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（
 
5
 ）
Ⅱ
 ト
 ～
 
Q
.
,
 
の
 ・
の
の
 

（
 
ム
り
 
）
Ⅰ
 申
 Ⅰ
 
Ⅱ
・
・
の
・
の
 

@
 

印
 

 
 

公
 で
あ
る
。
こ
の
循
環
に
つ
い
て
は
、
イ
エ
ス
 

 
 

の
 問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
と
こ
ろ
 

 
 

さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
ネ
ン
 
ベ
 

 
 

な
的
 理
解
と
、
バ
ル
ト
の
終
末
論
的
啓
示
 

 
 

に
 明
ら
か
に
さ
れ
な
い
一
因
も
あ
る
。
 

ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
意
図
で
あ
る
が
、
 
そ
 

か
 パ
ウ
ロ
か
の
問
題
と
平
行
し
て
、
 

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
 

ル
ク
 は
こ
れ
を
十
分
に
は
た
し
て
い
な
 

お
よ
び
救
済
 史
と
 、
歴
史
 字
的
 研
究
の
 



 
 

 
 

な
 生
に
お
い
て
け
っ
し
て
 

 
 

 
 

る
と
お
り
で
あ
る
。
人
間
 

 
 

 
 

の
 理
解
は
、
か
か
る
死
を
 

 
 

 
 

ょ
 れ
ば
、
黙
示
文
学
的
 復
 

 
 

 
 

を
あ
ら
れ
す
表
象
は
 、
そ
 

 
 

 
 

不
適
切
」
（
 ぎ
 注
ぎ
 E
p
 
（
）
 

 
 

 
 

は
人
間
本
質
に
根
ざ
す
も
 

 
 

 
 

ぎ
り
、
そ
の
真
理
性
と
実
 

 
 

 
 

い
わ
ゆ
る
世
界
の
開
け
を
 
 
 

 
 

一
元
論
に
よ
っ
て
理
解
さ
 

 
 

 
 

パ
リ
ノ
 
不
 ㌧
ノ
ベ
ル
ク
は
五
 
%
 

（
 
R
 リ
 
）
 

る
 。
 

 
 

 
 

思
味
 を
も
っ
よ
 う
 に
は
 

 
 

 
 

歴
史
に
お
け
る
経
験
的
 

 
 

 
 

よ
み
が
え
り
」
、
「
イ
エ
ス
 

 
 

 
 

は
 、
「
象
徴
的
」
と
は
な
 

 
 

 
 

ネ
 ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
 
か
 

 
 

 
 

り
を
示
す
「
 隠
愉
的
 」
 表
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撞
  

 

 
 

と
す
る
。
パ
ン
 
不
ン
ベ
 

 
 

史
 

神
 

Ⅰ
 

 
 

(177) 

 
 

 
 

0
 本
質
規
定
よ
り
も
、
 
む
 

 
 

 
 

わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
 根
拠
は
、
パ
ン
 
不
ン
 

 
 

 
 

ン
ベ
ル
ク
は
、
旧
約
か
ら
 

 
 

 
 

ら
 終
末
へ
と
「
連
続
」
 
す
 

 
 

 
 

つ
は
「
伝
承
 史
 」
の
一
部
 

 
 

 
 

0
 ト
片
ゴ
 

0
 
%
 

㍉
㏄
二
の
～
）
）
 

ず
往
 。
 コ
 

 
 

 
 

思
抹
 す
る
。
（
 

4
 ）
 

註
 

 
 

㏄
 、
の
 ・
 
ぺ
ゆ
 

（
 
2
 ）
Ⅰ
 申
へ
 
Q
.
.
 
 

の
・
㏄
 

荘
 

（
 
0
5
 
 

）
 
ゼ
め
 
@
 
N
 

申
 ～
 
Q
.
.
 
 

の
・
Ⅱ
㏄
 

1
 ㏄
 収
 

 
 

 
 

、
つ
つ
オ
ヤ
 
こ
の
論
文
 

 
 

半
 

 
 

 
 

説
 論
文
と
し
て
ひ
 

批
 

 
 

 
 

 
 

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
 初
肝
 

析
 

 
 

 
 

し
ば
独
断
的
に
な
 

分
 

造
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

構
 

 
 

学
 



 
 

 
 

 
 

「
啓
示
は
啓
示
的
歴
史
 

 
 

到
来
以
前
に
お
け
る
啓
示
は
す
べ
て
間
接
的
で
あ
り
、
 
神
の
歴
史
的
行
為
を
通
し
 

 
 

 
 

。
「
こ
の
よ
う
な
事
情
の
 

 
 

 
 

と
 パ
ウ
ロ
へ
と
到
達
す
る
 

 
 

 
 

的
 概
念
の
根
底
に
存
す
る
 

 
 

 
 

消
滅
さ
せ
る
こ
と
な
く
 確
 

 
 

 
 

で
は
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
 

 
 

 
 

を
経
て
将
来
の
決
定
的
 

 
 

 
 

神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら
世
界
の
 

 
 

 
 

「
神
の
本
質
は
永
遠
か
 

 
 

 
 

働
か
せ
る
歴
史
経
過
に
お
 

 
 

な
っ
た
の
で
あ
る
」
。
（
 

3
 ）
 

 
 

 
 

神
性
の
普
遍
的
啓
示
は
 

 
 

 
 

に
い
っ
さ
い
の
歴
史
現
成
 

 
 

 
 

ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
神
的
 運
 

 
 

 
 

ス
ト
に
お
い
て
死
人
か
ら
 

 
 

 
 

し
た
の
で
あ
る
」
。
（
 

5
 ）
歴
史
 

 
 

一
の
神
と
な
る
と
こ
ろ
の
終
末
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
の
 出
来
事
は
先
取
的
に
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歴史の神学の 構造分析と批判  
 

 
 

か
く
啓
示
す
る
の
で
あ
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

対
応
的
に
終
末
先
取
と
し
 

て
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ス
 に
お
い
て
実
現
し
た
 

 
 

 
 

そ
の
か
ぎ
り
で
は
神
は
 

 
 

 
 

終
末
を
め
ざ
す
進
行
で
あ
 

 
 

 
 

命
 に
お
け
る
神
の
終
末
論
 

 
 

 
 

以
上
が
、
「
伝
承
 史
 」
と
 

 
 

て
 パ
ン
イ
ン
ベ
ル
ク
が
語
る
内
容
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

0
%
 

Ⅰ
の
む
Ⅱ
 

Q
.
 
 

オ
 Ⅱ
の
 
帆
 ・
 せ
 。
 
臣
 

 
 

ヱ
 の
 
ガ
 の
 
コ
 の
 
、
め
 下
口
 
コ
 ・
 H
 
の
 
の
の
、
の
 
の
 の
 

（
 
2
 ）
Ⅰ
 申
 
～
 
Q
.
 
、
の
 
・
の
 
収
 

（
 
3
 ）
Ⅰ
 卜
 
Ⅰ
 
@
@
,
.
 

の
・
の
 

べ
 

（
 
4
 ）
 
ト
轄
 
～
 
Q
.
.
 
 

の
・
 

P
O
 

い
 

（
 
5
 
 
）
Ⅰ
 轄
 ～
 
Ⅱ
 
ヘ
 ・
 
@
 
 
の
 ・
）
申
の
Ⅱ
 

（
 
6
 
 
）
 ト
申
 
Ⅰ
 
@
 ・
・
の
・
 

ト
申
 
Ⅱ
 

（
 
7
 
 
）
 ト
ひ
 
～
 
4
.
,
 
 

の
，
 
H
O
 
り
 

 
 

で
は
な
い
。
 

 
 

ス
ラ
エ
ル
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右
に
述
べ
た
 

史
 」
と
黙
示
 吝
 

題
 に
関
す
る
 パ
 

大
論
を
旧
約
的
 

見
 な
す
 0
 パ
ン
 

依
存
さ
せ
、
 
こ
 

ス
は
 依
然
と
し
 

す
る
決
断
に
よ
 

ス
 に
お
け
る
 沫
 

末
の
側
か
ら
、
 

希
望
さ
せ
る
と
 

黙
示
文
学
の
 

で
も
な
い
。
 
ブ
 

史
的
行
為
は
客
 口
 

止
 す
る
。
そ
れ
 

け
っ
し
て
哲
二
 T
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ス
の
歴
 

 
 

 
 

こ
の
 間
 

 
 

 
 

学
的
 終
 

 
 

 
 

ま
り
と
 

 
 

 
 

行
為
に
 

 
 

 
 

は
 々
ェ
 

 
 

 
 

に
た
い
 

 
 

 
 

ろ
イ
ェ
 

 
 

 
 

的
に
終
 

 
 

 
 

来
 へ
と
 

（
 
1
 ）
 

ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
る
。
 

 
 

 
 

い
う
ま
 

（
 
り
乙
 

）
 

 
 

 
 

神
の
歴
 

 
 

 
 

法
 も
成
 

 
 

 
 

否
定
は
 

 
 

 
 

歴
史
の
 

七
 



 
 

 
 

て
 呑
み
こ
ま
れ
た
と
主
張
 

 
 

 
 

ム
が
 
指
摘
す
る
よ
う
な
 

 
 

と
は
、
事
実
で
あ
る
。
（
 

3
 ）
 

 
 

 
 

ク
 に
と
っ
て
、
人
間
の
 

 
 

 
 

命
 と
し
て
開
示
さ
れ
る
 

象
 

 
 

 
 

史
を
根
拠
づ
け
る
の
で
は
 

 
 

づ
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
 

、
 神
学
的
思
惟
の
基
礎
を
な
 

 
 

 
 

け
る
約
束
に
よ
っ
て
約
束
 

 
 

 
 

パ
ン
、
 

不
 ン
ベ
ル
ク
は
モ
ル
 

 
 

 
 

末
の
待
望
の
も
と
に
、
 

一
 

 
 

 
 

束
を
発
し
、
こ
の
約
束
を
 

 
 

 
 

 
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

。
こ
の
終
末
の
先
取
的
実
現
は
 

 
 

 
 

先
取
」
の
意
味
が
十
分
分
析
さ
 

 
 

 
 

構
造
理
解
も
、
す
な
わ
ち
経
験
 

 
 

 
 

史
的
契
機
の
理
解
も
、
ふ
た
た
 

 
 

 
 

実
｜
 歴
史
」
の
方
法
的
 

区
 19 (181) 



 
 

 
 

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
わ
 

（
 
9
 
マ
 
）
 

 
 

 
 

る
 レ
ス
ラ
ー
に
は
「
救
済
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ク
ル
 

（ （ （ （ 
6 5 4 3   

  

八 

  Ⅱ建 ハ で ルパ すの コ   
ン ち と か お ダ   
か クて示 し啓示 と ぎ 弓 

のの と ，麿 も ㏄ 

  

