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ラ 関 生 か く う る 動 く 枯 も た で 死 生 ス る の 
プ し 合 っ 、 か 。 を し 死 の 。 も す 活 の 。 の 

ィ 失 点 と 神 の ギ 、 植 デ れ ロ の と 旺 並 
  
ア に の 推 の 神 り そ 物 ィ 、 ン 奥 し 盛 び 油 土 
ィ 挙 お 側 永 を シ の 神 オ 祭 が 伝 て   に に 殖 
は げ か さ 遠 主 ャ 限 格 ニ 同 化 の 、 生 そ よ   

二 た れ れ の 神 人 波 と ュ が 方 か 地 合 の っ 繁 
た る 回 と の 的 し ソ 冬 ヒ な 下 力 祭 て 茂 

十四 プ表 。 帰す 心 なて ス至ュえ ののにもの 

  
る 々 曲 解 れ ィ 酒 、 に に 神 オ ロ 死 待 潰 る で 
が の な し た ッ の 枯 内 よ る イ ン 」 し 劇 歓 あ 

、 み 姿 た も ク も 死 花 み ひ の の と 願 に 楽 っ 
の 宗 た か す が そ 許 黄 も う 欠 と た 
で 派 ら ら る え か に 金 密   き 陶     あ の す 春 生 る な 赴 像 按 配 得 酔 古 典期 を陶酔１１こま 命力犠牲 事 、て し の安 な関 術 的 ナし ょ、 - ホ 、 

、 く る 祭 っ イ い て ん っ が り 

ス 的   

  6 こ 其 の の 盤 と 自 つ え に に が か り の 葡 
オ も 様 な し 然 た ら す   見 ろ シ 蓋 萄 

デ   
ユ 軽   
ッ 率 2 % 不 力 秘 芸 定 が 冬 オ れ な 劇 坐 商 
セ の 

ィ そ   
ア し 
な り 

範 を 
堅 魚   



は る が 出 は ル ル 並 よ と 必 ウ ル 

 
 

 
 

教
説
と
 、
オ
ル
フ
 ヱ
 

 
 

 
 

が
 存
在
す
る
事
が
 、
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
は
な
い
 

 
 

 
 

ッ
が
 疑
義
を
抱
い
た
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

ル
フ
ェ
ウ
ス
伝
説
、
 

 
 

 
 

テ
ネ
 に
お
け
る
、
 オ
 

フ
ィ
ッ
 ク
 宗
派
の
創
始
者
で
あ
る
と
し
た
に
し
て
 （
 
祖
、
 

6
 ）
 

 
 

い
 状
勢
の
下
で
、
 オ
 

 
 

 
 

あ
る
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
 

 
 

 
 

国
家
の
何
処
か
に
 見
 

 
 

 
 

宗
派
の
活
動
や
存
在
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
き
、
ラ
プ
ソ
デ
ィ
 

れ
な
い
。
そ
こ
で
 私
 

い
 事
を
暗
示
し
て
い
 

 
 

 
 

る
 。
ホ
メ
ロ
ス
 

  

 
 

 
 

ラ
プ
ソ
デ
ィ
ア
 

 
 

 
 

存
在
し
た
と
 云
 

 
 

 
 

フ
ヱ
ウ
ス
 は
 一
 

 
 

 
 

イ
ソ
ツ
 
・
 メ
｜
 の

二
大
 

ィ
 だ
け
 

わ
れ
る
 

般
に
 ギ
 

レ
ン
ド
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リ
シ
ャ
 

 
 

（
 し
円
 
0
 ぬ
 の
目
の
の
 
@
 ㌧
 ぜ
ヰ
ゴ
 
の
的
 
0
 Ⅱ
の
の
 目
ト
 か
 て
ト
ベ
 ）
 

(
4
6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

キ
セ
セ
丈
せ
セ
 
0
 せ
 の
 C
 の
へ
て
 

、
 

 
 

古
 

 
 

 
 

6
 羽
立
面
角
 へ
 
@
 
 
甘
皮
 Ⅹ
）
Ⅰ
 

に
 q
e
 
て
 Ⅱ
 e
 て
化
 ち
せ
セ
 
山
に
 

@
 
 
e
 丈
 セ
 の
 
セ
セ
せ
 

Ⅰ
飛
ト
Ⅰ
 

め
 

め
小
 

 
 

 
 

b
o
 

へ
の
 

師
て
 
q
 の
ぎ
め
 
洩
 へ
ゆ
も
 
D
 へ
の
 

      数 に関す 

み 。Ⅱ、 も c* 陣亡Ⅰ ねへ 苦 
" ミじ .   
宰憶 て ， 

コヘ モ 下心 で （ e 
寺包 。 ]" 
Ⅰ の 
のへ セ 八ロ 師父 

ヰ ふこ @ く せ り 

せり PP 寝へ ） ちへ ㌔。Ⅰ 
Ⅰ "     

  
もも   

ⅠⅡ う 

へせ 

（
 
し
ガ
討
 一
パ
 0
 目
 0
 づ
 甘
が
臣
の
の
Ⅱ
Ⅱ
 

べ
 ）
 

 
 

資
料
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
田
村
 

も
 
の
 

（
 
W
@
 

）
 

 
 

 
 

患
性
 に
関
し
て
兎
角
の
 

 
 

き
の
形
容
詞
で
評
さ
れ
る
 

 
 

と
は
多
少
事
情
が
異
っ
て
 い
 

 
 

ク
レ
イ
ト
ス
が
彼
を
評
し
た
 

 
 

あ
っ
た
の
は
事
実
ら
し
い
。
 

 
 

の
 自
然
に
つ
い
て
の
研
究
が
 

 
 

。
 ピ
ユ
 タ
コ
ラ
ス
の
 プ
シ
ュ
 

 
 

く
 、
 又
 著
作
が
全
く
な
い
 ピ

ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
に
つ
い
て
考
察
 

る
 。
 ピ
ユ
 タ
コ
ラ
ス
に
関
し
て
は
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
 

補
 1
 

補
 2
 

言
葉
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
批
評
も
あ
る
事
か
ら
、
前
五
 

ピ
ユ
 タ
コ
ラ
ス
の
弟
子
達
も
 、
 夫
々
に
 フ
 ィ
ロ
ラ
オ
 

知
ら
れ
て
い
る
。
独
特
な
宗
教
的
活
動
と
自
然
学
の
 

ケ
ー
の
輪
廻
転
生
の
説
を
挙
げ
て
見
よ
う
。
但
し
 、
 

と
 云
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
確
証
の
な
い
も
の
が
 多
 

ア
イ
に
つ
い
て
こ
の
点
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
 

O
 



五 

  転 が 棟 祭 孝 に 所 あ あ 
を " 極 相 さ に っ も る る (3) 

にもナ紺そ文儀る お " クぺ の 献 宝持ててて れしい 人 " 実れ 。 けの 引 
ぃ 減 シ ま， 周文 て ずメ 底 に 見 に 教の った いる 行き の言 間の 際に ども 

た 、 人 死 個 け 

， （ 動 る な 略 

引 全 る   

つ 」 相 
た 等 に 
と と 刑黛 

のの 

手 続 な 弔 

    

め れ 
円 る     

桃 に S 環的 話の 出も１１ 環 遅とし ま こ 行す て、 し 特長 

懐 生 な な 動 て 、 る る 的 様 
的 ず 固 い 的 老 木 専 管 で で 

(462) 18 



古代ギリシャの 宗教に関する 一考察 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
が
 、
 

な
 期
間
に
 、
 豊
か
な
内
容
を
持
っ
に
 到
 

の
は
、
勿
論
側
面
的
な
意
味
で
は
あ
る
 

の
 様
相
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
輪
廻
転
 

く
も
の
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
 

不
ス
の
 言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
凡
て
 

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
 

儀
 宗
教
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
信
仰
、
 及
 

止
ま
な
い
自
然
の
円
環
的
な
運
動
を
 、
 

素
を
此
の
基
底
の
範
囲
に
受
容
し
た
も
 

生
命
と
し
て
此
を
感
得
し
、
祝
祭
し
た
 

に
 於
て
在
っ
た
。
 

そ
こ
で
、
前
章
に
於
て
述
べ
た
輪
廻
 

て
 、
そ
れ
ま
で
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
そ
の
も
 

を
 含
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

特
に
パ
イ
ド
ン
篇
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
 

で
は
な
い
の
で
避
け
た
い
が
、
こ
こ
で
 

ソ
ー
マ
（
肉
体
）
と
の
同
居
が
苦
痛
で
あ
 

 
 

