
肯
定
 

存
在
は
肯
定
と
し
て
の
 

本
 的
に
と
ら
ざ
る
を
 

得
 

か
る
に
、
こ
の
存
在
も
 

 
 

 
 

 
 

ィ
ヒ
テ
 
は
、
自
我
の
活
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身
の
内
部
構
造
と
し
て
 

 
 

れ
 故
、
こ
の
方
向
に
考
え
ら
れ
る
知
識
学
の
絶
対
者
は
 、
「
主
観
・
客
観
」
で
は
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の
の
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口
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と
規
定
 

 
 

 
 

の
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式
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す
の
 

 
 

 
 

客
体
と
し
て
現
わ
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し
こ
の
反
省
活
動
の
由
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、
反
省
は
自
我
の
自
己
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之
ざ
ゴ
仔
 

l
 
の
 
田
 
。
オ
 

l
 
の
の
神
Ⅰ
 

0
 
コ
 
）
 

 
 

 
 

こ
の
否
定
自
身
は
自
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い
 
う
 
思
想
に
他
な
ら
な
い
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㎎
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ざ
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の
の
の
・
 

ミ
 ・
ロ
ロ
・
 

（
 
初
 ）
 づ
ざ
甲
 e
 
の
の
・
 
ミ
 ・
 
コ
 ，
 

筆
者
 附
 -
 
記
 
こ
の
小
論
は
「
 ド
 

扱
う
も
の
の
一
部
で
あ
 

と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
 

 
 

ト
び
 

(
8
0
 

㏄
Ⅱ
 

 
 

地
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
を
取
り
 

 
 

表
出
来
な
か
っ
た
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何
れ
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
る
こ
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

は
な
い
が
、
指
摘
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～
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Ⅰ
（
の
Ⅰ
 

ヲ
め
ハ
 

～
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ヰ
ハ
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W
p
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目
ノ
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・
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口
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，
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へ
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よ 
@  ろ 初色 Ⅰ 宇も り 

あノ 

な う と っ 

な   

V ブ 甲 
    
も 

構 賎 出 す 

の 
造 祝 す る   題 世 で わ   
在 分 の 五 
を 制 で 世 
ぃ 度 あ 賎   

序   を 
探 る さ 
ぐ 士 さ 
つ ヰこ え 
て   る 

荒
井
 
貢
次
 ・
 
郎
 

 
 

 
 

秩
序
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械
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フ
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㈲
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ら
し
い
、
不
浄
な
も
の
」
を
意
味
す
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似
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

会
 
の
 
人
 
び
と
に
は
、
も
㏄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

タ
ブ
ー
 

｜
 



      槻 0 タ フ 

相 
対 日 

す 本 
6  人 
観 の 
念 伝 
と 度 
な し 
っ て 

て き 
い た 
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と 帯 

  
血 @ 
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も 俗 
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出自 
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で
、
こ
の
論
述
を
頁
 

 
 

 
 

て
み
る
の
で
あ
る
。
 

注
 

 
 

 
 

 
 

㈲
 
穂
 
横
隊
 

重
 
「
法
律
進
化
論
」
・
第
三
冊
。
 

 
 

房
 
）
。
 

Ⅲ
田
辺
 

繁
 
予
祝
「
 

マ
ヌ
 

の
法
典
」
（
岩
波
文
庫
）
。
 

 
 

ら
れ
る
。
が
あ
る
（
中
略
）
直
接
部
落
問
題
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
 

つ
も
の
と
し
て
は
、
 

庁
 
秩
 

君
枝
、
産
、
葬
、
 

血
 、
食
肉
、
異
人
、
異
物
、
異
味
、
（
 

3
 
）
 

 
 

お
し
な
べ
て
異
常
の
 

も
の
の
械
も
含
む
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
 



  
    

徒 卒 と 一 は い 亡 ; 考 出   
  

っ隠十え ら 花皿 者の     
問わ 上 、 

  
し み 積 

嫌 タ 

） ぅ仕 （ ブ ll 4 
事 に 

  
仕 る 

  
発 に 
展 な 
に る 
従   
ぃ そ 
  の 

  
  
はっ 、 た Ⅰ 

と 若声 

と レま   
い 
つ 不   た 幸 
  ケ ア し   

触 そ の ろ い な あ 
欄 の で 「 よ 計 っ 
の 花 あ 御 ぅ 画 た   梼の 忌に る 。 （ ） Ⅰ 2 立后 胆 毒 にし カ 4 ま、 。 とみ     

 
  

 
 
 

 
 