っ中 最 9  % 
た し初 に ま 

、のト の 
落 と 指縄 烏 
しに定化 宙 

    
向け ざい N かぎ ル フ 

㏄ 八で りトら マれ る はアトののめ 。 神 ン 

ンル 宇 た 

の ト と だ 

㏄ ハ 関 し 

㌍ ウ 係 ア 
l スづル 

註
 

 
 

 
 

・
の
・
の
㏄
１
ト
 

ト
ト
 

 
 

 
 

目
コ
 の
円
 
a
 悪
才
㏄
 

さ
 ま
ま
 
艶
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
（
 

6
 ）
 

ゆ ・ 論 別 
え 的 の 
に 自 由 

、 己 間 
伝 埋 る 

承 解 突 
史 の 破 
と 下 し 

歴 干 よ 
支 分 う 

学 さ と 

的 は す 
認 か る 
調 え パ 

は っ ン 

単 て 不 
私曲 こコ ン 
に の べ 

統 万 ル 
一 法 ク 
さ 的 の 

意図 れ、 区別 

あ る は 
ぃ 湿 土 
ま 部 分 
い さ 汲 
な せ ろ 
循 る と 

環 緒 ろ 

閉 果 れ 
係 を ね 
に ま ば 
お ね な 
か い ら 

れたな 、 とい 
そ い け 
の え れ 

き さ 
  
わ ら パ 

め に ン 
て ま 木 

思、 た ン 
弁   べ 

約 こ ル 

生 め ク 

知 徳 の 
生 理 存 
義 の 花 
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歴史の神学   の 構造分析と批判 

ル 史 
こ ク   は 
の の 三 

よ 「 一 
う 干 柿 
な か 論 
パ ら 的 

ン の 前 
ネ キ 提 
ン リ の 
ベ ス も 

ル ト と 
ク 論 に 
の 」 成 

神 と 立 
学 対 す 
的 立 る 
態 す 救 
度 る 済 
に こ 史 

現 
代 い 
  

  の う そ 
キ ま の 
リ で か 
ス も ぎ 
ト な り 

教 い で 
の 。 は 
弁   

上
か
ら
の
 

証
的
意
図
 が キ 
ひ @ 

そ ス 

ん @ 
で 5A.   
し Ⅰ 」 

る を 

キ 
構 
成 

@ 
ス し、 

    
教   
は   
過   
去 べ 

21  (183) 

に
た
い
し
て
 ク
ル
 

に
と
っ
て
は
、
 
救
 

と
は
、
人
間
的
経
 

車
史
」
の
事
実
を
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
 
と
 

ク
ル
マ
ン
の
よ
う
 

飛
躍
、
あ
る
い
は
 

ぃ
 。
終
末
論
的
地
 

す
る
神
学
的
態
度
 

 
 

 
 

ル
ク
 

 
 

 
 

事
実
 

 
 

 
 

「
 レ
伝
 

 
 

 
 

教
的
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

す
る
 

 
 

 
 

れ
な
 

 
 

 
 

う
と
 

 
 

 
 

救
済
 

 
 

 
 

佳
一
 
ム
｜
 

4
 

 
 

 
 

現
す
 

 
 

 
 

解
す
 

 
 

 
 

終
 

 
 

 
 

と
し
 

 
 

 
 

の
啓
 と

く
に
 キ
 り
 

る
個
体
性
の
 

る
。
こ
れ
に
 

末
の
将
来
性
 

て
の
 イ
ェ
ス
 

示
 L
 
 
（
一
九
二
 

ス
ト
論
 

思
想
を
 

た
い
し
 

に
従
属
 

の
復
活
 

八
一
年
）
 



 
 

沈
下
に
、
パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
な
お
 

 
 

将
来
へ
の
希
望
を
点
じ
よ
う
と
す
る
。
 

 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

註
 （

 
1
 
 
）
 づ
性
 ・
 づ
討
ト
い
 
Ⅰ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
 
づ
ロ
 
M
H
 

（
）
の
の
の
）
が
め
の
 

べ
１
 の
 
申
 

 
 

・
 お
寺
 ，
 絆
キ
 ロ
 e
r
 

の
の
ま
 

、
由
ぬ
 
～
～
 
a
 ～
 
め
 

 
 

も
 ～
 
う
ぬ
 
へ
 
ぬ
，
の
 
・
の
㏄
１
 

%
 か
 
、
鼻
口
切
片
一
口
の
Ⅱ
の
の
）
 

ヴ
の
、
 

メ
ト
 

・
の
め
は
 
肚
 

（
 
4
 
 
）
 せ
哩
 ・
い
 の
又
簗
づ
鮭
品
 
・
）
 
ゆ
肚
 
P
.
 
P
 

ご
 l
 ト
も
 ・
 

か
か
る
状
況
の
奥
底
深
く
流
れ
る
キ
リ
ス
 

パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
か
か
る
意
図
は
 、
モ
 

Q
 め
め
 

n
$
 
ぎ
 ざ
 ～
 
め
，
 
）
 
の
 
の
 
ダ
 の
・
の
の
 

二
色
 
乙
 Q
 の
の
。
甘
の
 

ゴ
 の
 
臣
 在
口
ロ
の
の
の
。
 

ゴ
ざ
す
 
（
の
 

@
 
 
木
 ま
 し
 

 
 

 
 

柵
的
 
態
度
が
一
般
に
 
惨
透
 

 
 

 
 

的
 意
図
の
努
力
目
標
で
あ
 

 
 

 
 

な
お
、
事
実
の
歴
史
性
に
 

 
 

 
 

る
 方
法
と
考
え
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
神
学
の
側
に
お
い
 

 
 

 
 

、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
い
う
 

き 主 に 
状 体 お 
沈 約 い 
に 行 て 

福音 置か 荒者 

れ る の 
た 神 約 

。 か 東   
借 間 へ 

抑 へ と 

を と 目 

標づ ふ た 置き 

た 喚 け 

びえら " " れ 
歴 そ た 
史 の 歴 
半 紡 史 
的 呆 る 
@c  、 展 

証 正 開 
明 統 し 

同 生   
能 義 深 
な 酌 め 
車 借 て 
実 仰 き 
に は た 
根 そ     
づ 即 か 

  
信 な 代 
仰 歴 世 
老 吏 界 
だ 的 に 
け 墓 お 
に 礎 い 
見 を て 
ら 見 啓 
れ 朱 蒙 
る っ 主 
と た 義 
は か は 
か の 歴 
ぎ ご 史 
ら と の 
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歴史の神学の 構造分析と批判 

 
 

 
 

は
な
お
多
く
の
不
十
分
 

 
 

 
 

れ
に
と
も
な
 う
 伝
承
 史
と
 

 
 

リ
ス
ト
 教
的
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
的
危
機
の
深
み
と
、
 

や
や
と
も
す
れ
ば
主
知
工
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

め
る
。
た
と
え
ば
、
パ
ン
 

 
 

 
 

的
 批
判
的
方
法
を
顧
慮
し
 

 
 

 
 

ベ
ル
ク
は
批
判
す
る
。
 
し
 

 
 

 
 

れ
は
、
バ
ル
ト
に
せ
よ
、
 
 
 

 
 

 
 

 
 

与
え
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

歴
史
の
神
学
し
に
お
い
て
 

 
 

 
 

契
機
で
あ
る
。
パ
ン
ネ
ン
 

 
 

 
 

て
 、
し
か
も
み
ず
か
ら
の
 

 
 

 
 

終
末
へ
の
流
動
的
実
在
の
 

 
 

 
 

史
学
的
認
識
と
が
単
純
 

 
 

 
 

か
に
埋
没
し
が
ち
で
あ
 

（
 
り
 
4
 
）
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
が
ま
た
さ
ら
に
 

 
 

 
 

つ
む
 、
危
機
的
現
代
に
お
 
23 (185) 

九
 



 
 

 
 

ベ
ル
ク
で
は
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 

 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
栄
光
と
い
 

 
 

も
わ
れ
る
。
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

の
 導
入
部
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

ゲ
ル
以
後
の
神
学
的
便
 

 
 

 
 

の
ど
と
く
で
あ
る
。
 
へ
｜
 

 
 

 
 

な
に
よ
り
も
こ
の
こ
と
 

 
 

 
 

｜
 ゲ
ル
の
「
宥
和
」
の
 弁
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
、
パ
ン
 
不
ン
ベ
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
的
 ョ
 ー
ロ
ッ
 

 
 

 
 

牢
 と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
 

 
 

 
 

へ
｜
 ゲ
ル
へ
と
帰
る
だ
 

 
 

 
 

て
 生
か
さ
れ
る
の
で
は
な
 

（
 
ア
 
サ
）
 

 
 

 
 

さ
れ
す
ぎ
る
パ
ン
ネ
ン
 ベ
 

 
 

め
る
 生
か
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

註
 （

ー
）
し
の
の
・
 

舟
 Ⅱ
 
心
 
～
～
 
Q
 ～
 
の
 の
め
り
の
 

さ
 ～
 
0
%
 
～
 
n
.
 
 

の
）
 申
 
P
h
 

（
 
2
 ）
第
三
章
 註
 
（
 
3
 ）
を
参
照
。
 

（
 
0
0
 
）
Ⅱ
 申
 
～
 
Q
.
.
 
 

の
・
㏄
 

h
.
.
 
 

）
㏄
Ⅰ
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歴史の神学の 構造分析と批判 

 
 

 
 

か
る
歴
史
の
可
能
性
の
 

 
 

 
 

批
判
は
パ
ン
ネ
ン
 

 
 

 
 

紙
面
の
都
ム
ロ
七
割
 

 
 

 
 

動
向
と
対
照
さ
せ
 

 
 

 
 

も
 他
の
機
会
に
ゆ
 

ず
る
こ
と
に
す
る
。
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哲学的信仰と Ernst 
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意
識
的
に
自
己
批
判
的
、
 

像
 を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
あ
る
 

で
は
な
い
が
、
未
来
の
方
向
 規
 

 
 

0
 冊
 

 
 

カ
ノ
。
、
一
下
 

 
 

演
 

問
的
 厳
格
さ
は
接
す
る
人
々
の
心
を
捉
え
て
い
る
。
 

 
 

現
 

 
 

徴
と
 

 
 

歴
 

 
 

と
課
 

 
 

0
 基
 

 
 

と
し
 

 
 

失
い
 

定
に
か
か
わ
る
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
（
 
2
 ）
 

つ て 本 題 史 し 代 看 し 究 
っ 歴 的 で の て で め て 論 
あ 史 役 あ 変 指 は 
る の 割 る 化 摘 特 大 格の い文 、 
今 変 は 。 は し に と が 講 人 謙虚 義 「 、   