プ
シ
ュ
ケ
ー
が
此
の
生
の
車
輪
を
脱
 れ
 

 
 

の
中
で
は
実
際
は
却
っ
て
異
質
の
も
の
 

 
 

プ
ラ
ト
ン
を
除
外
す
る
事
は
出
来
な
い
。
 

 
 

関
係
上
許
さ
れ
な
い
し
、
当
面
の
問
題
 

（
 
毬
 ）
 

 
 

豊
 陣
は
全
く
対
立
し
 、
 プ
シ
ュ
ケ
ー
は
 

 
 

ー
を
肉
体
か
ら
解
放
す
る
も
の
と
し
、
（
 
8
 
）
Ⅰ
 

 
 

推
定
さ
れ
る
が
）
を
基
盤
に
し
て
、
僅
か
 

 
 

私
に
特
に
顕
著
な
特
色
と
思
わ
れ
た
も
 

 
 

プ
シ
ュ
ケ
ー
で
あ
り
、
 
ス
 こ
の
輪
廻
転
生
 

 
 

の
 生
命
に
移
行
す
る
「
め
ぐ
り
」
を
 説
 

 
 

円
環
運
動
の
観
相
と
し
て
、
ア
ナ
ク
シ
メ
 

 
 

し
て
、
底
流
的
に
は
存
在
し
た
の
で
は
 

 
 

ス
 其
を
暗
示
す
る
学
説
も
あ
る
が
）
 
秘
 

 
 

コ
ラ
ス
の
 教
読
 も
、
永
遠
に
回
帰
し
て
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
或
は
異
質
の
秘
儀
的
な
要
 

 
 

っ
て
、
後
者
は
永
遠
に
回
帰
し
て
く
る
 

 
 

同
様
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
、
「
生
命
」
の
表
象
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註
 

 
 

汗
下
 
。
 
蛋
ヌ
プ
 
甲
申
 0
 ロ
ゴ
。
 
ヰ
レ
 
0
 Ⅱ
 
ず
 。
 
ゴ
 の
臣
の
 
0
 
Ⅰ
 ざ
プ
 
田
の
 
コ
 の
 ゴ
 の
 で
 ・
 レ
巾
卍
 

 
 

0
 
の
が
コ
色
 
勾
匹
 山
杖
 
ロ
 
0
 臣
ト
 ㌧
 セ
キ
ゴ
 

ひ
軸
 
0
 Ⅱ
笘
の
 
0
 円
の
の
 
ヨ
 0
 の
㌧
・
の
㏄
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
ド
の
 
Ⅱ
 
の
 

 
 

の
 
。
の
ロ
レ
 

e
 コ
 の
田
㌧
・
 

吋
 

 
 

す
コ
 
0
 口
持
片
戸
ロ
の
 

臣
ゴ
 0
 ヨ
の
ギ
 
の
。
 
ゴ
 の
臣
の
 
e
 年
は
ア
ヰ
 

の
 
コ
 の
 ゴ
 の
 ロ
 ・
 め
 

 
 

 
 

の
の
 
降
 ，
 由
コ
 

 
 

 
 

幅
 の
ぺ
の
 

0
 
す
 
9
 コ
 o
 
コ
 

 
 

 
 

（
 
コ
 Ⅰ
 ヱ
コ
 
㏄
 窯
 。
 ダ
の
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
の
は
注
目
に
 

 
 

 
 

は
 一
つ
の
問
題
点
で
は
な
 

ぃ
 だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

。
オ
ル
フ
ィ
ッ
 ク
 田
ホ
 

 
 

 
 

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
 

 
 

 
 

（
㌧
 
守
ヰ
 
0
 臣
 @
 ㌧
 す
 0
 ㏄
 隼
 0
.
 
㏄
 0
 し
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
っ
て
は
、
 
ち
ち
 
も
 セ
尽
 
Ⅰ
へ
の
  

 

 
 

 
 

け
で
存
在
す
る
事
は
彼
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

代
 

打
汰
と
 

り
ぬ
ち
も
へ
り
ウ
ル
 

e
 Ⅱ
支
障
Ⅱ
 

古
 

（
 
叩
 ）
㌧
守
田
 
0
 口
 ・
 巾
ゴ
 
由
の
口
 

0
 
 
一
の
の
㍉
 

シ 。 の宗教に関する 一考察 （ 二リ （ ⅠⅠ 81 （ 7 （ ⅠⅠ 6 （ Ⅰ 上 Ⅰ 二 （ ⅠⅠ アサ （Ⅰ 千上 6 （ 1 2 （ Ⅰ 工 1 （ 1 O （ 9 （ 8 （ 7 （ 6 
） ） ） ） ） し ） ） ） ） ） ） ） ） 

  
中一 り申同毛 Ⅱ 旧ヨ   

  
の Ⅱ 

    
      

  円 rp 
  

    つダせ " のす 目 0 ㏄。 す Ⅱの オず 。 オ 

    

毛の 

沫良へ   
    俺曲 の （ 

    

  
Ⅱに Q   

尽 c   
      

  
      
    
        

セ洩 e 
  

  

      
  ㏄ Ⅰ 軸 ヨ ヰ ・ 口 臣ヴの     

偉い田 田 ゴの   
ドヨ 痒 o   0 の 。 巨 Ⅱ @ Ⅰ臣の の o Ⅱの ト 

井下 の の 目 

の日・ の O   
      屈 名曲 （ の - 

  
のの   O 百 年～ せ プ ～ 

  
    偉臣 コトⅠ 
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托
佛
佛
 

Ⅰ
上
田
 
亡
 さ
 %
 キ
 n
o
 

の
・
 

弓
 Ⅰ
 ミ
 

補
リ
 
Ⅰ
ヰ
出
色
 

o
@
p
o
-
 

（
が
め
、
 

ぎ
 ・
 
臼
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グノーシス主義と 

見 と う め 
に 権 ハ れ 
よ 威 イ る 

る の デ 。 
グ 喪 ッ 先 

ノ失ガず l " l " 

そし シス 

主 て 葉 郷 
義 弟 で 喪 
目 玉 裳 失 
休 に 徴 」 

  
に よ と 笘 

  
歴 プ で Ⅹ     
研 グ 今 喪   
  
の）㏄ 書（ある 0 流 、 

。 大 沢 下 ぎ ム 、 こ、 「 日 量の ） 

@  、 ン 

      
単 の 崩 と 

な 発 壊 ぃ 

23 (467) 

ハイデッガ一の 思惟 

精 泉 さ 主 
神 」 る 義 

が穴 " 目き べは " 
今 ユ も 「 

  
と っ 

  
思、 

    
  
  
三 名 し 忌 
っ づ か わ 
の け し し 
事 み な い 

柄 れ が も   
げ / 「 否 
ら l 否 定 
れ シ 定 さ 

ラス る王学、 神 れ 
と 義 の 抹 
思、 の 源 殺 

 
 

 
 

と
し
て
の
グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

締
約
キ
リ
ス
ト
教
 信
 

 
 

ガ
 ー
 か
 
り
円
心
性
 

澁
 
'
 
"
 
Ⅱ
 
且
 
沢
 

武 

人 



 
 

 
 

は
、
 後
の
論
文
の
中
で
 

（
 
照
 ）
 

 
 

 
 

を
 解
釈
し
た
よ
う
に
、
 グ
 

 
 

 
 

二
千
年
と
い
う
隔
た
り
 

 
 

 
 

と
が
、
そ
の
根
底
に
お
 
 
 

 
 

シ
ス
主
義
の
基
本
的
な
 

 
 

 
 

っ
て
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
 主
 

 
 

 
 

と
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
と
 

 
 

 
 

の
に
と
ど
ま
る
。
 

 
 

 
 

権
威
 ヨ
 ナ
 ス
 
（
 
ヰ
 胃
の
 

 
 

 
 

者
で
あ
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

 
 

ぶ
炉
 
ハ
イ
 羊
 
ノ
ッ
 ギ
刀
 
１
 0
 
 
日
 
存
 

性
 の
一
つ
な
の
 

ロ
 
0
 魑
の
 
ト
 
の
Ⅰ
ロ
ロ
 

帥
レ
 

（
仲
川
）
 

で
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
神
話
と
そ
 

さ
れ
、
解
釈
さ
れ
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

で
あ
ろ
う
。
現
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
 

0
 便
信
も
又
、
我
々
の
時
代
の
言
葉
を
用
い
て
 
「
非
神
話
化
」
 

に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

（
円
目
片
目
 

せ
 Ⅰ
 
ゴ
 0
.
 