裁の タブー と 近世日本 賎民 秩序 

さ 間 

                                            二近 
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ぐ 卑 し る 、 た か る 

に 賎 た も 浦 。 も の 
、 視 墓 の 上 葬 で 

浄 さ の な 村 式 あ 

仏教るり 

化 
す 
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罪 帯   ヰブ 目 

を 棺 そ と 伴 
い 

葬   
一 あ る   帯   が 

@  で   複 
五 打 た れ で ムロ 

真 祝   し、     
渡 あ 

  

辺 ろ 桶 村 長 れ 
国   尾 の 崎 ケ ア 甲 

雄 が 
が 

ミ人 一 
小 の   専 

特 
星 周 従 

近 産 
藤 婦 ヤァヒハ 

善 か 
  

侍 ら 
原 村 

造 
僧 

重キ 

共 す 
偏 れ 
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尾 の び 
早 な 村 隷 
桶 ど 番 属 
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や、に住 人 
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） で た 」 の 

特 
造 
  

殊   全 あ 山 視 
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何
者
、
月
 

 
 

 
 

ホ
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胡
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偲
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殺
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づ
宝
臆
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図
書
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 藤
原
 漬
時
 

 
 

 
 

頁
 ）
。
 

 
 

 
 

 
 

専
従
者
を
お
く
風
を
 

生
じ
た
。
隠
亡
と
い
わ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
が
、
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

庶
民
に
道
を
と
 き
 、
 

 
 

興
行
し
て
成
仏
を
い
の
っ
た
（
前
掲
 甘 
・
一
七
頁
㌔
 

（
 
7
 ）
 
堀
 
一
郎
「
空
也
」
・
七
四
 
｜
 一
九
四
頁
。
 

（
 
8
 ）
㈲
五
来
 貢
 
「
高
野
聖
」
・
七
三
頁
以
下
。
 

 
 

 
 

と
 庶
民
信
仰
 

と
の
関
係
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

・
一
五
一
頁
。
 

 
 

史
 
・
参
照
。
 

序
 

 
 

 
 

秩
 

 
 

九
巻
・
三
四
一
頁
 マ
 

民
 

賎
 

（
㎎
）
森
永
極
大
「
流
人
と
非
人
」
・
一
二
ー
 
二
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 。
 

木
 

 
 

世
 

近
 

と
 

Ⅱ
 

畜
枝
 タ
ブ
ー
と
 %
 
民
 

 
 



 
 

戒
を
犯
す
結
果
と
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
も
た
ら
し
た
。
 

死
 

 
 

 
 

長
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
 

 
 

 
 

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
 

集
 

 
 

 
 

り
 、
極
小
に
限
定
し
て
 

し
ヰ
八
 

、
つ
こ
。
 

賎
 民
の
皮
革
業
者
は
、
牛
馬
以
外
に
も
、
狩
人
か
ら
、
 

広
く
獣
皮
を
集
荷
し
、
こ
れ
を
製
皮
革
し
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
 支
配
体
制
が
形
成
さ
 

職
者
な
ど
の
階
層
的
 

 
 

 
 

代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
の
 

 
 

 
 

さ
ら
に
藩
主
た
ち
に
 

ょ
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っ
た
 
0
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れ
は
、
 

法
民
 

 
 

 
 

具
 と
い
っ
た
戦
時
用
 

 
 

 
 

産
 の
一
分
野
を
形
成
し
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、
太
鼓
な
ど
の
需
要
と
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な
っ
て
拡
散
し
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

に
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せ
ら
れ
た
。
 

 
 

 
 

民
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様
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ル
 
。
，
 
事
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と
あ
り
、
ま
た
、
各
府
県
に
対
し
て
は
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 諸
府
県
 

 
 

 
 

租
其
外
 
、
 除
燭
 
，
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向
田
 
-
 
事
。
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問
題
の
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象
と
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っ
て
い
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。
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）
 

 
 

 
 

）
九
月
、
再
上
げ
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幕
府
へ
の
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の
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に
は
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御
役
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相
勤
候
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ず
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役
枝
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ー
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差
 上
申
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一
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皮
 類
 御
用
 之
節
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に
て
も
 
差
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 勘
申
 候
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以
下
略
 

右
左
適
従
往
古
 相
 勘
申
 候
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享
保
十
年
日
九
月
 

浅
草
弾
左
衛
門
 

 
 

 
 

輪
 で
は
、
 剥
 皮
は
行
わ
 

 
 

 
 

、
獣
皮
を
剥
ぐ
と
す
れ
 

 
 

綾
槻
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

主
 
;
 

 
 

 
 

一
九
五
四
年
一
月
号
 

・
 収
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上
巻
・
五
二
頁
以
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・
三
九
五
頁
。
 

 
 