こ 過 の は 的 る が な 類 著 
の 程 よ こ 状 。 激 学 の 書 
こ に う の 況 歴 し の主 間的 宗教   

容 て 史 の く 知 人   
易 い の 変 り 識 が が 分 も 

な く 変 化 だ の そ 窺 難 め 
こ 人 化 を し 拡 れ わ し の 

（（ 証 こ 

        の 
jjlJ 毛ミ ト "  Ⅰ " ム冊 

では 尾Ⅱ e 由 目 Ⅱの年 

のの が㏄ロロ ヰヰ ス，   

    
  毛の コ 毛の コ が 

問 F c ァ 5  @"  Ⅰ c ノ @ " ョ 、 "" Ⅰ 比 較 

の   
焦 

  
し 

Q ㌔・ ペ ヒ て 

力 欝 下 ぎ 句 を 

日工 一 

  
べ 耳 
o 臣 o Ⅱ 片 

る 
か 

捉え ， 目が 目呂せ 

  
""'"  マ Ⅰ   い 

  
のの 
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教
の
悪
評
を
た
て
て
、
ヒ
ン
 
ド
 
の
 

 
 

 
 

 
 

本
の
説
明
で
は
仏
教
が
日
本
の
 

比
 

 
 

 
 

迷
信
の
世
界
に
接
合
さ
れ
 5
 

0 課題と方法論  
 

ァ
の
 宗
教
に
た
い
す
る
理
解
の
歴
史
的
展
開
は
 、
 

 
 

 
 

段
階
で
ア
ジ
ア
の
め
 不
 教
を
解
釈
し
て
い
た
が
、
 
次
 

 
 

宗
教
の
理
解
は
 、
一
 
そ
れ
 

 
 

 
 

た
 」
に
話
し
か
け
、
「
あ
な
た
」
と
と
も
に
語
る
 

、
、
、
 

 
 

他
者
の
理
解
は
自
己
理
解
に
つ
ら
な
り
、
人
間
と
 

 
 

て
い
く
可
能
性
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
歴
史
の
展
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

 
 

に
し
て
、
比
較
宗
教
学
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
 

 
 

問
題
は
人
類
の
異
な
る
宗
教
的
伝
統
の
歴
史
的
展
 

 
 

年
間
の
こ
の
領
域
の
進
歩
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
 

 
 

て
い
る
。
千
八
百
十
年
に
出
版
さ
れ
た
第
四
版
で
 

 
 

ほ
 つ
い
て
ふ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
偶
像
フ
ォ
ー
 

 
 

て
い
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
は
こ
こ
で
 

 
 

て
 記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
八
四
二
年
の
第
 セ
 版
に
 そ

の
一
つ
の
具
体
的
な
例
で
あ
 

 
 

第
 に
一
 

1
,
 

て
ね
 」
が
ア
ジ
ア
人
に
 

て
い
る
ア
ジ
ア
人
の
理
解
で
あ
 

対
話
の
関
係
へ
と
変
化
し
て
い
 

し
て
の
連
帯
感
か
ら
共
通
の
世
 

開
は
複
雑
で
、
直
線
的
で
は
な
 

今
日
の
比
較
宗
教
学
の
課
題
と
 

開
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
 

あ
る
。
一
つ
の
指
標
と
し
て
 ェ
 

は
 、
そ
の
二
十
巻
の
 姥
 大
な
記
 

ほ
 つ
い
て
の
項
が
あ
る
が
、
 
フ
 

は
 中
国
の
古
代
宗
教
の
純
粋
性
 

な
る
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
二
つ
の
 

 
 

 
 

こ
れ
は
ス
ミ
ス
の
 視
 



た
と
述
 

の
世
界
 

じ
こ
と
 

れ
つ
つ
 

第
二
 

し
、
 
そ
 

と
っ
て
 

た
し
て
 

る
。
 
こ
 

信
仰
を
 

苦
し
ん
 

多
く
の
 

と
は
、
 

関
係
、
 

可
能
に
 

第
三
 

の
里
 （
 
な
 

性
質
に
 

 
 

 
 

を
と
お
し
て
西
欧
 

 
 

 
 

響
は
大
き
い
。
 
同
 

 
 

 
 

多
様
性
が
認
識
さ
 

 
 

さ
が
無
限
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 

 
 

い
 う
 概
念
で
表
わ
 

 
 

 
 

統
 に
生
き
る
人
に
 

 
 

 
 

重
要
な
役
割
を
果
 

 
 

 
 

界
を
包
含
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

ヒ
 ン
ド
ウ
教
徒
の
 

 
 

 
 

自
己
の
挫
折
、
 

 
 

 
 

を
形
成
し
て
い
る
 

 
 

 
 

を
 失
っ
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

に
し
た
対
話
的
な
 

 
 

 
 

こ
と
が
少
し
で
も
 

（
 
巳
 
0
 
）
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

、
あ
る
い
は
人
類
 

 
 

 
 

た
 宗
教
の
一
般
的
 

 
 

 
 

ら
ゆ
る
宗
教
は
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一
の
共
通
点
は
 

、
 
異
な
る
宗
教
的
伝
統
の
に
な
い
て
ば
 

、
共
存
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
 

  

  

 
 

0 課題と方法論 

と 能 て 成 意 と と 

こ よ 性 愛 者 識 興 で 
こ り を け へ は な あ 

で も 考 と と 信 る る 

共 、 え っ 変 仰 で   

通 糊 る て 革 者 あ そ 

点 悔 と り し を る れ 
の と 、 る て 単 う ぞ 
間 借 間 人 い な 。 れ 
題 何 題 も る る 第 の 
を を は 少   仏 工 宗 
取 と 共 数 人 統 に 教 
り お 存 で 類 の 注 的 

げ て 、 上し睦はの あ 宗英 忠 、 目 す統 伝 
る 何 共 る 教 な べ で 

とに働が的にき " な " 見仏なこ 意 味 
答 り 兄 い 続 い と の   
格 あ 伸 れ 化 し そ こ 

は る を る を て れ と 
白 か 可 。 意 終 ぞ が 
ず で 能 こ 認 ら れ 起 
か あ に の し せ の り     

、 伝 そ 的 の 史 者 現 
動 統 れ 尊 属 の が 在 

が
 過
去
か
ら
変
化
し
て
い
る
よ
 
う
 に
未
来
は
現
在
 

歴
史
を
意
識
し
っ
 っ
 あ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
 

変
化
の
過
程
に
加
わ
り
 
つ
 つ
 、
 新
し
い
伝
統
の
形
 

す
る
宗
教
的
伝
統
の
変
化
を
世
界
的
視
点
に
た
っ
 

実
に
た
っ
て
宗
教
の
世
界
共
同
体
へ
の
貢
献
の
可
 

ぞ
れ
の
共
同
体
の
役
割
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
 

の
歴
史
的
把
握
で
あ
る
。
（
 

6
 ）
 

的
 、
生
成
的
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
体
系
よ
り
は
 

 
 

 
 

は
未
 だ
終
っ
て
い
な
い
こ
 

問 比 目 義 
者
は
学
問
的
な
蔵
 

人
間
の
宗
教
性
、
 

し
て
い
る
。
第
一
 

較
 宗
教
学
の
重
要
 

の
 常
識
に
な
っ
て
 密

 さ
を
無
視
し
て
い
る
。
今
日
の
 

あ
る
い
は
人
類
の
異
な
る
宗
教
的
 

に
 、
 個
々
の
宗
教
的
共
同
体
の
他
 

な
 課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
個
別
 

い
る
。
歴
史
が
変
化
の
過
程
に
あ
 宗

教
学
の
進
歩
は
 

伝
統
の
共
通
点
の
 

と
の
関
係
、
全
体
 

の
 宗
教
的
伝
統
の
 

る
と
い
う
目
見
 は
 、 理 の 理 こ 

の
よ
う
な
安
易
な
一
般
化
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
 

 
 

に
注
 

 
 

れ
は
 

 
 

0
 字
 

 
 

る
こ
 

 
 

 
 

純
化
す
る
学
問
的
世
俗
 

主
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、
そ
の
意
味
を
構
成
 

 
 

 
 

註
 

 
 

 
 

，
、
 
由
ド
 
「
 
屈
 （
ロ
ロ
 
ぎ
 ぎ
ざ
 
ぜ
 

い
三
ぽ
由
コ
 

㏄
の
 
@
 ）
 
、
ト
 
の
 
0
 
肚
、
つ
で
 

ト
ー
ト
Ⅱ
 

（
 
2
 ）
 回
 、
一
頁
 ｜
 五
頁
 

（
 
3
 ）
 回
 、
五
頁
 ｜
 六
頁
 

 
 

 
 

ぎ
寒
 。
 

 
 

ア
 
ざ
が
 
幅
 
o
 
C
 
ま
く
 
窯
 往
モ
㌧
 お
拐
、
 
）
の
の
の
・
で
 

P
 
 
ビ
 ー
あ
か
 

 
 

 
 

入
門
」
、
東
京
大
 

学
 出
版
会
、
一
九
六
二
年
出
版
の
一
章
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
 
5
 ）
 同
 、
八
頁
 ｜
 九
頁
 

（
 
6
 ）
 回
 、
九
頁
 ｜
 一
四
頁
 

（
 
7
 ）
同
一
四
頁
 ｜
 十
七
頁
 

 
 

ヨ
ミ
セ
 
～
 ，
、
ワ
蓮
 
・
同
和
訳
、
六
八
頁
 

 
 

 
 

の
こ
と
は
比
較
宗
教
学
、
 

 
 

共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

の
 領
域
に
お
け
る
 我
 

 
 

 
 

に
す
る
と
宗
教
的
人
間
と
②
 

 
 

 
 

の
 宗
教
的
に
分
離
し
た
 
歴
 



 
 

 
 

密
 に
検
討
さ
れ
て
 
ぃ
 

 
 

 
 

し
 宗
教
史
を
含
め
て
歴
史
 

 
 

 
 

い
う
。
歴
史
家
と
し
て
の
 

 
 

 
 

宗
教
的
マ
テ
ィ
リ
ア
ル
 

 
 

 
 

と
し
て
実
在
す
る
の
で
は
 

 
 

 
 

と
か
ら
学
者
は
基
本
的
に
 

 
 

 
 

の
で
、
伝
統
の
歴
史
的
展
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
概
念
が
、
伝
統
、
 

 
 

 
 

け
 難
い
が
、
前
後
の
関
連
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
 蓄
積
さ
れ
た
伝
統
を
と
お
し
 

 
 

 
 

の
 外
形
を
と
お
し
て
、
人
問
 

は
 

 
 

 
 

握
 し
て
い
る
。
こ
の
著
書
で
も
 

 
 

 
 

 
 

二
 、
宗
教
的
伝
統
 

59@ (221) 



 
 

 
 

生
活
の
歴
史
の
正
し
い
 理
 

(222) 60 

歴 活 領 初 と 教 厳 正 慣 明 
文 一 の 域 の い 学 一 留 場 行 を 一   
  先 前 で づ 九 的 る と な   

特に 題にの信 ロホ の具 類 の 宗教 ま亜 出版 較宗 つの に観 非人 「 こ ける ｜ ま、 宗 の 

な 教 個 体 異 と き さ 数 論 察 格 ね 。 信 こ 数 倍 
る の の 的 な い て れ 学 逃 で 的 か 仰 の か 仰   
ば と を っ 同 念 が 他 課 絞 車 ね 、 比 て 味 別 な 
歴 日 歴 の 休 に 、 者 題 し 柄 」 較 個 」 さ い 
史 的 皮 注 の 代 第 の の て で と 宗 々 を れ と 