｜
 
（
 
ヴ
ミ
 
Ⅰ
・
 
叫
 小
い
 

田
 
・
 

 
 

 
 

の
 新
し
く
大
き
な
可
能
 

 
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

去
っ
て
し
ま
っ
た
単
な
 

 
 

 
 

似
 し
た
も
の
に
な
ら
ざ
㈹
 

 
 

 
 

 
 

存
在
し
て
い
た
ひ
と
つ
 

 
  

 

 
 

 
 

自
体
の
本
質
と
根
底
が
 



グノーシス主義とハイデ ，ガ 一の思惟  
 

 
 

。
両
者
と
も
、
そ
の
よ
 

 
 

 
 

し
て
、
特
に
後
期
の
 ハ
 

 
 

 
 

に
 述
べ
る
よ
う
に
、
 ハ
 

 
 

 
 

め
て
類
似
し
て
い
る
と
 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
、
「
存
在
」
 

一
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 グ
ノ
｜
 

 
 

 
 

て
い
る
聖
な
る
 秘
 義
の
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

」
（
 鰍
ぎ
 ）
も
又
、
周
知
 

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 

を
見
る
力
を
私
に
与
 

た
 」
と
語
っ
て
い
る
 

も
の
で
あ
り
、
主
に
 

も
の
で
あ
る
。
従
っ
 

に
お
い
て
は
、
こ
の
 

る
 。
先
ず
、
両
者
に
 

シ
ス
主
義
の
史
料
を
 

  

 
 

刑
 に
は
見
の
が
し
て
い
た
グ
ノ
ー
シ
ス
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

合
わ
せ
て
（
 日
臼
目
注
 ）
作
ら
れ
た
 

 
 

と
 実
存
哲
学
一
般
と
の
相
互
連
関
を
「
 

 
 

て
 
ハ
 イ
デ
ッ
ダ
目
 
サ
ル
ト
ル
 ら
 

 
 

充
分
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
 

 
 

と
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
 

 
 

あ
ら
か
じ
め
い
く
 っ
か
 指
摘
し
、
 し
 

 
 

訂
 し
て
行
こ
う
と
思
う
。
 

主
義
思
想
の
諸
光
景
 

（
 
5
 ）
 

か
の
如
く
に
一
致
し
 

実
験
的
に
」
扱
っ
た
 

の
 哲
学
を
展
望
し
た
 

れ
る
。
以
下
の
論
述
 

接
近
し
ょ
う
と
考
え
 

か
る
後
に
 、
グ
ノ
｜
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理
性
的
・
実
証
主
義
 

 
 

 
 

こ
の
ク
ノ
ー
シ
ス
 主
 

 
 

 
 

 
 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 ト
、
 

ル
グ
時
代
の
ハ
 イ
デ
 

こ
つ
 
Ⅰ
 

 
 

ッ
ガ
 

（
 
神
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

い
る
 0
 レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 

 
 

 
 

ノ
ー
シ
ス
主
義
と
が
 

 
 

 
 

つ
 。
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
 

（
 
械
 
@
 
）
 

 
 

 
 

か
ん
ず
く
、
新
約
聖
 

 
 

 
 

ス
 
（
Ⅱ
・
 
ロ
 仁
の
 
ゴ
 の
）
を
 

 
 

 
 

、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
 

 
 

 
 

学
を
批
判
す
る
に
 い
 

（
 
初
 ）
 

る
 。
 

 
 

 
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 

 
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
も
に
、
他
方
で
は
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
フ
ル
ト
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 キ マ 、 そ か た と 中 書 ッ ッ 、 ト l 表 的 

(470) 26 



グノーシス主義とハイデッガ 一の思惟  
 

 
 

と
混
 清
し
て
行
く
過
程
 

 
 

 
 

思
惟
と
は
共
に
、
い
わ
 

 
 

異
端
思
想
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ン
ツ
ェ
（
 已
 ・
の
。
 
臣
い
 
の
）
 

 
 

 
 

そ
の
研
究
テ
ー
マ
 
は
、
 

 
 

有
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
 

1
 
2
 
 

）
 
コ
ン
ツ
ェ
は
 、
グ
 ノ

ー
シ
ス
主
義
と
マ
ハ
ー
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
結
論
し
て
い
 

 
 

 
 

る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
 

 
 

 
 

0
 目
的
（
の
ら
 
も
、
グ
ノ
｜
 

（
何
の
）
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 

 
 

 
 

主
義
が
仏
教
と
親
密
な
 類
 

（
 
接
 ）
 

 
 

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
西
田
幾
多
 

 
 

 
 

く
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 

 
 

 
 

う
 論
文
に
お
い
て
、
 
ハ
 

 
 

 
 

極
め
て
禅
に
近
い
も
の
 

 
 

 
 

真
性
」
そ
れ
自
身
で
は
 

（
 
乃
 ）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
更
に
 、
 氏
は
 、
 
27 (471) 



は
 、
お
互
い
に
歴
史
的
な
関
係
が
な
く
と
も
、
い
っ
 、
 

 
 

で
あ
る
。
「
グ
ノ
ー
シ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

二
 %
 
 
（
の
よ
の
 
こ
 
の
の
 
ゴ
注
 （
口
目
的
）
 

 
 

 
 

し
か
も
最
も
徹
 

 
 

 
 

、
 グ
ノ
ー
シ
ス
 主
 

 
 

 
 

持
っ
て
い
な
い
と
 

（
 
乃
 ）
 

 
 

 
 

 
 

グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

 
 

コ
 の
す
 
リ
 二
目
二
ぬ
ロ
ロ
Ⅰ
 

 
 義

と
 

い
う
 

主
義
 

の
ト
コ
 
の
 

 
 

 
 

る
マ
 二
教
の
中
か
ら
 出
 

 
 

 
 

を
た
ど
ら
し
め
て
い
ま
 

（
竹
久
）
 

 
 

心
と
接
近
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

性
 が
確
認
さ
れ
る
と
 

 
 

 
 

何
か
 ヒ
 一
九
六
一
年
）
に
 

 
 

 
 

則
 し
、
人
間
学
的
思
想
 

 
 

 
 

て
い
る
（
児
島
 訳
 二
四
 

 
 

 
 

キ
エ
 ル
斤
 ノ
 
ゴ
ー
ル
、
 
ニ
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

(472) 
 
 

 
 

  

 
 



   
 

 
 

、
 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
 

 
 

 
 

原
 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
」
 

 
 

 
 

１
 0
 、
神
話
と
哲
学
と
 

 
 

 
 

の
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

仮
性
を
有
し
て
い
る
 

 
 

 
 

根
拠
を
も
 見
ぃ
 出
せ
な
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
 

 
 

 
 

及
び
仏
教
（
 禅
 ）
 と
類
 

 
 

 
 

あ
げ
、
テ
キ
ス
ト
に
 
即
 

 
 

 
 

に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
 

惟
 

 
 

解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

一
 一
 
"
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
ス
行
伍
 一
 
0
 八
｜
 一
一
三
 

 
 

 
 

紀
の
中
頃
以
前
に
は
、
す
で
 

 
 

 
 

③
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
 

あ
る
。
そ
の
イ
ラ
ン
的
な
 

（
 
3
 
2
 ）
 

と
比
 
童
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

れ
る
。
 八
 真
珠
の
歌
 V
 



 
 

 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
 

（
 
餌
 ）
 

 
 

 
 

う
 な
神
話
論
的
な
叙
述
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
 子
供
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

衣
 と
を
脱
が
せ
、
 
王
 

 
 