」
・
第
二
七
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イ
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集
し
・
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衣
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に
手
伝
わ
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
ぎ
ず
、
俵
に
 

 
 

れ
る
。
 

獄
門
、
そ
の
他
の
仕
置
に
も
、
非
人
が
関
係
す
る
。
 

 
 

 
 

）
が
、
昼
夜
番
を
す
 

 
 

上
 、
指
図
を
 
ぅ
 げ
て
首
を
取
り
捨
て
る
。
 

 
 

 
 

 
 

分
会
 は
 、
弾
左
衛
門
の
手
代
が
発
す
る
。
 

近
 

鋸
挽
の
栖
 
番
は
 、
非
人
の
役
で
あ
る
。
 

と
 

 
 

 
 

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
 

 
 

 
 

な
る
。
 

 
 

 
 

で
は
、
刑
吏
と
し
て
、
 
そ
 

 
 

 
 

も
 、
身
分
利
と
い
う
 伽
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
十
剤
、
水
 傑
 の
 酷
 

 
 

 
 

手
人
が
行
わ
れ
る
に
 至
 

る
 
。
（
 

1
 ）
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W
 
 病
枝
 タ
ブ
ー
 と
賎
民
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
（
 

2
 ）
（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

い
 。
こ
れ
ら
は
、
 宮
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
ナ
 
（
 
ノ
 
4
 
0
 
）
 

 
 

 
 

り
 肉
の
あ
る
人
を
い
 

い
 、
い
ず
れ
も
、
病
気
に
 よ
 る
傲
が
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

0
%
 」
、
「
 
老
憐
 の
 欄
 」
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
も
の
と
し
て
癩
者
 

憶
 
一
般
か
ら
極
度
に
忌
避
さ
れ
、
嫌
悪
さ
れ
た
。
 

 
 

賢
 菩
薩
勘
発
 品
 ・
第
二
十
八
」
に
 、
 

 
 

 
 

牙
商
 疎
欠
 。
 醜
膏
平
 

主
 
;
 （

 
1
 ）
石
井
良
助
「
江
戸
の
刑
罰
し
・
二
八
 ｜
 六
一
頁
。
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構の タブー と近 

と 

一晃 " 庵 あ る ょ " 
梅 県           

    
    
柏崎） 起 」）は 宜で 0 
に た 

  
  

の 

諮 
間 
Ⅴ ァ し 
    

ナ ・ し 

，え 
て 

内 
密 
Ⅴ ァ ヒ 

上 
1=1 
し 
ナ， Ⅰ 

も 

の 

であ 

る 

93 (93) 

 
 

 
 

ゑ
 ）
，
御
時
弓
術
 定
 ・
 云
 ，
 ，
 

世
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
シ
，
り
起
 

。
 
り
 
、
出
金
 巳
テ
 ハ
包
 

一
 、
帯
 多
 非
人
文
 類
 素
人
へ
引
上
文
事
 

 
 

 
 

向
寄
 非
人
 

 
 

略
 ）
。
 

 
 

 
 

、
不
承
認
と
な
っ
 

下
さ
れ
た
。
 

（
 
8
 ）
 

 
 

生
征
簾
 の
 著
 
「
政
談
」
で
は
、
 

頭
蓋
 

て
却
 

（
 
7
 ）
 

安
永
六
年
下
直
五
月
八
日
 

 
 

。
水
腹
短
気
。
諸
悪
重
病
。
 

 
 

 
 

 
 

、
医
療
と
か
、
産
婆
 

 
 

 
 

な
ろ
 う
 。
 



 
 

 
 

 
 

患
者
が
多
か
っ
た
。
阿
波
・
祖
谷
山
の
民
家
で
は
、
 

          

 
 

 
 

す
る
と
も
、
そ
の
 

不
足
を
訴
え
て
 葬
 家
に
至
る
こ
と
を
停
止
す
る
こ
と
。
 

 
 

る
こ
と
を
停
止
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
 

」
れ
を
非
人
の
宿
に
 

 
 

 
 

入
 さ
し
て
、
こ
れ
 

 
 

し
と
 
。
 

 
 

 
 

と
を
停
止
す
る
こ
 

と
 。
 

 
 

 
 

 
 

解
を
述
べ
て
い
る
。
（
 

1
 
1
 ）
 

起 対 

し、 請文 ） （ Ⅰ 0 

  
の 

悪弊 

を 
悔 
い   

各 
連 
署 
し 
て 

起 丑 

頑丈 

を 
捧 
げ 
て 

今 
後、 

そ 
の 

過 
ち 

を、 

再 
び 
犯 
さ 
れ   
な 
い 
    

と 

を 
哲 
わ 
せ 
ナ ・ Ⅰ 

そ 
の 

 
 