    
イ """ "  """ 鮮 あ い 教 の 研 て い     

史 ぅ 理 、 際 て す こ 

的 概 解 一 を い 為 れ い るで微で 文豪」でしと 毎 なし 場 ム 
炊 食 す 般 見 る に か 。 は的は朝けて   、 

，ら @r@   @ こ 、 斬 れ の 伝 宗教 元 の 板 を るこ 的に しだ 。さ 
関 棄 と い す ら と 比 統は 宗教教の その 宗教 しく まな ｜ 宗教 

  

が を に 的 段 る の   

  歴 佃 『 と ト皆 月ョ あ と 教 し 史 い こ 間 い 
前 史 す し を い り 

看 的 す @ げに土日心 宗教 Ⅰ カ り 下 ， 、 てい 発 的 る 。 ） （ 6 の土日 ぬ カ 

は に   の 明 る 表 味 味 後 
歴 述 ど る 化 な で 
史 べ 

研 確 。 の と す 者 
に 。 と い 提 究 に 具 第 し る の 

学 て は 区 体 一 て こ 場 
老 い   質 別 的 段 
tC  る 約 し に 階   よ で 階 葉 的 た な て は と 教 あ 伝 
っ / Ⅰ あ は で 恵 三 和 い 象 し は る 統 
て 間 接 。 は 
直 の の る普 っ 比較 表わ 味、 ハ 占 、 め 刀 。 小 刀 。 

遍 寒 し あ 段 
宗教 接に 

と 教 教 
約 数 て る 階   し の の 

観 的 な 学 い い の て 研 一 
寮 生 ノ Ⅰ E 団 る は 比 

。 信 較 
外 さ 散 形 

が 活 
の 究 音ふ 

間 有 宗 が で 
可 の 生 の 景 仰 宗 形ス のの、 説の 究 教 科 あ 



比較宗教学 

は
 当
て
は
ま
る
。
 

註
 （

井
上
）
 
圭
ぃ
岸
 
Ⅱ
 
ゆ
ロ
 の
 曲
コ
ヰ
 

毛
色
 一
 の
目
 
ざ
ア
 
・
 ニ
の
 
0
 
ヨ
つ
曲
 

Ⅱ
の
 
ユ
 つ
の
の
 
叶
 
二
口
 
ぺ
 。
 
片
 オ
 0
 
目
頭
 
@
0
 
目
 

目
 の
の
 
日
 白
田
 づ
 
域
の
（
（
 

ざ
 円
 か
 
。
 
由
宙
 
Ⅱ
 o 叶
 し
一
セ
一
コ
 

（
（
 

ぜ
 ・
 Ⅱ さ
臼
は
 
め
ぼ
Ⅰ
Ⅰ
～
 

い
 Ⅰ
の
Ⅱ
 

0 課題と方法論 

 
 

 
 

の
 作
者
を
例
と
し
て
 考
 

 
 

 
 

起
っ
た
が
、
そ
の
外
的
な
 

 
 

 
 

ね
 、
伝
統
を
豊
か
に
し
て
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 こ
 

 
 

 
 

人
間
活
動
の
所
産
で
、
 多
 

 
 

 
 

こ
と
も
あ
る
。
蓄
積
さ
れ
 

 
 

 
 

間
 精
神
が
度
合
の
多
少
は
 

 
 

 
 

は
 理
解
し
て
い
る
。
こ
の
 

 
 

化
 的
な
意
味
で
客
観
的
で
、
客
観
性
に
た
つ
か
ぎ
り
、
 共
産
主
義
者
、
回
教
徒
、
 

 
 

 
 

に
 分
離
し
た
歴
史
の
自
己
 

 
 

 
 

後
の
論
述
に
も
こ
の
こ
と
 

 
 

 
 

問
 的
な
理
解
の
為
に
人
間
 

 
 

 
 

て
い
る
。
こ
の
両
者
が
結
 

 
 

 
 

よ
っ
て
は
直
接
的
に
観
察
 

 
 

 
 

61@ (223) 



 
 

 
 

に
 言
葉
に
よ
る
表
現
、
 
儀
 

 
 

仰
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
は
、
宗
教
 

 
 

 
 

は
 避
け
た
い
。
こ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

し
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

統
の
光
の
も
と
に
 全
 

 
 

 
 

く
ス
 の
著
述
に
は
一
貫
し
 

 
 

の
 意
味
と
目
的
口
を
と
お
し
て
明
確
に
し
て
み
た
い
。
 

 
 

で
 明
瞭
に
は
記
述
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
 こ
の
よ
う
な
限
界
に
も
 

だ
 Ⅰ
 め
り
 
・
 ワ
丹
 
0
 コ
 （
 
*
 
の
曲
に
 
ト
 
の
 印
つ
，
ロ
 

P
 
 
肚
つ
 
1
.
 
の
 
む
 

（
 
2
 ）
 
回
 、
五
 0
 頁
 

（
 
3
 ）
 
同
 Ⅰ
五
一
頁
 

（
 
4
 ）
 
同
 Ⅰ
五
三
頁
 

（
 
5
 ）
 
回
 、
五
五
頁
 

 
 

目
白
 
沈
 ～
 
Q
 「
お
で
 甲
べ
 1
.
 
の
 

 
 

 
 

一
頁
 !
 五
三
頁
 

 
 

 
 

の
の
 
収
 
・
 づ
で
 
・
 
ト
の
 
1
.
 
ト
の
 

 
 

 
 

い
 ～
 
ヴ
 Ⅱ
 
笘
 Ⅱ
 
ぺ
，
 P
 
の
の
 

A
,
 
 

口
口
 

Ⅰ
 
む
 
0
 １
Ⅰ
の
の
 

（
 
皿
 ）
 
回
 、
一
三
九
頁
 f
 一
五
三
頁
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比較宗教学の 課題と方法論 

で る 味 つ め 仰 て 的 に 活   
そ 人 心 て 人 あ れ あ る い あ お ト 調 ジ 作 勧 め    
 

 
 

は
歴
 

 
 

 
 

現
を
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

ブ
イ
 

 
 

 
 

教
伝
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
同
生
 

 
 

 
 

信
仰
 

 
 

 
 

窮
極
 

 
 

 
 

お
 い
 

（
 
り
り
 
）
 

 
 

は
で
き
な
い
。
 

は
 品
格
を
と
お
し
て
の
信
仰
表
現
は
最
も
直
接
的
で
、
 

 
 

的
信
 

 
 

 
 

6
 人
 

 
 

 
 

か
わ
 

 
 

 
 

な
 意
 

 
 

 
 

解
す
 

（
 
丼
片
 

）
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

事
柄
 

 
 

 
 

て
の
 
63 (225) 



 
 

と
は
歴
史
的
情
況
に
お
け
る
人
間
の
信
仰
的
実
存
は
 

、
 人
間
の
人
格
化
し
っ
 つ
る
 

 
 

 
 

お
る
。
（
 

8
 ）
 

 
 

 
 

に
は
 信
仰
は
伝
統
に
先
行
 

 
 

 
 

て
の
人
間
の
応
答
が
な
け
 

 
 

 
 

仰
 で
あ
る
。
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。
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Ⅰ
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Ⅰ
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 Ⅱ
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Ⅰ
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Ⅰ
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。
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。
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 Ⅰ
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せ
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 Ⅰ
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Ⅰ
 

さ
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ミ
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Ⅰ
㌧
Ⅰ
 

り
 
か
Ⅰ
 
さ
隠
 
か
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Ⅰ
 
か
へ
ミ
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Ⅰ
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き
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 Ⅰ
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Ⅰ
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0
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ト
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目
い
切
 

1
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.
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前
者
は
せ
の
 ぃ
宙
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㏄
本
か
ら
推
定
す
る
限
り
、
 

で
き
る
類
の
写
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
 

 
 

鵠
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Ⅱ
 づ
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ど
う
に
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使
用
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の
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す
る
機
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恵
ま
れ
 

 
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

あ
る
限
り
、
む
し
ろ
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（
 
巧
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っ
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検
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が
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旬
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き
蕊
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の
み
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あ
る
（
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 ・
の
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べ
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。
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p
 
日
ヴ
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年
 
抽
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に
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点
 

（
Ⅱ
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）
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Ⅱ
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ぞ
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チ
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ぺ
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Ⅰ
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Ⅰ
Ⅹ
 

め
 ㎏
～
 
雙
へ
ミ
へ
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あ
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あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

め
 
や
田
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連
声
の
規
則
に
よ
る
 

 
 

っ
 ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
願
望
法
の
用
例
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
ま
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Ⅰ
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Ⅰ
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。
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 Ⅰ
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・
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ぬ
へ
 
ぬ
 ヒ
 ・
 h
o
q
 
 

さ
 ～
 
ぬ
ぺ
 
Ⅰ
 ゑ
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思
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0
 目
い
 
の
力
的
の
：
 
づ
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か
ゆ
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Ⅰ
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・
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Ⅰ
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に
も
述
べ
た
よ
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要
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え
る
。
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ぴ
ぎ
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㍉
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し
て
い
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窩
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よ
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あ
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あ
る
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。
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。
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。
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る
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せ
 い
ニ
セ
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し
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に
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し
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前
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。
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。
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独
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。
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衆
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快
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得
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 ～
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 仁
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風
水
火
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衆
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快
楽
虚
空
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非
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滝
の
和
訳
（
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）
の
 

お
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へ
ば
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空
は
無
所
有
に
し
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讐
如
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空
無
所
有
 

（
田
付
）
 

風
水
大
地
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任
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か
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 Ⅰ
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し
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ベ
ッ
ト
文
に
 

、
 

 
 

ミ
晦
雙
ミ
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…
と
あ
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と
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Ⅰ
 
ま
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に
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定
し
て
い
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を
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え
た
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っ
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。
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Ⅰ
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い
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か
ら
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梵
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Ⅰ
め
れ
 

か
 Ⅰ
 ミ
 Ⅰ
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S
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づ
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あ
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。
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に
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と
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致
す
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。
 

ま
こ
と
に
そ
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は
生
け
る
も
の
の
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い
っ
た
い
ど
こ
に
空
間
が
存
在
し
て
 

こ
の
こ
と
を
ひ
と
は
思
索
す
べ
き
で
 

Ⅱ
 

の
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用
に
よ
る
の
で
あ
り
、
 

い
る
の
だ
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う
か
。
 

あ
る
。
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つ
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=
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簿
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補
お
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。
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  の と 提 て 団 