 
 

い
た
。
つ
ま
り
、
も
 

 
 

 
 

輝
く
衣
服
と
外
衣
 と
 

 
 

 
 

プ
ト
 に
着
き
、
蛇
の
 

 
 

 
 

ジ
プ
ト
人
達
は
や
が
 

 
 

 
 

ら
の
食
物
を
食
べ
さ
 

 
 

 
 

エ
ジ
プ
ト
人
達
の
 
 
 

 
 

王
国
で
手
紙
が
書
か
 

 
 

 
 

か
ら
目
覚
め
、
自
分
 

 
 

 
 

ぎ
 捨
て
、
東
の
故
郷
 

 
 

 
 

は
 父
の
王
国
に
も
ど
 

 
 

与
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

中
に
あ
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

論
は
 、
そ
の
表
現
に
す
 

(474) 3 ひ 



 
 

 
 

 
 

 
 

の
歌
 v
 の
テ
キ
ス
ト
、
 
及
 
3
 

 
 

 
 

 
 

ざ
 ）
の
世
界
は
、
「
認
識
の
啓
 

主
 

 
 

 
 

て
く
る
「
認
識
」
 年
逮
 Ⅰ
へ
 
ぬ
，
 

）
㊤
 

 
 

 
 

明
瞭
に
認
識
す
る
こ
と
が
 可
 

 
 

 
 

を
、
 先
に
示
し
た
グ
ノ
ー
シ
 

 
 

 
 

る
 現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
 

佳
 
 
 

 
 

 
 

い
わ
ゆ
る
「
転
回
」
（
内
の
 ゴ
 Ⅱ
の
）
 

 
 

 
 

 
 

在
 と
時
間
 L
 と
後
期
の
諸
蕃
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
が
必
要
で
あ
 

 
 

 
 

主
義
の
本
質
を
形
成
す
 

（
㏄
）
 

モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
次
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

Ⅲ
 

反
 こ
の
世
的
二
元
論
 

 
 

識
 

 
 

よ
る
認
識
の
啓
示
 

㈹
超
歴
史
的
「
文
化
神
話
」
 

 
 

 
 

の
歌
 V
 の
テ
キ
ス
ト
 

検
討
し
て
行
こ
う
と
思
う
。
 

を る る 



 
 

 
 

獄
 」
（
の
の
 

h
w
 

口
 ㏄
三
の
）
 
と
 

（
 
邸
 ）
 

（
 
弗
 ）
 

 
 

 
 

配
 者
と
な
る
。
 
グ
ノ
｜
 

 
 

 
 

者
の
こ
の
根
源
的
原
体
 

 
 

 
 

十
三
節
）
。
 八
 真
珠
の
 

 
 

 
 

、
「
蛇
に
宿
る
真
珠
」
と
 

 
 

 
 

伝
承
に
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
 

 
 

 
 

休
 に
は
、
「
閃
光
」
 や
 

 
 

 
 

に
 「
エ
ジ
プ
ト
」
、
「
 

海
 」
 

（
 
即
 ）
 

 
 

 
 

シ
ス
主
義
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
 

 
 

 
 

っ
 た
が
、
こ
れ
に
対
し
 

 
 

 
 

ぽ
的
 自
我
の
徹
底
的
な
 

 
 

 
 

「
世
界
に
お
け
る
人
間
 

 
 

 
 

イ
 
ノ
ラ
 ト
 1
 ン
人
か
 
ら
へ
 レ
二
 

 
 

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
最
も
中
心
的
な
特
徴
で
あ
り
、
 

そ
こ
か
ら
他
の
諸
々
 

四
 

(476) 

び
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

 
  

 



 
 

 
 

れ
る
。
そ
れ
は
、
神
話
論
的
⑦
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
 
3
 

、
 魂
は
地
上
に
は
属
さ
な
 い
 

  

  

 
 

 
 

リ
ル
ケ
の
詩
の
解
明
の
一
節
 

 
 

 
 

「
人
間
は
世
界
に
対
立
的
 

 
 

 
 

 
 

い
て
も
、
人
間
と
世
界
と
の
 

 
 

 
 

 
 

口
 
え
よ
う
。
ト
ラ
ー
ク
ル
の
 詩
 

て
、
 

佳
 

 
 思

や
、
 

 
 

印
象
的
に
表
現
さ
れ
る
 

す
で
に
「
世
界
の
運
命
 

 
 

｜
 シ
ス
 

 
 

が
ま
さ
 に
体
験
し
た
こ
の
「
故
郷
喪
失
 

主
義
に
お
い
て
と
同
様
に
 、
ハ
 」

が
、
今
 

々
 デ
ッ
ガ
 

 
 

 
 

ぅ
 乏
し
い
時
代
」
は
 長
 

 
 

 
 

る
 、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 

（
 
始
 ）
 

 
 

 
 

つ
 象
徴
的
な
言
葉
と
な
っ
 

（
 
仰
 ）
 

 
 

 
 

世
界
史
か
ら
消
え
、
 
世
 

 
 

 
 

ら
 脱
出
す
べ
き
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

識
 が
潜
ん
で
 ぃ
 

 
 

 
 

あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
 

 
 

 
 

い
の
 
ざ
 ）
 と
呼
，
ば
は
さ
 

の
と
 

る
と
 

ガ
｜
 

る
を
 



 
 

 
 

で
あ
る
。
前
者
の
諸
 
概
 

 
 

 
 

）
世
界
認
識
を
全
く
 

 
 

 
 

決
定
的
な
異
質
性
を
も
 

 
 

 
 

的
な
自
然
の
中
へ
と
」
 

 
 

 
 

人
間
は
、
神
的
・
 反
神
 

 
 

 
 

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
の
コ
 
%
 ヴ
 田
口
ヰ
 
ヰ
 ）
を
 意
 

 
 

 
 

て
い
た
も
の
は
、
や
は
 

 
 

 
 

虚
無
性
と
無
 底
性
 と
を
 

 
 

 
 

、
そ
の
根
本
的
気
分
は
 

 
 

 
 

状
況
」
（
 ゑ
コ
 の
 O
H
w
 

お
 ・
 

 
 

こ
の
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
発
点
の
相
違
の
た
め
に
、
 

 
 

者
に
と
っ
て
の
特
徴
 

（
 
帥
 
Ⅲ
）
 

 
 

 
 

間
ヒ
の
中
に
も
求
め
ら
 

 
 

 
 

る
 
「
 麻
痒
 」
、
「
眠
り
」
 
、
 

（
 
旦
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
 

（
 
穏
 ）
 

 
 

 
 

ば
な
ら
な
い
。
「
魂
は
 タ
 

（
 
駿
 ）
 

 
 

 
 

ぎ
 ）
か
ら
別
れ
、
「
青
い
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グノーシス主義と ハイデッ ガ一 の 思惟  
 

 
 

真
珠
の
歌
 v
 の
事
実
的
、
 

 
 

 
 

 
 

論
的
 ・
実
存
論
的
な
 

概
 

 
 

 
 

世
界
を
次
第
に
離
脱
し
 

（
㎝
）
 

 
 

 
 

ら
は
「
実
存
」
に
と
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
少
な
く
、
語
っ
た
 

 
 

」
の
声
な
き
声
に
聴
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

子
は
、
自
分
が
「
 王
 

 
 

 
 

取
っ
て
く
る
よ
う
に
と
 命
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
た
「
食
物
の
重
 

 
 

 
 

ア
ッ
 ガ
 ー
の
舌
ロ
葉
に
よ
る
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
る
。
「
現
存
在
 

 
 

 
 

世
界
Ⅴ
へ
と
 頽
 落
し
て
 

(479) 

念
が
 、
現
実
世
 

 
 的

む
 
目
俺
ガ
の
ぎ
 

）
 

ろ
う
。
し
か
し
 

動
 」
、
「
離
脱
」
 

 
 

 
 

ゆ
断
 」
 

 
 

は
 逆
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
用
い
る
「
無
関
心
」
（
 の
 Ⅱ
の
 
i
 
ハ
 
U
 
ヴ
 ・
 

 
 

 
 

の
で
あ
 

 
 

 
 

に
 「
 浮
 

 
 

 
 