と
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

長
吏
以
下
の
も
の
に
 

 
 

 
 

 
 

抑
制
音
也
 

癩 
病 

人 2 
在   

隔、 

白 

米吉 

石       

斗       

升一     
ム 
口 ヰ 

荒 
物 
セ 
石 
セ 
斗 
セ 
升 
セ 
ム 
  

男 
  

刀 
脇 
指 
上 
T 
衣 

裳、 

女 
鏡 
衣 
裳 
其 
外 
諸 
道 

具象 

尾 
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  注 

5 4 3 2 Ⅰ   
鉱 石五石 延 

  
  
  
あ 4 補 

    

代 史 
大 

  系 
  」 

  

    第   

九 
  
  

    
  

巻 

五   
頁 。     

  九 

同 清 
頁 。 

原 

国桓   
文香     
花押 ク   

  
95 (95) 

て の し 

い 取 十   

必ず 
9 組 し 

ほ 任初 のも 、 
ぜ 頭 癩 
ら 、 届 、 
れ 長 者 
る 崎 と 

も 学 そ   チ 2 「 日 が 
ウ 南 画   
死 」 て 
ん で い 

だは 獣、 ると 

や 力 は 
牛 ワ 限 
の う ち 

反 そ な 
を ノ い Ⅰ 羨 

ぐ ヵ 
も ヮ 
の ヤ と 
ま も 
た い 

  
瀬 尻 
病 ん 
人 だ 
0 げ 
監 も 

督 の 
を の 
す 皮 
る を 
長 は 

  
る 癩 
と 病 
し 人 

 
 

 
 

多
く
存
在
す
る
。
し
か
 

へ
ん
 
ど
 

 
 

 
 

か
の
国
で
は
、
 
カ
ヴ
 

 
 

が
き
 る
っ
て
ま
と
も
な
道
は
通
ら
せ
な
か
っ
た
。
 



 
 

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
 り
 

 
 

 
 

も
 、
タ
ブ
ー
に
関
係
を
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
杜
仲
 
性
 っ
て
 、
 

（
 
3
 ）
 

除
 ）
に
よ
っ
 て
 神
の
 

（
 
4
 ）
（
 
5
 ）
 

怒
り
を
鎮
め
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
 

（
 
り
イ
 

）
 

 
 

こ
れ
を
起
こ
す
こ
と
が
、
ノ
ミ
だ
っ
た
。
 

 
 

 
 

を
 中
心
と
し
て
構
成
さ
 

 
 

 
 

、
 「
は
ら
 へ
 」
（
 祓
 、
 解
 

（
 
ヰ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

換
え
れ
ば
、
神
の
「
 ぃ
 

    

れ 
沖ナ Ⅰ 

対 
応 

原 
始   

12@ 11@ 10@ 9@ 8@ 7@ 6   
古 ・ 

代 
の 

犯 
罪 

て 

国 三本 華 
六 財経 

が 

あ 

る 。 

    ・ 四九   

乙ノ 

し 
ナ ・ Ⅰ 

三号・ 一九頁 頁 。   
。 収 

  
一 瓶 

                  
二 五 

ま、 Ⅰ 

  
  

  
  

ヰァ ヒ 

反 同 清 

す 原 

る 

事 
重重 

実 
目 恒 
（ （ 

で、 
あ 

ク ク 

  ） ） 

て 
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膣 0 タ フ一 

律   
令 そ 群 
官 れ に 
制 ら 比 
か の 較 
ら 孫 す 
解 語 ろ 

放 さ はと "  " 
れ 残 著 

た在 、 しし る 

の 
多く たく 。 解 

放   
の 

も 期 
と 待 
賎 が 
民 閉は 

ま、 十 さ 
れ 

黄 て 

族、 い 
ナ， し 

寺 
社 平 

  
新 鎌 

  
属 室 
関 町 
係 時 
を 
結 

代、 

ぶ さ 
    ら 

と V アヒヰ 

Ⅴ ァ ヒ 

よ 戦 
つ ． 国 
て 時 

代 
生 ⅠⅠ ヒ P 

ぎ な 
る る 
途 ま 

97 (97) 