世 す な じ を 

帯 る と る 構 
を 外 む 信 成 
八 護 ら 徒 す     

八 が 信 三   

檀典 家型にのⅤ 徒者寺 類 
Ⅴ で 分 相   
と あ ち 五 ハ 

そ   
仰 て 檀 八 び 
上 手 信 幸 八 
か を 徒 Ⅴ 檀 
ら 支 Ⅴ が 信 

住 え は 檀 徒 
職 る 往 往 Ⅴ 
に 檀 職 の の つ 帰依 三 信徒 を通 先祖 

し は し 代 を 
た 、 て 々 数 

個 人々 伏日のえ ら墓る 
を 家 の を こ 
八 の 宗 境 と 

，で 宗旨信徒 教生 内地 力 

V と 活 に き 
と し を も る 

  
が が ま 職 信 

普 れ た Ⅴ 仰 
通 た 寺 は に 
で 八 の 先 よ 
あ 家 存 祖 っ 

と て っ 細 砂 い 前 と 違 て 
も か た 分 く 以 て か 全 い の 

  

の 生 侍 移 入 デ を 倍 大 鏑 あ 
手 合 従 で 五 l 分 徒 セ し る 

院 の 一 葬 老 タ し は 膠 て が 

に 角 家 儀 は か て ほ を も   

み 険 で や 葬 ら 依 は 占 、 ほ 
ら る る 国 儀 、 頼 丸 め 関 と 

  

長 け 子 す 紹 替 も 前 こ な の 

とに分る な 篤の人で転は 介 やの 営 業らも れい 宗 旨 

っ 信 関 々 訪 居 佳 さ の の に 
て の 係 を ず 先 か れ 知 が 関 

  

次はせ 職ど弱葬 親分の 滅で 意   
個 ま っ 格 明 ぎ の 部 。 ・ が 
人 た た 的 と な 大 分 細 き 

的 、 と 触 分 じ 黒 が 介 わ 
な 戦 か れ 類 。 屋 A は め 
信 節 え る し 0 手 知 て 
徒 に る い た 
と 横 で の 三 
な 浜 あ な ， セ   
っ 捲 ろ か 戸 あ で 倒 と 

て 湾 う に を 
い 関 。 次 除 

葬   第に 係のくと き、 しか 式 さ お て                   くし「 "  る 

強 葬 初 と を 
力 が 期 な 訪 

要 道 観   

の 助 成 先 
際 調 に 祖 

な行のりず 発な堂、 れ に 査 よ の 
展 わ 手 次 た た す る 戒 
の れ の 々 宗 ま る 細 君 
環 る 建 と 教 
の よ 立 新 浮   
あ う に し 動 説 と あ で 

っ に 力 い 人 教 く わ 宗 
た な の 人 口 な に せ 旨 
こ っ あ を の 開 戦 る の 



一 都市寺院と宗教浮動人口  
 

 
 

あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
 
そ
 

 
 

 
 

指
標
を
考
え
て
み
た
ば
あ
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
、
第
二
に
 

 
 

 
 

継
続
し
て
祖
先
の
追
善
国
 

 
 

を
 数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

で
、
一
般
信
徒
十
二
基
 

 
 

 
 

と
し
て
戦
後
の
宗
教
浮
動
 

 
 

 
 

市
及
び
近
郊
に
墓
地
を
も
 

 
 

 
 

し
て
展
開
し
て
い
る
の
 

 
 

で
の
分
類
の
指
標
と
し
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ず
 葬
っ
て
そ
の
手
と
基
壇
 

 
 

 
 

も
 墓
を
媒
介
と
し
て
 い
 な
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
 

 
 

 
 

地
の
距
離
的
な
位
置
は
寺
 

 
 

 
 

ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
 

る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
ろ
 
う
 。
 

 
 

 
 

と
し
て
寄
付
行
為
の
有
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申 （ 墓 れ て 法 一 A 

」ら う 地 る き 要 人 手 以 
に ち - 。 た る ! を 上 
分 東 、 横 表 付 」 訪 に 
右 京 鎌 浜 1 な 丸 ず 区 

し は 倉 市 の ぃ 戸 れ 分 
て 三 霊 没 入 、 が て し 

い 二 園 び 回 そ 信         

  
  

階 

  

介 徒 墓 戸 件 忌 の け に 
と を 地 の 数 法 A を み 
し 除 一 ぅ V 要 寺 依 ら   
儀 2 ほ 日 増 わ さ た よ 
中 の か 好 し る し 一   

心 労 は 共 た の め 時 に 
0 桁 四 葬 形 で た 信   
A 図 五 基 で 表 こ 往 戦 

  
  て 

裏 信 募 兵 向 Ⅴ 葬 で 年 
付 徒 墓 葬 を に 儀 二 に 
け が 地 墓 奔 注 を 声 三 

て い 久で地隈 保、 一の 要だは二 致 しや ! 

    浮動 県外地二背景ことす 一 ｜ ま て し 、 
に 六 、 が で 周 く 人 
寺 九 本 知 に 忌 が 口 

を 戸 牧 ら み の 、 が 

（   （ 
血マ " 

皿 
"w"" 

Ⅱ 
  よ 年 

ろ 地 中 
墓 に 横 を 横 行 
地 墓 浜 も 法 事 
を 拙 か っ 市 の 
も る ら も 及 参 
た も 離 の び 加 
な っ れ 近 度 
い も た 郊 を 
も の と @  と 
の   墓 り 

"""""" 『 " 一一 あ 

(F)  (E)  (D)  (C)  (B) ｜ 目 げ 
' 具 て 
骨 葬 墓 葬 寺 本   

を 儀 地 儀 の 堂 A 
手 な を を 年 ・ 寺 
に い 郷 一 中 庸 と 
あ し 皇 国 行 裡 縁 
ず 回 に 以 事 の を 
け 向 も 上 に 建 結 
て の つ 幸 菱 築 ん   
徒頼儀 し ・てい為人 しな行 0 
      た 法   し の 四 世帯 を一時 事 寺院 寺側 あっ 

      信 侠 者 か た を 
      徒 頼 薄 ら も 次 
            す に 棚 の の 

            る 登 経 ; よ 僧 録 の う 

            徒 さ 回       {C 

                  れ 両       分 
                  て に       類 あ い し 

            ;  る ず       ナ 。 Ⅰ                 だ か                         け る       
                  の も       

                  も の       

                  の                       
セ七四四 一・ 0 二 四 
セ 六 二 六 三 0 



一 都市寺院と宗教浮動人口 

表 2. 信徒の年次別増加 

  
( ) 内の数字は離幸信徒入信時の 数。 各年次の葬儀件数と 新信徒の合計と 
の差はすでに 信徒となっている 世帯による葬儀 数 となる。 
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表 3. 信徒の職業 ( ) は百分比 

軸 そ 不       
  
  
          
表 4. 信徒の収入 ( ) は百分比 
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表 5.  信徒の住居 ( ) は百分比 

従因             
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一 都市寺院と宗教浮動人口 

 
 

 
 

 
 

公
比
 

者
の
平
均
給
与
は
 

セ
 一
万
円
（
一
九
六
八
年
度
）
で
 

百
 

 
 

Ⅰ
ノ
ア
Ⅰ
 

@
 

く
不
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
居
の
面
で
は
、
 

 
 

 
 

較
 

 
 

 
 

 
 

的
 安
定
し
た
信
徒
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
裏
付
 

 
 

 
 

い
 

族
 

 
 

 
 

家
 

 
 

 
 

 
 

徒
 

 
 

 
 

以
上
の
比
較
的
安
定
し
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
の
 
セ
 五
 %
 、
自
宅
所
有
者
は
 

セ
 七
 %
 と
な
る
。
 

碇
 

こ
れ
に
対
し
て
、
寺
と
の
結
び
つ
き
に
欠
け
る
 

C
 

 
 

群
 、
埋
葬
す
べ
き
墓
地
を
も
た
ず
に
遺
骨
を
中
に
 

 
 

 
 

的
に
み
て
、
日
本
の
典
型
的
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群
を
除
き
離
幸
信
徒
を
別
 

 
 

 
 

け
る
宗
教
浮
動
人
口
の
中
間
 

 
 

 
 

工
業
者
と
を
合
せ
る
と
六
三
 



 
 

 
 

允
 崇
拝
を
軸
と
し
た
郷
里
 

へ
の
志
向
の
強
さ
を
伝
え
て
い
る
。
 

 
 

済
 的
に
も
ゆ
と
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菩
提
 
寺
 と
の
縁
を
絶
っ
こ
と
は
 

 
 

 
 

口
老
 、
自
宅
を
も
っ
も
の
 

図 2 信徒の分布 
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な
 青
檀
関
係
が
経
済
的
に
上
 

層
 の
も
の
と
結
び
っ
き
を
 強
 

く
み
せ
て
い
る
の
と
同
様
の
 

信
徒
構
成
を
こ
こ
に
も
認
め
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
、
職
業
の
面
で
、
 

労
務
者
や
無
職
、
ま
た
そ
の
 

他
 に
分
類
し
た
助
産
婦
・
 
タ
 

ク
シ
ー
の
運
転
手
・
バ
ー
の
 

ホ
ス
テ
ス
な
ど
の
な
か
に
 収
 

人
面
で
も
下
層
の
も
の
が
お
 

り
 、
 A
 群
・
 B
 群
に
一
五
 %
 

も
 含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 

寺
 と
の
結
び
っ
き
が
単
に
経
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一 都市寺院と宗教浮動人口 

名 か 約 百 害 て 
が れ 色 は 伝 と 寺 と信 参加 てい 彩 が 信仰 道と らえ 

し る 強 生 し る 徒 
て 。 い 活 て こ と 
り '  一 。 の は と の 
る 九 座 あ 、 が 結 

。 六 談 り 一 で び 

ぴ 

    
ら
 信
徒
へ
働
き
か
 

は
文
書
伝
道
、
座
 

三
回
「
機
関
誌
」
 

近
況
、
信
徒
に
よ
 

経
典
講
読
、
百
万
 

浅
 い
 せ
 い
か
 参
加
 

多
く
参
加
し
て
い
 る 者 辺 る が 談 け   信徒 こ四 、 O 信仰 ， 験 、 れ、 中行 

0 修で 名陸行 談 車群、 E 事が 寺 
養 、 会 案 を 棚 に 
会 本 を 内 陳 経 参 
  が 調 内 で く を る   

な 徒 た て に こ 行 
市 の 「 お 配 と 為 
  民 ぅ 修 り 布 が の   

繋 は 」 ュ る る に 
が 一 が @    。 お 

  り セ 開 ス 祇 支 い 
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家
族
構
成
の
面
で
は
 

同
居
を
含
め
る
と
六
七
 

教
浮
動
人
口
と
は
い
っ
 

き
を
も
つ
こ
と
か
ら
 核
 

い
し
両
親
と
の
同
居
が
 

み
の
世
帯
が
九
 %
 あ
る
 

関
連
し
て
自
宅
を
も
た
 

が
 分
離
し
て
必
ず
し
も
 

み
て
み
よ
う
。
 

 
 

る
が
、
夫
婦
 

 
 