と
く
、
 



 
 

 
 

「
閃
光
」
を
そ
の
中
に
 

 
 

 
 

ト
人
達
は
 、
 何
ら
か
の
 

 
 

 
 

し
、
 彼
ら
の
食
物
を
王
 

か 当 促 れ か 初 エ そ 
れ 然 迄 た ら 的 ジ し 王 
ず さ さ 、 遊 曲 プ て 子 

 
 

 
 

と
い
 （
二
九
節
）
 
、
 

 
 

 
 

て
 、
意
識
的
に
 

 
 

 
 

 
 

し
 、
自
己
の
原
 

 
 

 
 

正
 な
存
在
連
絡
 

 
 

 
 

や
 常
識
に
包
ま
 

 
 

 
 

「
 根
 な
し
」
を
 

 
 

 
 

く
の
に
、
そ
の
 

 
 

 
 

毛
 の
 す
 の
）
が
気
付
 

に
蔽
わ
れ
た
ま
ま
な
の
で
㌔
 
」
。
（
 

6
 
ぴ
 
）
 

 
 

 
 

や
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

定
 的
な
評
価
に
直
結
し
 

 
 

 
 

と
 存
在
と
の
木
質
的
な
 

 
 

 
 

こ
と
（
 宙
薄
 メ
ト
の
Ⅰ
 

ぬ
 9 お
口
 

年
 。
ト
と
 

へ
リ
ゴ
 
Ⅱ
 
ゴ
め
 
ぎ
Ⅰ
の
の
の
 
小
 
Ⅳ
山
口
の
）
 

Ⅰ
（
 

5
 
6
 
 

@
 
）
 と
説
明
さ
れ
る
と
、
 

 
 

す
る
と
舌
口
え
よ
う
。
 
王
 

 
 

鍾
 め
き
合
い
」
の
中
に
巻
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

(480)  36 



 
 

 
 

的
な
構
造
と
 

諸
力
 

と
を
 

 
 

 
 

て
 
根
源
的
な
生
命
を
喪
 

 
 

 
 

語
 
が
い
た
る
処
で
く
 

り
 

 
 

 
 

り
 
脱
却
す
る
こ
と
は
、
 

全
 

 
 

 
 

の
 
告
知
者
・
啓
示
者
・
 

 
 

 
 

世
界
的
な
存
在
者
が
 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
節
）
、
と
い
う
記
述
で
あ
 

 
 
 
 

 
 

、
王
子
の
心
の
中
に
書
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の
ゴ
 
の
 
ヰ
 あ
丹
色
 
曲
 
の
し
の
の
の
 

ノ
コ
 

 
 

 
 

来
 的
な
存
在
可
能
の
証
 

 
 

 
 

3
 
2
 
げ
ヨ
 の
 コ
隼
 
）
に
よ
っ
 

 
 

 
 

き
 こ
ま
れ
っ
 っ
 、
「
 現
 

 
 

真
珠
の
歌
 V
 の
「
遣
わ
さ
れ
た
 
者
 」
で
あ
る
「
手
紙
」
 は
 、
一
面
で
は
、
確
か
 

 
 

 
 

、
い
わ
ば
無
意
識
の
世
 

 
 

 
 

「
 
魂
 」
が
、
「
誰
も
そ
の
 

 
 

 
 

と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
「
 
手
 

 
 

 
 

往
者
」
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

（
五
二
節
）
。
そ
の
「
 

声
 」
 

 
 

 
 

者
 」
は
、
そ
の
姿
を
見
 

 
 

 
 

三
の
語
り
か
け
に
、
 ひ
 

 
 

 
 

珠
の
歌
 V
 の
こ
の
「
 手
 

 
 

て
 、
一
層
深
く
把
握
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

し
て
い
る
人
間
が
 
、
 

 
 

 
 

る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
 
役
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グ
 

 
 

 
 

 
 

の
 ロ
上
の
の
の
の
わ
 
笘
岸
 の
 
宙
 0
 Ⅱ
 

ノーシス主義とハイデッガ 一の， 巳 ， 唯 

  
  

  の 

    

決 る 

  

た っ がこ 、 れ 

油供 「 の 
  

  

  
  (483) 

 
 

 
 

に
 告
知
し
、
開
示
す
 

 
 

（
 
&
 ミ
ン
コ
 ㏄
の
（
目
の
口
の
）
は
、
現
存
在
で
あ
り
、
 

隼
ゅ
の
 
目
 当
の
中
へ
の
紛
れ
か
 

（
 
竹
 ）
 

 
 

 
 

こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
 

 
 

 
 

の
 ト
ヨ
の
Ⅱ
口
コ
Ⅰ
の
の
四
二
の
Ⅰ
 

 
 

 
 

在
 自
身
が
、
「
良
心
」
と
 

 
 

 
 

る
 。
 



 
 

 
 

Ⅱ
の
Ⅰ
）
は
、
現
存
在
で
あ
 

 
 

 
 

ま
い
の
ま
ま
で
用
い
ら
 

 
 

 
 

「
ヘ
円
 

ぬ
 Ⅰ
 
Q
 中
円
 
Ⅰ
 
杜
 
Ⅰ
Ⅰ
 

0
a
 

至
 
0
%
 

め
 
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 

ヘ
め
 

 
 

 
 

（
 
し
 0
 の
 プ
隼
 り
の
の
の
 
ぎ
｜
 

（
 
艶
ノ
 

 
 

、
「
存
在
」
が
、
良
心
と
な
っ
て
、
現
存
在
を
呼
ん
で
 
い
た
の
で
あ
る
。
「
存
在
」
 

 
 

 
 

（
の
 口
 q
p
n
 

ゴ
の
 
）
に
あ
り
、
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

に
人
間
が
住
む
の
で
あ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

存
在
が
開
示
・
顕
現
さ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
自
分
自
 

 
 

 
 

て
 、
そ
の
よ
う
な
「
 認
 

 
 

 
 

も
な
お
さ
ず
、
「
人
間
 

 
 

各
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
に
よ
る
「
認
識
 

 
 

 
 

的
 類
似
性
を
有
し
て
い
 

(484) 
 
 

 
 

と
い
う
姿
勢
は
、
後
期
 

 
 

 
 

て
 、
そ
の
最
も
本
来
的
、
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Ⅰ
 
@
 
"
 
Ⅹ
 
/
 

 
 

 
 

実
存
の
あ
る
共
通
の
 

 
 

 
 

ぐ
る
人
間
の
営
為
が
 、
 

 
 

 
 

界
 と
の
徹
底
的
な
分
裂
 

 
 

 
 

の
 努
力
は
、
ひ
た
す
ら
 

 
 

 
 

に
と
っ
て
 、
 残
さ
れ
て
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
の
 

 
 

 
 

義
 的
な
修
業
を
経
た
後
 

 
 

 
 

し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 

 
 

 
 

言
え
よ
う
。
グ
ノ
ー
 ジ
 

 
 

 
 

秋
 さ
れ
、
非
神
話
化
さ
 

 
 

 
 

主
義
の
根
本
構
造
は
 、
 

 
 

 
 

か
ら
遣
わ
さ
れ
た
「
 救
 

 
 

 
 

「
 
預
 舌
口
者
」
、
「
天
使
」
、
 

（
㏄
）
 

 
 

ス
 主
義
文
献
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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。
 
一
 0
 二
頁
 中
じ
 

（
 
3
 ）
同
上
。
 

（
 
4
 ）
同
上
。
 

3
 
 水
中
の
月
（
 俺
 Ⅰ
が
村
の
 

l
n
p
 

口
宙
 
（
㏄
）
 

 
 

の
 3
 色
品
）
の
影
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
有
ニ
 

我
，
 

。
 

宙
 織
田
 仏
 

我
 
 
  
 

 
 法

中
 ゅ 
生
 二
人
相
舅
 相
 女
相
Ⅱ
 

ズ
レ
ド
モ
 

  

  近
二
聖
法
 -
 則
 知
工
諸
法
実
相
づ
 

  

是
時
 

，
 
虚
説
種
種
妄
想
 

，
，
 

尽
除
 。
 

 
 

以
 。
星
散
 

説
 。
諸
菩
薩
 

，
ハ
ル
。
 

知
二
 
諸
法
 
"
 