と 近世日本 鹿民 秩序 

（
 
6
 ）
杉
山
眉
 康
 「
概
説
 

Ⅵ
 

律
令
官
制
下
の
各
種
 賎
 民
、
 

私 
奴 
脾 
ま、 Ⅰ 

他 
の 

日 ・ 

本   」 

戸 Ⅰ 上 
巻   

姓 頁 。 

な 
ど 
が 、 
  

そ 
れ 
ぞ 
れ 
解 
放 
の 
チ 
  

ン 

ス 

を 
つ 
か 
ん 
ナ 。 し - 

が 
  

注
 （

 
1
 ）
石
井
良
助
「
日
本
法
制
史
概
要
」
・
一
八
頁
。
 

（
 
2
 ）
 
同
 「
刑
罰
の
歴
史
（
日
本
）
」
・
 二
 0
1
 
一
頁
。
 

（
 
3
 ）
（
 4
 ）
何
 %
 、
一
四
頁
。
 

（
 
5
 ）
石
尾
方
 人
 
「
日
本
古
代
法
の
研
究
」
・
 四
｜
セ
頁
 。
 

 
 

極
限
に
 

 
 

が
、
死
 

 
 

対
す
 

 
 

 
 

岩
木
 
り
 

（
 
6
 ）
 

 
 

本
人
の
 

 
 

い
な
 

 
 

る
 。
 

 
 

は
 、
 刑
 、
死
に
値
 

の
 帯
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

害
し
た
場
合
、
神
 

 
 

を
ッ
ミ
と
 考
え
て
 

 
 

 
 

 
 

、
刑
事
関
係
の
 



一
河
修
造
寺
塔
勤
行
仏
事
等
 

事
 

古
 寺
社
雅
典
崇
敬
星
周
（
下
略
）
。
 

と
あ
る
。
 

 
 

一
、
二
条
、
塵
芥
集
・
第
一
、
二
一
、
 

 
 

に
も
、
神
仏
尊
崇
の
思
想
が
現
わ
れ
て
 

 
 

い
と
し
て
も
、
（
 

4
 
）
多
く
は
、
そ
の
傾
向
を
 

 
 

ぇ
 方
を
明
示
し
て
い
る
。
 

」
、
天
道
者
偏
固
雨
吐
、
非
道
者
無
二
仏
神
加
護
 

-
 
事
 

（
 
ニ
 
Ⅰ
）
 

口
 、
八
条
、
六
角
氏
式
目
・
第
一
条
、
新
 

（
 
り
 
Ⅰ
）
 

い
ろ
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
戦
国
時
代
の
 

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
閤
式
目
・
 第
 

ま 
ナ ・ Ⅰ 

岡 君 
  神 

者依 第二 

  
増 
威 
人 

き依 
神 
  

稲束 薫 

添 
運 

然則 

小一 旦 

例 
  
祭 
不己 

不 
致 

陵夷 

女 Ⅱ 

在 

し円令 4%1 
莫 
勿 
ム %   

思慢 

（ 下 
略     

 
 

多
な
 
隷
属
 
民
 
、
没
落
者
を
も
っ
て
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ら
 
見
離
さ
れ
た
者
が
、
貧
賎
 

者
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

府
法
 
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
 

（
 
1
 
）
 

一
河
修
理
神
社
専
 

祭
 
祝
事
 

世
の
権
力
も
、
神
仏
の
加
 

 
 

 
 

ら
れ
、
漂
泊
し
て
い
っ
 

.(98) 98 



牡の 

Ⅶ
雑
種
 帯
 タ
ブ
ー
、
 
触
枝
 制
度
と
 賎
民
 

99   

 
 

 
 

み
静
 
き
、
さ
ら
 

に
 
、
居
住
地
を
強
制
的
に
指
定
も
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

ラ
ム
居
住
者
に
も
 

続
 

 
 

 
 

汚
 な
ら
し
く
、
不
衛
 

生
 、
不
摂
生
に
な
っ
て
ゆ
く
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
た
。
領
主
の
隷
属
 

 
 

 
 

0
 人
び
と
が
、
近
世
 

賎
 民
を
形
 

 
 

に
、
 
は
め
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

注
 

 
 

史
料
・
 

タ
 ・
第
一
巻
・
鎌
倉
幕
府
 

法
 
」
・
三
頁
。
 

（
 
2
 ）
前
掲
 
宙
 ・
・
 

ニ
ー
 
四
頁
。
 

序
 

 
 

史
料
集
・
第
三
巻
・
武
家
家
法
・
 

1
 」
。
 

秩
 

 
 

 
 

し
な
い
ば
か
り
か
、
 

 
 

 
 

ら
 
用
意
し
て
い
 

本
腰
 

民
 

日
 

 
 

 
 

杉
山
博
一
 

1
 
戦
国
 

世
 

近
 

(99) 



(ioo)  100 

 
 

 
 

に
基
 ず
く
 帯
 れ
が
 考
 

え
ら
れ
る
。
 

 
 

国
人
、
外
人
 ｜
 外国
人
を
稔
れ
を
も
っ
人
、
畏
怖
 

す
べ
き
人
と
考
え
る
 
場
 

 
 