は
や
や
遅
れ
 

 
 

れ
て
い
な
い
 

 
 

も
の
は
少
な
 

 
 

び
つ
い
て
い
 

 
 

寺
を
離
れ
て
 

 
 

転
居
・
転
勤
 

 
 

の
 結
び
っ
き
 ・

子
供
か
 

た
背
景
を
 

か
ら
で
あ
 

い
。
逆
に
 

る
 背
景
を
 

い
く
可
能
 

の
 可
能
性
 

に
ど
の
よ
 ら

な
る
核
家
 

な
し
て
い
る
 

ろ
う
。
 D
 群
 

A
 、
 B
 両
群
 

示
し
て
い
る
 

性
は
強
い
。
 

を
も
っ
も
の
 

う
 に
影
響
す
 族

 が
四
 

。
 A
 寺
 

は
郷
里
 

に
お
い
 

。
な
か
 

ま
た
、
 

で
あ
り
 

る
も
の
 八

 %
 、
片
親
 

の
ば
あ
い
宗
 

と
の
結
び
つ
 

て
は
片
親
な
 

で
も
本
人
の
 

こ
の
こ
と
に
 

、
寺
と
 墓
 と
 

か
を
、
次
に
 



を
み
せ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

れ
 兼
ね
て
催
さ
れ
、
 両
 

 
 

 
 

る
 。
「
修
養
 会
 」
を
除
く
 

 
 

 
 

0
 年
中
行
事
に
参
加
し
、
 

 
 

 
 

体
 的
に
信
徒
の
区
分
に
従
 

 
 

の
 結
び
っ
き
を
み
て
み
よ
う
。
 

]
A
 

群
の
ば
あ
い
 

 
 

び
っ
き
は
次
の
三
 つ
 に
介
っ
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

一
 
"
 一
 

八
 O
 

寺
 と
信
徒
と
が
一
方
的
に
 撃
 っ
て
い
る
も
の
 

三
セ
 

寺
 と
信
徒
と
は
無
関
係
の
状
況
に
あ
る
も
の
 

 
 

 
 

中
に
棚
経
に
よ
っ
て
 先
 

 
 

 
 

て
い
る
も
の
一
五
戸
、
月
 

 
 

 
 

戸
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
の
 

 
 

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

声
 は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 

五
四
 

信
徒
が
寺
の
行
事
に
専
ら
参
加
す
る
も
の
 

一
一
 
ユ
 
ノ
 
Ⅰ
 

専
ら
寺
側
か
ら
信
徒
が
棚
経
を
づ
け
る
も
の
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無
関
係
状
態
に
あ
る
も
の
 

一
一
 

一
一
一
 

一
 0
 
 （
七
）
 

- 部 面 寺院と宗教浮動人口 

県
内
 

県
外
（
東
京
）
 

計
 

相
互
に
交
流
の
あ
る
も
の
 

一
四
 

一
一
一
（
一
ハ
 

し
 ）
 

一
一
工
、
 

ノ
 

一
方
的
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
 

三
一
 

二
 0
 
 
（
九
）
 

一
一
一
一
一
 

 
 

 
 

ち
 東
京
九
）
が
横
浜
市
外
 

 
 

 
 

家
で
共
有
す
る
も
の
 五
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
 

 
 

 
 

田
原
市
の
県
内
転
出
世
 

 
 

 
 

忌
 回
向
を
依
頼
す
る
も
の
 

 
 

 
 

仏
事
が
老
人
に
よ
っ
て
 担
 

 
 

 
 

て
も
 幸
 へ
出
向
く
意
識
を
 

 
 

%
 
,
 

@
 
よ
 レ
 
Ⅰ
 0
 

 
 

三
セ
 戸
に
つ
い
て
は
、
二
一
戸
が
県
内
一
一
、
県
外
一
 0
 
 （
う
ち
東
京
七
）
の
 

 
 

 
 

本
家
で
供
養
し
て
も
ら
っ
 

 
 

 
 

寺
を
離
れ
た
も
の
と
み
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 だ
ろ
う
。
転
出
世
帯
 

を
 総
括
し
て
み
る
と
、
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距
離
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
 

 
 

 
 

出
し
た
世
帯
は
一
二
戸
に
 

 
 

 
 

た
 年
中
行
事
参
加
者
で
、
 

 
 

 
 

な
 状
態
に
移
行
す
る
可
能
 

 
 

 
 

果
 で
は
転
出
後
ひ
ん
ぱ
ん
 

 
 

 
 

ロ
セ
ス
か
ら
類
推
さ
れ
る
 

 
 

 
 

転
出
 地
 で
は
近
く
の
 手
 

 
 

 
 

を
 依
頼
す
る
に
す
ぎ
な
い
 

 
 

 
 

能
 性
は
当
然
考
え
ら
れ
て
 

よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

2
 、
 B
 
群
の
ぱ
あ
い
 

 
 

つ
 き
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
 

四
九
 

相
互
に
交
流
の
あ
る
も
の
 

五
 O
 

一
方
的
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
 

 
 

 
 

流
は
 、
修
養
 会
 参
加
 
一
 

 
 

 
 

出
世
帯
も
距
離
的
に
近
く
 

陸
生
ロ
と
な
っ
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

に
 分
か
れ
る
。
前
者
の
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弟
 が
在
 
涙
 し
て
い
る
の
で
 

 
 

 
 

横
浜
市
内
に
在
住
し
て
 

 
 

 
 

も
の
一
戸
と
な
っ
て
 

い
 

 
 

 
 

の
で
転
出
に
よ
る
影
響
は
 

 
 

 
 

層
 と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

3
C
 
群
の
ば
あ
い
 

 
 

 
 

側
 と
の
交
流
を
欠
く
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 去
る
可
能
性
を
秘
め
た
信
徒
と
 

い
 え
る
だ
ろ
う
。
 

手
動
 

4
 、
 D
 群
の
ぱ
あ
い
 

 
 

『
町
人
 

力
宅
 

 
 

 
 

い
て
い
る
信
徒
で
、
寺
と
の
 

結
 

描
 び
っ
き
は
同
様
に
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

市
 

寄
附
行
為
の
あ
る
も
の
寄
附
行
為
の
な
い
も
の
 

計
 

都
 

 
 

相
互
に
交
流
の
あ
る
も
の
 

九
 

上
 

一
五
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一
方
的
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
 

セ
 

二
一
 

一
九
 

無
関
係
の
状
態
に
あ
る
も
の
 

Ⅰ
 
/
 

Ⅰ
 
/
 

  

  

戸
 
だ
け
で
あ
る
。
一
方
 

  

  

加
 
型
は
、
そ
の
う
ち
一
戸
 

  

  

為
 の
あ
る
二
戸
が
横
須
賀
 

  

  

行
事
参
加
に
は
支
障
は
な
 

  

  

戸
は
 
、
そ
の
う
ち
一
戸
が
 

  

さ
し
っ
か
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

5
 、
 
E
 群
の
ば
あ
い
 

  

  

な
い
信
徒
で
あ
る
。
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る
 。
 

都市寺院と宗教浮動人口 

し
か
し
、
無
関
係
の
状
態
に
あ
る
も
の
、
い
い
 

に
 及
ん
で
い
る
事
実
は
看
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
 

け
 、
回
向
を
し
て
遺
骨
を
あ
ず
け
た
も
の
を
含
め
 

五
 %
 は
郷
里
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
な
り
、
霊
堂
に
 

そ
れ
に
対
し
 未
 だ
に
遺
骨
を
あ
ず
け
て
い
る
の
は
 

も
 、
す
で
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
一
九
六
四
年
以
降
 

か
え
れ
ば
遺
骨
 

問
題
を
提
示
し
 

る
と
、
現
在
 寺
 

安
置
し
た
り
、
 

三
五
 %
 、
そ
の
 

市
民
の
公
共
裏
 の

無
 

て
い
 

に
 保
 

ま
た
 

う
 ち
 

弛
め
 緑

化
が
進
行
し
て
い
る
も
の
が
二
三
 

る
。
ち
な
み
に
、
葬
儀
を
執
行
し
な
 

管
さ
れ
て
い
る
遺
骨
の
状
況
は
、
 表
 

は
転
居
に
際
し
て
遺
骨
を
ひ
き
と
っ
 

二
 0
 年
 以
上
た
っ
て
い
る
遺
骨
は
 一
 

利
用
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
 戸

 、
こ
の
 F
 信
徒
 

い
で
茶
屋
な
ど
の
 

7
 に
み
ら
れ
る
よ
 

て
い
る
こ
と
が
 知
 

セ
 体
に
及
ん
で
 ぃ
 

こ
れ
ら
の
信
徒
が
 埋 る る う 紹 の 

三
一
 %
 

介
を
う
 

こ
、
 六
 

れ
る
。
 

。
し
か
 

葬
 墓
地
 

 
 

係
は
、
 次
の
よ
う
に
な
る
 

寄
附
行
為
の
あ
る
も
の
寄
附
行
為
の
な
い
 

相
互
に
交
流
の
あ
る
も
の
 

一
 O
 

一
九
 

一
万
的
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
 

一
七
 

五
 

無
関
係
の
状
態
に
あ
る
も
の
 

一
一
一
一
一
 

 
 

棚
経
の
形
で
結
ば
れ
て
お
り
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

、
棚
経
型
一
二
戸
で
あ
る
 

 
 

阿
行
為
は
な
く
横
浜
市
に
居
 

 
 

ば
あ
い
で
も
年
中
行
事
に
参
 

が
 存
在
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

も
の
 

、
寄
附
行
為
 

。
年
中
行
事
 

住
す
る
無
関
 

如
 し
、
寺
側
 

  

型
の
う
ち
寄
附
行
為
の
あ
る
三
戸
が
県
 

心
 層
で
あ
る
。
こ
の
 F
 群
の
ば
あ
い
、
 

に
回
向
を
依
頼
す
る
形
で
強
 い
 き
ず
な
 

計
 

二
九
 

一
一
一
一
 

一
一
一
一
一
 

の
あ
る
二
戸
、
寄
附
行
為
の
な
い
も
の
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現
在
、
横
浜
市
民
で
墓
地
を
所
有
す
 