如
 
了
，
 

亡
失
。
 

（
 
ヒ
 
4
 
）
 
(510) 

 
 

想
を
起
こ
す
こ
と
は
な
く
な
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

中
松
 二
陰
界
 
人
性
空
 



讐楡 表現 よりみた 空 ㏄ 廿 nyata)  の概念について 

モ
 -
@
 

 
 

 
 

「
 復
次
讐
 知
了
静
水
中
克
二
月
影
 田
撹
レ
 永
別
本
 占
見
 。
 

 
 

二
心
木
 -
 
別
本
。
克
ニ
 吾
 

 
 

我
等
諸
結
使
 影
己
 

註
 

 
 

一
五
。
 一
 0
 
 
二
頁
 中
 。
）
 

（
 
2
 ）
同
上
。
 

（
 
3
 ）
同
上
。
 

4
 
 
。
虚
空
（
 リ
 ガ
 曲
 か
 い
 ）
 

 
 

 
 

意
味
で
あ
る
。
 

 
 

典
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

は
 、
虚
空
（
 囲
ガ
 
卸
の
が
）
 

（
・
Ⅰ
）
 

 
 

句
 経
口
九
三
）
 

（
 
2
 ）
 

 
 

も
 現
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

「
大
日
経
 L
 は
 、
 空
を
虚
空
に
等
し
い
と
す
る
。
 

 
 

用
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 色
は
青
色
に
見
え
る
 

 
 

る
と
い
う
。
 

67  (5ll) 



 
 

 
 

る
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
（
 

7
 ）
 

 
 

候
 と
い
う
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
。
（
 

6
 ）
 

 
 

 
 

ン
ド
 を
吹
き
荒
れ
る
 

所
作
甘
井
無
漏
 

-
@
 ル
ノ
 
心
 

 
 

羅
 漢
 如
レ
是
得
ニ
 

清
浄
 
ヒ
ヲ
 

-
 
（
 
5
 
）
 

 
 

 
 

 
 

若
如
 三
秋
日
無
二
票
 晴
 -
 小
知
三
大
海
水
清
浄
 -
 

 
 

雄
レ
 

健
一
モ
ル
ト
切
 

果
 第
一
 
一
 -
 猶
為
ニ
欲
染
之
 

。
 ，
 

-
 
所
蔽
 
"
"
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

浄
づ
如
二
褐
説
円
 

ノ
テ
リ
 

ク
テ
ル
 
ガ
 

如
 三
夏
月
天
雷
電
 雨
 

陰
雲
霞
 晴
 不
二
清
浄
 -
 

 
 

-
 
ン
 テ
キ
 モ
 

 
 

 
 

 
 

百
円
大
清
 竿
 無
漏
実
智
 

  

ス
ル
コ
ト
ク
 

フ
ガ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
 飛
上
 極
レ
 速
雨
 燕
レ
所
レ
 

 
 

是
故
説
レ
如
二
 虚
空
 口
 

 
 

 
 

る
べ
き
で
あ
る
と
す
 

 
 

い
る
。
 

雲
 の
な
い
虚
空
が
 、
 空
の
讐
 愉
 と
な
っ
て
い
る
。
 

(5 Ⅰ 22 Ⅰ 68 



警楡 表現よりみた 空 ( 師 nya   t") の 概念について 

 
 

 
 

讐
愉
 と
し
て
、
大
乗
経
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
  

 

口
を
一
般
に
は
ハ
 

ツ
ユ
 ー
 ン
 ニ
 ャ
 の
 

る
 。
そ
し
て
、
 
ゼ
 

口
 セ
リ
）
に
も
虚
空
 

 
 

 
 

五
ロ
 

壬
 Ⅰ
 
レ
 
ム
 
@
 
Ⅴ
 

 
 

 
 

で
あ
 

 
 

 
 

（
 
㏄
 
、
 
ト
ト
 

l
 ・
 

 
 

 
 

っ
て
 

智 き 気 も イ こ い て ま 

 
 

 
 

が
し
ば
し
ば
現
わ
れ
 

 
 

 
 

起
こ
す
こ
と
が
あ
る
と
 

（
 
只
し
 

）
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
 

 
 

 
 

か
け
て
は
大
部
分
の
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

ン
ド
 で
は
晴
天
が
続
く
と
い
う
気
候
に
変
 る
 。
 

 
 

 
 

き
 荒
れ
て
い
た
台
風
 

 
 

 
 

場
 八
ロ
Ⅰ
卜
は
 

、
ノ
 Ⅲ
 ン
ド
 Ⅰ
 か
り
 

 
 

 
 

つ
 。
晴
れ
あ
が
っ
た
 と
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
コ
大
 

 
 

る
も
の
と
解
す
る
。
 

 
 

 
 

イ
ン
ド
数
学
で
は
 ゼ
 



註
 

（
 
1
 
）
南
伝
二
三
。
三
一
頁
。
 

（
 
り
と
 

り
の
 

コ
 
・
 
ド
む
 

の
の
 

 
 

」
（
大
正
一
八
。
九
頁
 

下
 
。
）
 

 
 

 
 

～
ゆ
 

り
岸
づ
由
 

Ⅰ
の
 

@
 
 

づ
由
 

Ⅰ
 
せ
の
 

・
 

（
Ⅱ
）
 

註
 
（
 
4
 
 

）
 
と
同
 

。
（
大
正
二
五
。
 

一
 
0
 
 

一
一
頁
 

下
じ
 

（
は
）
同
上
。
（
大
正
二
五
。
 

一
 
0
 
三
頁
上
。
）
 

故
 諸
菩
薩
 
知
 三
諸
法
 

 
 

（
は
）
 

加
工
虚
空
 ご
 

 
 

 
 

る
と
い
う
。
 

 
 

 
 

中
世
 -
 
本
 無
 ・
後
世
 
申
 

 
 

 
 

 
 

が
な
い
よ
う
に
、
諸
法
も
ま
た
実
体
が
な
い
。
 

 
 

 
 

茗
荷
 

ノ
 
%
.
 

蛆
 
モ
ン
 

Ⅳ
 
レ
 
大
。
 

Ⅰ
 
4
 以
レ
 

自
走
テ
ノ
 

ブ
 (514)  70 



警楡 表現よりみた 空 (s 廿 ;nyat 乙 ) の概念について 

註
 

 
 

五
 。
 一
 0 三
頁
上
。
）
 

（
 
2
 ）
同
上
。
 

6
 
 挺
 閨
婆
城
 
（
 
m
u
 
コ
 Ⅰ
す
 
か
 （
 
つ
い
 
山
斗
ぬ
 
か
 （
 
ゅ
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
 。
長
老
ミ
健
闘
 婆
 

 
 

 
 

 
 

え
る
現
象
で
あ
る
か
 

、
り
 
、
実
在
の
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

な
も
の
で
あ
る
と
い
 

・
 
つ
 。
 

 
 

 
 

梅
見
熱
気
 如
二
 
野
馬
 ぺ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

疲
 種
市
 無
レ
所
レ
見
 
。
 思
 

マ
リ
 
テ
 

7I (515) 

 
 

 
 

っ
 も
の
で
も
な
 

八
 こ
だ
ま
Ⅴ
 は
 、
 空
 
，
 
爪
 
ロ
コ
セ
 

@
 
 の
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
・
。
 

@
V
 

5
 
 
郷
音
（
で
Ⅱ
㏄
ヱ
か
Ⅰ
 
岸
 （
 ガ
囲
 ）
 

幾
日
（
で
（
㏄
 
ヱ
か
 （
 由
 （
 ガ
倒
 ）
と
は
、
 
ハ
 

 
 

「
 如
 。
 饗
 者
。
 

若
 深
山
峡
谷
中
。
 

  

や
ま
び
こ
Ⅴ
・
 
八
 こ
だ
ま
 V
 （
の
 
目
 0
 ）
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

有
レ
 
声
々
 
仁
ゑ
，
ゆ
レ
鯉
目
 

。
 
L
 

 
 



 
 

ル
ル
 
@
 

 
 

 
 

不
レ
応
レ
 壺
口
 

 
 

 
 

  

  

復
次
 豪
者
眼
力
 故
無
 。
法
面
見
。
 

 
 