 
 

部
落
民
を
帰
化
人
や
俘
 

 
 

 
 

も
、
 裏
を
返
え
せ
ば
、
 

異
国
人
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

者
へ
の
異
常
感
は
 
、
差
 

 
 

に
も
な
ろ
 
う
 。
 

 
 

 
 

く
 飛
躍
し
て
、
民
衆
 

 
 

 
 

所
 」
の
民
へ
の
差
別
 
へ
 

   
 

 
 

の
 見
世
物
師
も
 
、
香
 

 
 

 
 

い
る
も
の
と
し
て
、
 
貧
 

 
 

 
 

に
 対
す
る
 語
 ）
も
 、
 

 
 

 
 

 
 

。
 汚
欄
は
 、
 尿
尿
 を
意
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
な
る
。
山
谷
 

 
 



機の タブー と 

と 
あ 

  
乙 応 
入 

ニ其 

処   
患者。 

  人 
死 

限 -     
日 

乙 
  
  

荏等 始自 札轟 

処   

  日 

レ欄 。 """""" /@' Ⅹ 

丙 

入 -   
畜死 

乙 
五 

処 
日 

  
  忌期 

只 限非 一     
丙 
  其     

" 俺 。 
亡ヒヒ 。 

      
同 一条 一 

処 
口リ 

  
乙 智志。 但 

- 入 
  

101@ (ioi) 

  近世 

      

神 
祇       
  

臨 
時 
祭 
ヤン し e 

 
 

 
 

な
い
よ
う
に
す
る
。
 し
 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
 触
 帯
の
制
を
設
 け
 

 
 

 
 

原
始
社
会
よ
り
こ
の
か
た
、
 

 
 

 
 

、
 例
え
ば
、
「
延
喜
式
」
・
 

巻
 

 
 

身
体
に
接
し
た
り
、
目
に
触
れ
た
り
、
ま
た
、
器
物
 
や
 
衣
食
に
及
ぶ
こ
と
 

 
 

 
 

」
れ
は
、
神
が
清
浄
を
好
 

に
 
(
 

 
 

 
 

身
心
の
清
浄
を
図
か
る
 

み
 。
 

 
 

 
 

図
 を
描
 き
、
 美
と
 醜
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

触
稔
に
 対
し
、
祓
を
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

、
つ
い
に
、
 
傲
 忌
 め
 

制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 



（
 
5
 ）
 

 
 

。
雄
ニ
鼻
下
 で
賎
 
。
所
当
日
下
 レ
可
レ
 
巻
目
入
内
裏
 -
 
。
 

（
 
人
リ
 

）
 

 
 

下
傷
胎
忌
 ニ
セ
口
づ
 

 
 

た
の
で
、
そ
の
実
行
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

観
 神
祇
 式
 、
延
喜
雄
 

 
 

 
 

事
の
 「
 雑
帯
事
 」
、
藤
原
 

 
 

 
 

の
 「
 雑
帯
 」
・
「
 
服
暇
 」
 の
 

（
 
7
 ）
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

一
十
日
。
 

 
 

三
 、
間
病
、
恵
三
日
。
 

四
 、
妊
娠
お
よ
び
月
水
。
 

 
 

 
 

仁
 二
年
（
一
四
六
八
）
 

 
 

 
 

た
 D
 
 一
般
の
触
帯
の
種
 

頼
も
増
加
し
た
。
 

 
 

 
 

諸
衛
 陣
及
 侍
従
所
 

（
 
4
 ）
 

等
 -
 
。
 

く Ⅰ 02)  Ⅰ 02 



 
 

済
し
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
9
 
）
 

 
 

産
機
 が
 明
け
る
と
、
ま
た
、
同
じ
く
届
け
る
。
 

と 近世日本 

 
 

子
 （
女
子
）
出
生
 

仕
候
間
 、
御
局
中
上
 
條
 。
以
上
。
 

何
何
月
 

伺
え
誰
 

    購民 秩序 

  
  

産 
楠 

覚 

七
日
 

名
乗
据
判
 

と 理 
あ 

り、 
毒 筆 

さ 
  

ら 
ヤノ し 届 

書 
産 式 
帯   の 
の ふノ 

日   
数 。 私 て 

ち、 

届 妻 の 出 
書   産 
は   

Ⅱ は 産 
今 欄 
幾 

ケ ア 甲 

日 関 
出 す 
産 

る 

仕、 
も 

の 

男 
十ま 

子 
次 

女 （ ぎ 

子 の 

） 女口 

出 { 

生 
仕 であ 

候 り、 

依 そ 

レ之 

れ 
ヤナ し 

御 よ 

届   
申 て 
上 

候 。 そ 
れ 

j. 爪 臣 H Ⅰ ら 
兄 Ⅰ ヤァ し 

紙 対 
産 す 
帯 る 
日 観   

ゑ書 

，，カ 私 。 
 
 