県
 二
 %
 、
そ
の
ほ
か
一
一
 %
 と
な
っ
て
 

を
 取
得
し
た
も
の
は
僅
か
一
七
 %
 に
 す
 

0
 世
帯
が
墓
地
所
有
の
意
向
を
示
し
て
 

（
 
4
 ）
 

性
 を
み
て
み
る
と
表
 8
 の
よ
う
に
な
る
 

基
 で
あ
る
。
未
使
用
墓
地
面
積
は
墓
地
 

成
 可
能
面
積
六
六
、
 
0
 二
 0
 平
方
 メ
｜
 

用
 墓
地
と
今
後
造
成
可
能
の
墓
地
と
を
 

一
 0
 
一
 、
五
 

0
0
 

世
帯
の
需
要
に
応
ず
 

で
あ
り
、
寺
院
の
私
有
及
び
貸
付
け
を
 

寺
院
に
依
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
 

F
 群
 お
 る

も
の
は
五
三
 %
 で
、
墓
地
 

（
 
2
 ）
 

い
る
。
横
浜
市
民
の
六
一
・
 

ぎ
ず
、
墓
地
を
所
有
し
て
い
 

（
 
3
 ）
 

い
る
。
こ
れ
ら
の
墓
地
所
有
 

。
墓
地
許
可
面
積
に
対
す
る
 

許
可
面
積
の
四
 %
 に
あ
た
り
 

ト
ル
の
可
能
基
数
は
一
一
、
 

合
し
て
も
 一
 0
 九
 、
四
八
二
一
 

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

つ
け
て
い
る
未
使
用
の
墓
地
 

よ
び
 D
 群
の
信
徒
が
今
後
 墓
 地
を
取
得
し
た
い
と
希
望
す
る
な
ら
 

の
場
所
は
横
浜
市
内
 

二
 %
 が
戦
後
か
ら
の
 

な
い
 四
セ
 老
の
う
ち
 

-
 
の
 意
向
を
示
し
て
い
 

現
在
使
用
面
積
の
割
 

、
使
用
可
能
基
数
は
 

九
三
五
基
で
あ
る
の
 

平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
 

し
か
も
、
公
営
墓
地
 

は
 八
八
 %
 を
占
め
る
 二

セ
老
 、
東
京
 

流
入
者
で
あ
る
 

半
数
に
あ
た
る
 

る
も
の
に
対
し
 

合
は
 セ
 六
 %
 、
 

五
、
七
六
三
基
 

で
、
今
後
市
民
 

七
 、
・
六
九
八
基
 

の
 改
葬
・
辞
退
 

の
で
、
今
後
進
 六

 %
 、
神
奈
川
県
二
 %
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
戦
 

二
三
 %
 の
市
民
一
 0
 
一
 

て
 、
現
在
の
墓
地
の
利
 

使
用
基
数
は
 一
 0
 五
 、
 

と
な
る
。
今
後
墓
地
と
 

の
 利
用
で
き
る
墓
地
は
 

に
す
ぎ
ず
、
墓
地
を
希
 

に
よ
る
墓
地
は
微
々
 
た
 

成
さ
れ
た
と
し
て
も
 九
 

ば
 、
 他
 寺
院
の
墓
地
を
 

表 7. 遺骨保管の状況 涛 

  

年 懐 硯 っ     

頼 在て   
まい   

件 でる 

次 数 頭数     

      1945         
    46 15     

47 11     
48 18     
49 14     

1950 34     
12 

  

73 
  55     20       

    
 
 

 
 

 
 

 
 

  62    13   5  I 

63 17     
64 13     
65 13   

66     23     

 
 

 
 

 
 

 
 

、
静
岡
 

後
墓
地
 

、
 五
 O
 

用
 可
能
 

二
三
七
 

@
 
て
 造
 

、
未
使
 

望
 す
る
 

る
も
の
 

六
 %
 を
 

取
得
し
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一 都市寺院と宗教浮動人口 

表 8. 横 浜 市 の 墓 地 
( ) は百分比 

  

395,361     
81,486 6,576 7,902   (9)   (15)   (12) 

寺 
466,018 31,544 55,618           (73)   (84)     

民 
4,780 5,349 2.500   

営                       (1)     (4) 

- 一 口 - 一 十 
66.  020m2  '     

年 納 と さ い て   
牢 入 堂 率 慣 込 率 て   

  
が 人 来   

高 槻 め 
け 模 る 

と 八 反 
ば 墓 り   高 地 他 
い 開 に 
ほ 発 道   ど が は   が の 多 現 ケ が あ か 式 市 手 な な 
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ば
 遺
骨
の
無
縁
化
の
宣
告
で
も
あ
る
 

っ
て
も
 差
 つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

通
し
の
不
安
、
生
前
の
人
間
関
係
の
 

こ
の
よ
う
な
、
遺
骨
の
無
縁
化
は
 

統
 的
な
祖
先
崇
拝
の
解
体
の
プ
ロ
ゼ
 

 
 

あ
た
る
二
三
体
は
す
で
に
無
縁
化
し
た
と
い
 

 
 

的
 要
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
永
住
の
見
 

 
 

い
る
。
（
 

8
 ）
 

 
 

世
帯
の
独
立
化
と
故
郷
喪
失
を
背
景
に
 、
伝
 

 
 

て
よ
い
で
あ
ろ
う
の
 

Ⅰ 使 
Ⅰ周匝 

年 Ⅰ 允 
度 Ⅰ 

1957 

58 

59 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

親
族
・
縁
故
者
が
亡
く
な
っ
て
い
た
り
、
遺
骨
を
引
 

き
 取
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
い
わ
 

表 9. 霊 堂 使 用 状 況 

短 期 保 管   

  

家族納骨 壇 

  

22   19   14     12     104(6)       

23   30    33  l  26m   15001)     

    31    47 Ⅲ   30   90(3)     
    

                          一   15 

7(1)  1  93 Ⅲ   一   一 1  一 1  6 
5(1)@   17    一 l 一         

17   119(1)   一   一         

2    83(2)   一   " 一         

( ) は市覚の利用者 

短
期
保
管
が
東
 

て
 、
横
浜
市
大
 

0
 体
に
対
し
佳
 

局
で
は
短
期
保
 

極
 的
な
利
用
増
 

う
 。
し
か
し
、
 

則
 八
条
二
項
の
 

し
て
い
る
も
の
 

表
 9
 に
窺
わ
 

か
一
二
年
間
に
 

て
い
る
。
こ
の
 京

 で
は
 一
 00
 膠
 近
い
の
に
対
し
 

床
山
霊
堂
で
は
収
容
能
力
 一
 、
 0
0
 

か
 六
六
体
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
両
生
 

管
 が
便
宜
的
利
用
の
た
め
と
み
、
 積
 

進
を
計
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
 

も
っ
と
も
大
き
な
制
限
の
理
由
は
規
 

違
反
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
 

（
 
7
 ）
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

れ
る
よ
 う
 に
、
霊
堂
の
開
設
以
来
 僅
 

九
二
体
の
八
条
二
項
違
反
者
を
出
し
 

条
例
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

こ
れ
ま
で
の
客
辞
信
徒
の
 

計
 ㎎
 W
 丁
・
 

-
 は
 7
%
 

 
 

 
 

が
、
こ
こ
で
も
 
の
が
死
亡
し
て
代
 

転
 

由
 

理
 

 
 

て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
 

F
 信
徒
 

 
 

の
 
B
 
l
 
2
 
一
一
 1
4
  

 

て
い
る
。
お
そ
ら
く
所
在
 

不
 

寺
 

 
 

わ
れ
る
。
横
浜
市
在
住
の
 

セ
戸
 

A
 
2
 
5
 
一
 2
2
1
 
Ⅰ
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
婚
家
の
寺
に
移
っ
た
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

行
 な
わ
れ
て
も
、
や
が
て
 

7
 。
雑
音
信
徒
の
ば
あ
い
 

 
 

 
 

た
 。
こ
の
な
か
で
 戦
 

 
 

 
 

ず
れ
の
信
徒
も
寺
を
離
れ
 

 
 

 
 

の
 信
徒
に
お
お
い
こ
と
が
 



 
 

創
価
学
会
改
宗
信
徒
の
 

 
 

祖
 供
養
を
軸
と
し
て
、
 

 
 

い
る
も
の
と
み
て
よ
い
 

な
 

す
 

ぴ
 

 
 

典
型
的
な
 寺
檀
 関
係
 

 
 

き
た
。
そ
し
て
、
従
来
 

 
 

れ
た
機
能
は
、
檀
徒
の
 

 
 

現
実
的
に
今
日
の
寺
院
 

て っ 

い た   な A 
る た も を り、 t   

こ 。 世 基 だ B 
と 葬 浴 盤 け 群 

を 先 手 は 
支 祖 院   

え 供 の 個   
る 養 胆 大 
大 の っ の 
き た て 信 
な め き 仰 
存 の た を   
花 菱 文 媒 昔 等 - つ 

が き   十 の 
の 法 数 す 分 地 

に 較 
一要育 つの 、 6 よ な 的 
々「 m(-  15s  才子 り さ 目 至 
な 首邑 産女 も れ か 

 
 

 
 

保
 山
に
は
日
蓮
正
宗
久
遠
 

 
 

 
 

頃
、
久
遠
寺
が
横
浜
市
に
 

 
 

 
 

九
五
七
年
に
か
け
て
一
四
 

 
 

 
 

っ
ち
 相
当
数
の
改
宗
者
が
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
 A
 群
 

 
 

 
 

り
で
改
宗
さ
れ
る
こ
と
に
 

無
縁
化
 

き
、
 二
 

転
寺
 

 
 

0
 世
世
面
上
 

ハ
 

 
 

か
え
な
 い
 

 
 

る
 。
そ
の
 セ

 世
帯
 

と
 思
わ
 

な
か
に
 の

う
ち
、
子
供
 

れ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
へ
 

夫
婦
と
別
居
し
て
い
る
四
四
世
帯
を
除
 

8
 

 
 

の
 改
宗
が
一
戸
含
ま
れ
て
い
る
。
 

寺
と
 
㈱
 



一 都市寺院と宗教浮動人口 

は
 否
定
で
き
低
い
。
 

 
 

 
 

き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

要
に
 附
属
す
る
説
教
と
 

 
 

 
 

経
営
の
一
環
と
し
て
行
な
 

 
 

 
 

活
動
の
一
環
と
は
な
っ
て
 

い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

会
の
活
動
の
一
環
と
し
 

 
 

 
 

的
な
っ
な
が
り
で
あ
る
。
 

 
 

が
 、
久
保
山
の
寺
院
が
共
 葬
 墓
地
の
開
設
と
と
も
に
、
 
墓
参
の
た
め
の
先
祖
の
供
 

 
 

 
 

来
の
檀
家
制
度
に
根
ざ
す
 

 
 

 
 

は
 流
動
的
な
一
代
限
り
 

 
 

 
 

化
を
志
向
し
、
そ
の
結
び
 

 
 

 
 

不
敬
浮
動
人
口
も
そ
の
ほ
 

 
 

 
 

の
 パ
イ
プ
を
通
し
て
結
び
 

 
 

 
 

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

青
檀
関
係
が
踏
襲
さ
れ
て
 

い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

保
 と
異
な
る
点
は
、
墓
地
と
寺
院
と
が
全
く
切
り
離
 さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
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戸
 と
い
え
ど
も
、
き
わ
め
て
流
動
的
 

6
0
 

Ⅰ
 
7
4
 

8
1
6
0
6
 

 
 

f
 
3
 
1
 

 
 

 
 

。
仏
事
が
慣
習
的
に
世
帯
主
に
よ
っ
て
担
わ
 

 
 

 
 

し
て
い
な
い
の
で
、
世
代
の
交
替
に
 

 
 