大
小
 知
ち
疋
 。
 

 
 

無
明
眼
力
 故
 。 

  

種
種
無
 
面
 見
。
 
有
 。
 所
謂
我
我
 
所
 男
女
等
。
 

 
 

 
 

無
レ
実
 赤
腹
白
菜
。
 
以
レ
是
 散
官
 レ
如
レ
夢
 。
 

 
 

 
 

 
 と

で
あ
る
。
 

註
 

 
 

一
 三
頁
参
照
。
 

 
 

五
 。
 一
 0 三
頁
 中
じ
 

（
 
3
 ）
同
上
。
 

7
 
 夢
 
（
の
 
せ
 ㏄
ロ
ロ
が
）
 

 
 

ら
れ
る
。
 

「
 讐
 え
ば
 夢
 
（
名
田
し
に
て
会
 い
 た
る
も
の
を
、
 

痛
 め
て
後
、
人
は
見
ざ
る
が
如
く
 、
 

斯
の
如
く
愛
す
る
人
々
を
 ば
、
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

亡
じ
 終
 せ
ば
見
る
こ
と
な
し
。
 ヒ
 

 
 

中
の
夢
の
中
の
行
動
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

知
レ
 
無
前
遠
目
笑
。
大
赤
地
 レ
是
 
。
諸
結
使
眼
中
英
燕
市
 

 
 

(516)   

  

惟
 自
信
 渇
願
 心
思
。
 

 
 

無
智
人
小
知
。
 是
 。
 

 
 空

陰
界
 

 
 

 
 爪

甲
見
妄
 口
我
及
 諸
法
 田 
婬
瞑
 
必
着
。
 
四
方
狂
定
米
ニ
楽
白
滝
田
 

 
 

顛
倒
 欺
誼
 窮
極
 換
悩
 。 

  

  



皆楡 表現よりみた 空 (s 廿 rnyat 乙 ) の概 合に ついて 

処 地 

処 - @  度 - - 
  

常   亦 
  

随 、 随 、 

逐 去   
  

業 海 

              刀く   

否中   

相亦     

離毘 。 入 

め
ェ
 

 
 

中
小
 
逐、 

去
   

山
 

石， 

中     
  

亦 

逐
 

チ
ズ
 

則
出
 。
 
如
ニ
喝
説
叩
 

「
 
復
次
如
レ
影
 

人
主
則
夫
人
 

動
 別
勅
八
柱
朋
佳
。
 

 
 

善
悪
業
彰
布
 如
レ
是
 。
 

 
 

後
世
主
持
 亦
去
 。
 

 
 

今
世
住
持
不
住
。
 
朝
木
。
 
断
 赦
罪
福
 
熟
時
 

べ  
 

っ
 な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

亦
 そ
の
よ
う
に
観
察
す
 

き
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

以
レ
 
星
散
 説
二
 
諸
法
 如
で
影
 
。
」
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
い
う
。
 

：
 

，
，
 "
 

「
 如
レ
影
 者
。
 

 
 

 
 影

 恒
司
 レ 見
面
 不
レ
可
レ
捉
 。
 

 
 

諸
法
小
知
 レ
是
 。
 

  

 
 

眼
情
 筈
見
聞
覚
知
美
 不
可
得
。
 

ヒ
丁
 
（
 
1
 
）
 

存
 
三
王
 

二
 

（
 
1
 ）
 ぎ
 ・
の
む
 

ゴ
 南
伝
二
四
。
三
一
四
頁
 "
 

 
 

一
五
。
 
一
 0
 三
頁
 下
じ
 

Ⅹ
 
り
 リ
影
 （
Ⅱ
Ⅰ
 

q
 林
ノ
 

H
 
片
 
す
 ゴ
 何
円
の
の
）
 

 
 

る
影
 
（
の
 
ゴ
リ
 
Ⅰ
 0 毛
 ）
 の
 

 
 

可
得
 で
あ
る
と
い
う
。
   

と 
で 

あ 
る 

73  (517) 



な ろ の 

出世 

語
亦
 

  

本
レ
 
受
 

グ
ク
 

ね
 。
 

是
名
二
中
 
清
一
一
 

-
,
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

諸
法
が
因
縁
よ
り
 生
 

「
諸
法
徳
二
因
縁
・
 

"
 。
，
 
生
 

芳
浩
因
縁
：
 

"
 
,
 
。
 

 
 

若
世
法
木
 

 
 

て
い
る
。
 

無
二
自
性
 
-
 
加
工
 
鏡
申
像
円
如
二
褐
説
 

-
 

主
星
法
性
美
空
 

ズ
ル
ナ
 

@
 
ノ
 
バ
 ツ
ノ
ハ
 

レ
 空
木
下
徳
二
因
縁
 -
 右
上
 

 
 

 
 

若
経
 L
 で
は
 ヘ
鏡
中
 

 
 

 
 

像
 」
を
い
う
の
で
あ
 

 
 

 
 

く
て
も
、
「
水
鏡
」
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

9
 

鏡
 申
の
像
（
月
山
（
 

巳
ワ
甘
ヴ
 

㏄
）
 

註
 

 
 

一
五
。
 一
 0
 四
頁
上
 じ
 

（
 
2
 ）
同
上
。
 

（
 
3
 ）
同
上
。
（
大
正
二
五
。
」
 0
 四
頁
 中
じ
 

（
 
4
 ）
同
上
。
（
大
正
二
五
。
 
一
 0
 四
頁
上
 じ
 

以
レ
 

テ
，
，
，
グ
ハ
 

是
政
 
説
ニ
 
諸
法
 
如
で
影
 

。
：
 
，
 
。
 
L
 
（
 
4
 
）
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警楡 表現よりみた 空 ( 姦廿 nyata)  の概念について 

ス
ル
 

欲
尽
 龍
信
。
 

 
 

一
身
籠
作
三
 

  

冬
芽
 -
 冬
男
籠
作
。
 
一
 。
  

 

石
壁
 皆
過
履
 。
水
路
 レ
 虚
手
潤
二
日
月
 -
 能
 転
 二
四
大
 ぺ
 拙
作
 レ
 氷
水
 作
 レ
 
埋
火
 作
レ
風
風
作
レ
 

  

 
 

  

ヌ 5 

毛
ぺ
 

  

 
 

 
 

 
 

種
 。
五
者
 能
 百
二
主
力
 ぺ
 
六
者
 
能
遠
到
 
。
  

 

セ
者
 能
動
。
 地
 。
 
八
者
 
随
二
意
所
甘
 

  

渋
も
 亦
 そ
の
よ
う
に
観
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

五
欲
界
 初
 祥
二
樽
 三
 

 
 

 
 

者
 籠
作
。
 軽
 乃
至
。
 如
二
鴻
 

⑬
 

 
 

 
 

 
 

 
 

註
 

 
 

一
五
。
 一
 0
 五
頁
上
。
）
 

（
 
2
 ）
同
上
。
（
大
正
二
五
。
 
一
 0
 四
頁
 下
じ
 

（
 
3
 ）
同
上
。
 

皿
化
 （
 
づ
ヰ
 （
）
）
 

ぎ
曲
 
）
 

（
Ⅰ
 
ム
 
）
 

 
 

こ
ろ
の
変
化
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
、
 空 
で 
あ 
る 

諸 

 
 

「
無
智
人
 得
 。
 楽
婬
心
 愛
著
。
 

得
 。
 
苦
生
ニ
瞑
患
円
 

是
楽
滅
 
侍
史
 求
欲
レ
得
 
。
 

 
 
 
 

求
 

以
レ
是
故
 諦
三
諸
法
加
工
 鏡
中
像
ご
 

 
 

 
 

休
 あ
る
も
の
と
思
 う
 

  

 
 

な
も
の
で
、
迷
妄
の
中
に
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

  

ヲ
 （
 
2
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

凡
夫
人
 眼
ピ
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

 
 

り
 多
く
見
ら
れ
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 

亦
 そ
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

 
 

生
二
 
憂
苦
 旗
悪
 喜
楽
 

 
 

 
 

 
 

法
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

レ
是
 
。
知
了
変
化
生
時
無
 レ
所
 
三
従
来
 ゆ
滅
 赤
蕪
屯
所
七
去
。
 
諸
法
邪
知
 レ
是
 
。
 
ヒ
 

ズ
ル
 

 
 

モ
ノ
 
ノ
 （
 
6
 ）
 

註
 

 
 

 
 

佳
名
詞
と
し
て
「
魔
法
 

 
 

 
 

Ⅰ
・
の
 

つ
 
め
）
 

 
 

一
五
。
 
一
 0
 五
頁
上
。
）
 

（
 
3
 ）
南
伝
四
四
。
 ハ
セ
頁
 。
 

 
 

。
三
九
八
頁
上
 
じ
他
 

（
 
5
 ）
 註
 ㈲
 と
同
 。
（
大
正
二
五
。
 一
 0
 五
頁
 中
じ
 

（
 
2
 ）
同
上
。
 

 
 

 
 

輩
レ
苦
無
レ
楽
 

1
 
化
 ぺ
，
 

詰
物
 

。
。
 

。
 
ゆ
 
巽
二
船
人
生
 

天
竜
鬼
神
 

"
 
,
.
 