 
 

八
回
に
わ
た
る
改
正
を
経
 

 
 

 
 

 
 

に
 発
布
し
た
。
そ
の
 

103 ( Ⅰ 03) 



井
珪
 

（
 
1
 ）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 
 
）
 

（
 
4
 
 
）
 

（
 
5
 ）
 

（
 
6
 
 
）
 

（
 
@
 
 
）
 

（
 
8
 ）
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 菊

池
山
武
「
別
所
と
 
字
囚
 」
。
 

添
田
畑
道
「
香
具
師
（
て
 
き
や
 ）
の
生
活
」
。
 

 
 

六
八
頁
。
 

前
掲
 書
 ・
六
九
頁
。
 

前
掲
 書
 ・
六
八
頁
。
 

前
掲
 菩
 ・
六
九
頁
。
 

 
 

ハ
節
。
 

前
掲
 害
 ・
二
七
八
 ｜
 三
一
 0
 頁
 。
 

「
内
側
問
答
 元
済
 
・
 三
 」
（
東
京
大
学
・
法
学
部
・
所
蔵
 イ
 

 
 

得
者
無
 亡
妻
 与
 存
候
 

附
和
 

日
 
月
 

小
田
切
土
佐
官
 江
 

 
 

 
 

内
官
 よ
 り
 間
ム
 口
言
 
相
成
 

 
 

 
 

御
門
前
払
 被
成
候
 

 
 

 
 

%
 を
襖
絵
 候
 %
 
け
市
き
 

ぬ
何
取
計
哉
伺
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武 
田 
河 
内 
守 
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り
 、
法
学
部
教
授
・
 法
 

 
 

賎
 民
法
の
研
究
」
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 対
立
し
 、
 

 
 

 
 

他
方
、
法
史
学
 

 
 

し
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

的
 方
法
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Stupa Worship in the Mahavastu 
Shin-ichi, Takahara 

We will find the usage of ' cetiya' as agreeable sacred places visited by 

the Buddha in the Mv as well as in Pali texts. We may call this first usage of 

' cetiya ' in Buddhist texts. After the Buddha's Nirvana, the followers worshiped 

the memorial spots or the monuments erected over the ashes or the relics of the ' 

Saint. These places were called sometimes ' cetiya ' or ' stupa ' without distinction. 

This may be called the second usage of ' cetiya ', the worship of which is what 
we intend to deal with in our article. 

We will see in the Mv the description concerning to (1) how 'stupa ' was 

highly esteemed just as the living Buddha Himself, (2) the purpose and .profit of 

the 'worship, (3) the style and decorations of ' stupa ', (4) those who joined the 

worship, and (5) finally, in comparison with some early Mahayana texts, we will 

try to see the historical significance of the worship in the Mv as one of the origins 

Mahayana Buddhism. 

Marks Image of the End 
-A Study of Chapter 13 viewed 

in "Redaktionsgeschichte"- 

Hiroshi Tsuchiya 

Since T. Colani and W. Weiffenbach set up a theory in the latter half of the 

nineteenthecentury, i t  has been thought that the apocalyptic discourses of Jesus 

(Mk. xiii, Mt. xxiv, Lk. xxi) in the Synoptic Gospels are attributed to a little 

Jewish Apocalypse. Therefore, from this point of view, to introduce some remarks 

concerning of historical Jesus is said to be quite difficult. Nevertheless, when we 

emphasize theologies of evangelists themselves I should say, these pasages should 

present a new subject of study. And so the intention of this thesis is to make clear 

an evangelist Mark's theology mentioned among the apocalyptic discourses of Jesus 

from " Redaktionsgeschichte " view-point. 

In the first part of this thesis, mainly through 4nterprepations of many 

acholars under the influence of the idea of ." Formgeschichte, " various expositive 

problems of the Mark xiii are considered. Then in second part I tried to grasp 



the meaning of an  evangelist Mark's theology as an understanding of histoys 

which was differed from the apocalypse. 

The  intentions of Mark's redaction should be concluded as follows. 

1) T h e  setting of the  situation is  surely touched by the hands of Mark. 

2) mcrriiYtciv and @&ere are  characteristic concepts of Mark. 3) In verse 14, 
Mark's interest is far  from the historical concerns in comparison with the paralleb 

in the Mathew and the Luke. 4) In verse 10, there seems to be some motive that 

Mark tried to apologize the delay of the second coming. 5) Being different from 

the parallels of the  Mathew and the Luke, in the last part of the Mark xiii the 

merits to the second coming are  neglected. 