 
 

 
 

保
障
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

出
 に
墓
地
を
も
っ
 A
 、
 B
 、
 C
 
の
 信
 

 
 

田
ご
 

 
 

 
 

は
 転
勤
に
よ
る
 

つ
 

 
 

 
 

世
代
の
交
替
に
よ
っ
て
 A
 、
 B
 群
 か
 

 
 

5
3
6
s
4
 

 
 

 
 

結
 

D
 

 
 

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
今
後
、
 

 
 

 
 

 
 

群
 の
な
か
に
は
、
転
居
・
世
代
の
交
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
 
3
 

 
 

 
 

と
と
も
に
、
久
保
山
 共
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
 F
 群
が
益
々
増
加
し
て
い
く
こ
 

 
 

3
4
6
7
0
 

 
 

寺
 

A
 
 
㏄
 

 
 

A
 、
 B
 、
 C
 
の
客
辞
 と
 比
し
て
よ
り
浮
動
性
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

兄
に
 核
家
族
化
の
進
行
に
よ
っ
て
 世
 

 
 

%
 
 
分
 

 
 

者
の
無
縁
化
も
増
加
し
て
い
く
で
あ
 

ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
（
 9 ）
 

 
 

末
か
ら
都
市
に
流
入
し
た
宗
教
 浮
 

 
 

八
八
 セ
 年
に
は
無
縁
化
さ
れ
た
 遺
 

寺
 と
信
徒
と
 

 
 

私
 が
作
ら
れ
て
い
る
例
を
み
る
こ
と
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一 都市寺院と宗教浮動 人   

 
 

 
 

を
と
り
消
さ
れ
た
ば
あ
れ
 1
 

 
 

 
 

そ
の
の
ち
は
 

 
 

 
 

仰
の
転
換
に
よ
っ
て
従
来
 

 
 

 
 

左
右
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
 

 
 

「
同
朋
金
運
動
」
、
本
願
寺
派
の
「
 門
 信
徒
会
運
動
」
、
 
浄
土
宗
の
「
お
 て
つ
 ぎ
 運
 

 
 

 
 

「
個
人
」
の
信
仰
へ
の
 ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

註
 

 
 

 
 

年
 十
月
四
日
、
太
政
官
 

布
達
第
二
五
号
）
。
 

 
 

 
 

う
 ち
の
五
六
・
二
 %
 に
 

 
 

 
 

 
 

月
 。
 

 
 

9
 表
を
作
成
し
た
。
 

 
 

 
 

園
 相
摸
メ
モ
リ
ア
ル
。
 ハ
 

 
 

 
 

園
 、
東
京
に
は
 南
 

 
 

 
 

ど
が
あ
り
、
富
士
 

 
 

 
 

が
 、
い
ず
れ
も
 距
 

離
 的
に
は
便
利
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
 

 
 

月
 。
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（
 
）
Ⅰ
 

几
り
 

人
 

 
 

 
 

て
き
た
寺
院
も
、
す
で
に
 



 
 

 
 

叩
に
 、
 焼
骨
 を
引
 き
 

 
 

 
 

 
 

ッ
ク
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

墓
地
を
も
つ
こ
と
 

 
 

 
 

１
戦
後
二
 0
 年
間
 

 
 

教
学
年
報
 
一
セ
 を
参
照
せ
ら
れ
た
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Analysis and Criticism 
Pannenberg's "Theology as History" 

Yuzaburo Morita 

Pannenberg's concept of history comprehends a double movement ; the one reflects 

towards past, the other moves towards future, wherever its point of view or starting- 

point may be posited ; the former is the way of historical-critical approach, the latter 

the way of the " history of the transmission of traditions " (~ber l i e rungs -  or Tradi-  

tions-geschichte) , in which Pannenberg is mainly interested. 

Further, the latter history is composed of two motives; the one is the motive. 

of temporality which directs a historical movement towards the eschaton ; the other 

is, as it were, a vertical subjective-superjective relation between God and man. 

Such a complex structure of history is clearly seen in "the history of Jesus ", 
in which a continuity is given to Jesus' death on the cross from the side of h i s  

resurrection, not by the death itself but by the divine destiny, though there remains 

a break between them empirically. Thus Pannenberg's Christology has a particular 

structure which shows us a continuity in discontinuity, a correspondence in a break 

between Jesus' death and resurrection. His Christology, therefore, is developed. 

towards the eschaton, while its subjective matter is always illuminated from t h e  

side of resurrection. 

Such a temporal and vertical subjective-superjective structure of history is. 

founded upon Pannenberg's understanding of the eschatological-universal history in. 

which the indirect revelations are developed towards the direct and final revelation, 

of the divinity of God, and in which the resurrection of Jesus Christ is a proleptical 

manifestation of the eschaton. 

Pannenberg intends to break through three types of theological approach which 

have given important influences to our contemporary thought : existential theology, 

salvation history and historical-critical approach. But, in spite of his endeavour, h e  

does not succeed in it, because he tries to connect a theological-dialectical interpre- 

tation of history with a theological analogy in faith by means of an ambiguous and 

uncritical concept of history. 



Philosophic Faith and Seriousness 

-specifically with reference to Karl Jaspers- 

Hideo Mineshima 

The purpose of this treatise is to point out that ' seriousness ' (Ernst), as is 

found in the philosophy of Karl Jaspers, is the essential factor of philosophic faith 

and that we cannot do without it when we compare philosophic faith with revealed 

faith. According to Jaspers, there are two kinds of seriousness -logical and existen- 

tial, the latter underlying the former. This anonymous core of philosophic faith, 

existential seriousness, is par excellence related to human existence and its donator, 

transcendence, and is, so to speak, the converging point of all the other fundamental 

ideas of Jaspers, e. g. reason, cipher, situation, communication, the all-encompassing 

etc. On the basis of this philosophic faith, Jaspers refers to the reinterpretation of 

christianity, catholic and protestant, and even to the possible approach to Buddhism. 

Task and Methodology of Comparative 

Study of Mankind's Religious Life 

-a study on Wilfred Cantwell Smith's standpoint- 

Minoru Kasai 

Prof. Smith's thinking in the field of comparative study of religion has not been 

introduced to Japan systematically, analytically and comprehensively. The basic 

intention of this paper is to meet that need. The task of this field, according to 

him, is "personalyzation". It 's discipline consists of three levels : study of "tradition", 

" faith " and " generic understanding " of man's religiousness based upon the above 

two IeveIs. Intimately related with these task and discipline are his understanding 

of history and "academic rigoy ". His study of concept of religion and religions 

leads him to suggest its replacement by those two categories: tradition and faith. 

Underlying all his thinking in this field is his understanding of man as religious person. 
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Religious truth is conceived in reality of faith. However it may be expressed, faith 

is personal. Thus, comparative study of religion is study of man rather than that: 

of religion. 

quoted Candrakirti his Prasannapadd 

Akira Yuyama 

Puzzled by the Prasannapada (abbr. Pras.)  MSS. reading uktam caryasacarya- 

gGtlzGsu, which is simply a mistake for "-samcaya-gZthGsu, L. de La Vall6e Poussin 

(see my note 2) has conjectured the reading "-samgiti-gZthasu (p. 166 n. 5) on the  

basis of the Tibetan translation 'phags-pa sdud-pa tshigs-su bcad-pa-las, and 

has given a wrong reference to A. Csoma Kiirijs (see my note 4). 

J. May has rightly emended the wrong title to saqcaya-gatha- in his Candra- 

kirt i  : Prasannapadd Madhyamakav~ t t i  (Paris 1959), p. 130 n. 349. In his review 

of J. May's book (11 J, V , 1961, p. 164) J. W. de Jong (ad May p. 166. 10) has  

corrected May's translation of the title ' Stances collig8es ' to ' Stances sur l'accumu- 

lation ', and identified the two verses quoted by Candrakirti with the PrajiiEpEramitE- 

RatnagunasamcayagGthE (abbr. Rgs.). I am indebted to the reviewer who has  

recently pointed out this reference to me. I t  had escaped my attention, when I 

wrote this article. 

Translating the PrasannapadE into Japanese, S. Yamaguchi has identified Pras .  

166.11-167. 2 (chap. W, verse 25) with the Chinese version of the Rgs. (Taishb 

No. 229, Vol. Ill, p, 681 b 1-2) (see my note 3). He does not refer to the Sanskrit 

text. S. Yamaguchi is followed by T. Mitsukawa (see my note I ) ,  pp. 16, 18 and 23. 

Pras .  167. 4 is Rgs. n 3d. In the Chinese version of the Rgs. this verse i s  

missing. This explains probably why S. Yamaguchi and T. Mitsukawa have failed 

to identify the quotation. 

Thanks to the Sanskrit texts of the Rgs. at  our disposal, we can now emend 

the passages from the Rgs. which have been corruptly transmitted in the MSS. of 

the Pras .  of Candrakirti : 

Pras .  166.11-167.2= Rgs. XX 5 

Z k d a  n i i r ay i  samGruta Zpa-skandho 



tahi niiritii ima nzahii-prthivi jagac cat 

sattviina karma-upabhoga-nidGnam evam 

ikZda-sthznu kutu cintayi etam artham// 

Pras. 167.4= Rgs. I[ 3d 

a-sthiinu sthiinu ayu sthiinu jinena ukto/ /  
The Sanskrit texts cited above are the best available recension of the Rgs. 

,d ,-Calcutta - MS. ; see my note 16). 

One Big City Temple and Religious 

Floating Population 

Masao Fujii 

This paper takes up and consider the growth and movement of the religious 

floating population concentrated in the big cities, and it does this by taking up one 

&ig city temple, which has developed by absorbing such a religious floating population 

in Yokohama, to find out how they became acquaintance with temple when they 

visited Kuboyama Public Cemetery upon the death of relatives and there requested 

furneral services; where the dead are buried ; how they are linked with the temple, 

a n d  or separated from it. For this purpose we took as our subjects the 1,064 

households of the 1,269 deceased registered in the records of the dead at the temple 
from 1 January 1949 to 31 July 1969, adopted a questionnair method and supplemen- 

ted this by data from the temple. 
In the process of developing into a temple by means of absorbing the ever 

idowing religious population, we are observed, the temple has come to aim at a 

.switch to more permanent believers for the sake of some stability to the temple 

economy, rather than seek this with the fluid, one-generation type of believer. For 
the sake of such a time-tested, customary bond, methods of intensifying the temple- 

family bonds are adopted, also, since almost all the religious floating population that 

gathered at Kuboyama were from farm villages, they too have created the habit of 

relating to the temple through the channel of the annual events and the tanagyo in 

.accord with their traditions and customs. 
However, what makes them different from the earlier temples, where there were 

fixed temple-parishioner relationships, is that there is no guarantee that the religious 

affiliation will be passed on from generation to generation, because of moves or 

generation change increase, at  the same time, because of the impossibility of new 

deases of the plots of Kuboyama Cemetery. 
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