As R. H. Lightfoot suggested, Jesus is here not only a preacher but also 

he himself is preached. Through such a thinking in the final part, Mark'e 

understanding of history has been investigated after the  comment on the various 

theories quoted from A. Schweitzer, C. H. Dodd, to J. M. Robinson, W. Marxsen, and 

H. Conzelmann. Expressions of the Mark xiii is said to be picturesque and naive, 

however, inside of them there lies an evangelist Mark's understanding of history, 

that inplicates the dynamic tention of existence concerned with the end by the 

encounter to Jesus Christ. This Image cannot be differenciated yet as  a doctorine, 

so that  now it  will be more suitable for us to call i t  " the Image of the End. " 

Das Subjekt und das ~bersubjekt 
innerhalb des Gedankenkreises des 

deutschen Idealismus 
Akira Omine 

Die Grundeinsicht des deutschen Ideallsmus 18Bt sich, wenn auch sehr 

allgemein, als die alsobute Refbexion oder die intellektuelle Anschauung bestimmen, 

in der das menschliche Erkennen und das g6ttliche Sicherkennen ist eine und dasselbe, 

So ist nach der idealistischen Ansicht das Abslute als Subjekt-Objekt zu betrachten, 

Dies Problem der absoluten Erkenntnis hat  Fichte, Schelling und Hegel bewegt, 

aber gleichwohl nicht nur in derweise, da@ sie das Absolute in die Immanenz des 

W issens aufheben. 

Die Tendenz der Absolutsetzung des Wissens hat  schon im spilten Fichte 

seinen erbitterten Gegner gefunden, indem e r  in seiner Wissenschaftslehre von 1801 

a b  den Grund oder die MCIglichkeit der Ichheit (Subjekt-Objekt) selbst wieder fragt,'~ 



Die Systematik seiner Metaphysik damit geht ausdriicklich einen anderen Weg ,als 

den des allverstjhnenden, konsequentesten Idealismus Schellings und Heg,els. Durch* 

griindliche, energische Reflexion Fichtes wurde die Innerlichkeit des ~chbewuptsein* 

durchbrochen : nur nicht nach auf?en (d. h. Dingen an sich j, sondern nach innen,,. 

in der Reflexion des Wissens auf sich selbst, und zugleich auf die in ihm selbst:: 

verborgene Dynamik des allem BewuPtsein vorausliegenden, lebendigen Seins. 

Dieser reflexive Durchbruch des Subjekt-Objekt besteht in der Selbstvernicht- 
' 

ung des Wissens. Die Absolutheit des Wissens heipt Fichte Wissens verzicht ; das . . 

Wissen vernichtet, nicht durch Energielosigkeit, sondern durch seine htichste 

Freiheit, sich selbst vor Gott. Dieser Gott ist wesentlich das ,, Nichtwissen" (od. 

,, Nichtsein des Wissens ") und darum der ganze Sphare des Wissens transzendent.. 

Der Standpunkt der Wissenschaftslehre ist nicht anderes als ,, die in Gott sich selbst 

rein vernichtende Reflexion. " 
Die wahre Bedeutung dieses Gottesgedankens beim spsten Fichte aber scheint 

bisher nicht geniigend beachtet worden zn sein. Im vorliegenden Aufsatze versuchte 

ich, Philosophie Fichtes als den Raum aufzuzeigen, in dem die Grundfrage nach 

dem Verhaltnis des Ich zu Gott als ubersubjekt ihren Ort hat. 

On the Taboo concerning the Origin 

of the Lower People in Japan 
Kojiro Arai 

There are four main theories in regard to the origin of the lower people of 

the Edo period in Japan. Four main theories: (1) Racial origin theory ; (2) Occupa- 

tional origin theory ; (3) Legal institutional origin theory ; (4) Religious origin theory. 

The existence of the lower people(Eta, Hinin, etc.) has been noted by various 

scholars, but few of them has made a taboo origin study. The Thesis is about 

one of my foundamental theories of Legal Folk-lore. And the religious origin 

theory includes the Taboo theory with regard to 'the legal folk-lore, too. 

On the 28 th of August, 1871, the Dajakwan (Council of State) proclaimed 

the emancipation of Eta-Hinin by the 61 decree. I t  read as follows: "The titles of 

Eta and Hinin shall be abolished; and henceforth the people belonging to these 

classes shall be treated in the same manner both in occupation and social standing. 

as the common people (heimin). " Despite this proclamation, the country a t  large 

still lived in the taboo of defilement and the feudal atmosphere. 