7
6
 

，
 "
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
以
レ
是
故
説
ニ
 

諸
法
 如
で
化
 
。
 
ヒ
 

 
 
 
 
 
 



響楡 表現よりみた 空 くさ 廿 nyat 乙 Ⅰ の 概念について 

        
" コ 

む 

す 

び 

77 (52 Ⅰ ) 

論 。 者 を か 

  
而 ・讐 の れ ろ 

  
に い 喉茶 ， 法 ， 
見 う 実 是 。 法 空， 
え と   し 

不 。 解 。 事 ， て と 

さ が   れ 空 
リ ヨ ト   易 の 
で 討   ぃ 讐 
あ ） コら   

法， れ 
-0 

， ら と に る Ⅱ 。 相 て で し 
耳 当 若 。 ぃ あ て 
に す 有 。 る   る 十 

聞 る 天 。 が と 種 
こ と 

  

  法     
讐 の ま を 

で 愉 ， 空 た 挙 
見 申， で   十 げ 
る あ 種 る 
  J 亡 Ⅰ る の の 

と 著 。 こ 讐 は 
が 不 "  と な 愉 冊 

で 
紘 。 笘 

が ぜ 
き 心 で 

る 種 り つ に あ 
種， な 執 ろ 

と 難 し Ⅰ 着 う 



 
 

く
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

 
 

の
 類
似
と
相
違
 と
 

の
差
の
大
な
る
だ
け
効
果
的
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
は
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
 

前
述
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
空
で
 

す
べ
き
順
序
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
 、
 

空
 、
次
に
外
界
の
空
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
 

る
こ
と
、
空
も
亦
空
で
あ
る
こ
と
等
の
順
に
空
 

十
種
の
讐
愉
の
如
く
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
 

の
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

註
 （

 
1
 ）
 コ
 
大
智
度
論
 L
 初
 早
牛
「
 十
楡
 釈
論
第
十
 

（
 
2
 ）
同
上
。
（
大
正
二
五
。
 
一
 0 三
頁
 下
 。
）
 

（
 
3
 ）
同
上
。
 

 
 

人
生
が
あ
る
。
こ
れ
は
空
を
修
習
 

 
 

鼻
 ・
 舌
 
・
 身
 ・
意
の
各
 処
 ）
 の
 

 
 

次
に
自
己
と
外
界
共
に
空
で
あ
 

 
 

状
態
は
、
般
若
経
の
説
く
よ
う
に
 

 
 

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
 

一
 
」
（
大
正
二
五
。
 一
 0 五
頁
中
耳
。
）
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

説
法
す
る
場
合
、
使
 
卸
 

 
 

す
讐
愉
 と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
し
て
う
け
と
め
る
こ
 

 
  

 



皆楡 表現よりみた 空 ㏄ 丘 nyata) の概念につ・いて 

 
 

警
 楡
の
種
類
」
三
七
四
頁
 じ
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台湾の土地神信仰 

81  (525) 

近 つ り た や 判 と ゆ   
  

け 地 は 域 し 示 、 の 眉 月   
  

台 る り 神 の 促 す 々 が 々 
湾 信 神 な る っ べ の あ に 
の 仰 と ど 土 て て 陰 げ よ 
現 の 見 と 地 、 の 昇 ら っ 
吠 鹿 ら 考 神 ぃ 人 ま れ て 

  

き 遷 る て く そ の 世 障 れ 
わ と か い は そ 裁 の 神       
分 つ ゆ 八 丁 か と 考 県 ま 

で い る 々 位 な さ え の れ 

  

、 四 種 し で て そ で れ 地 
「 年 と ま 、 い う ひ て に 
道 秋 い れ 城 る し そ い 関 
教 ま っ て 壁 け て か る 係 
儀 で て い の れ " に " の 
礼 に 差 る な ど そ 付 城 あ 

{(; 関るえ居村、 知友。 いものな 処 っ 壁る に神 
す こ な 土 や 必 罰 た 囲 々 

査 で   

研 き も 子 な 世 直 人 は 
究 た つ り り に ち き " 
」   占 
と は 城埠 ば ら 神、 畏敬 おい 城 に な町 

しト   墓 農 さ て 阻 の 神 
う ど 
課 く 

側 業 れ は 神 字   
に め て 災 の り い 

題 最 あ 守 ぃ 厄 蕃 神 わ 

ム
ロ
湾
の
土
地
神
信
仰
 

窪
 

徳
 

忠、 



 
 

 
 

い
る
。
た
し
か
に
、
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
 
新
 

 
 

 
 

台
南
 県
 の
 学
 手
鎖
 肛
茄
 

 
 

 
 

か
い
て
バ
ッ
カ
 ン
 と
発
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

区
 で
あ
り
、
知
木
温
泉
 

 
 

 
 

も
伯
公
 と
よ
ぶ
由
で
あ
 

 
 

 
 

一
方
、
福
建
出
身
の
人
 

の
も
と
に
、
岡
山
大
学
教
授
大
淵
 忍
爾
 

の
 一
員
に
加
え
ら
れ
て
、
香
港
、
マ
カ
 

（
Ⅰ
 

4
 
）
 

べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
発
表
 

こ
に
簡
単
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
点
に
っ
 

る
こ
と
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
い
っ
て
 

こ
と
と
し
、
 域
陛
 神
と
后
土
神
と
に
っ
 

回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
 
境
 主
公
、
地
芸
 

の
た
め
に
、
こ
れ
ま
た
は
ぶ
く
こ
と
に
 

一
 一
 

博
士
を
団
長
と
し
て
組
織
さ
れ
 

オ
、
 ム
ロ
湾
に
赴
く
機
会
に
 鳶
 ま
 

し
た
と
こ
ろ
に
多
少
訂
正
補
足
 

い
て
の
べ
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

困
難
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
い
 

い
て
は
、
別
の
機
会
に
ゆ
づ
る
 

主
 、
宅
 基
 主
な
ど
と
よ
ば
れ
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
け
れ
ど
も
、
関
連
上
多
少
言
及
す
る
場
合
も
あ
る
。
 

 
 

査 な に て こ さ る 

不 お か を で さ 調 
十 " ぎ の " か 査 
今 今 る べ こ 調 団 

(526)  82 



台湾の土地神信仰 

っ う 内 と 考 
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
実
相
を
正
 

内
浦
 村
 で
、
福
建
人
は
土
地
神
を
 

よ
ぶ
と
い
う
の
は
正
し
い
け
れ
ど
 

で
も
、
増
田
福
太
郎
氏
の
調
査
で
 

に
告
げ
た
人
は
広
東
菜
の
人
で
あ
 

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
大
輔
 村
 な
 し

く
把
握
し
た
 

土
地
公
と
よ
び
 

も
、
広
東
系
の
 

も
 、
福
建
系
の
 

-
 
っ
 た
か
ら
、
 そ
 

ど
で
「
土
地
公
 こと 伯 」人々の 意 人々 広 
と 味 も の 東 に   
0 床 系 福 福 ら 

は 東 の， 徳 徳 な 
、 系 人 正 正 ぃ 

府 と 々 神 神 で 
洲 「 ォ冨 と と と あ 
県 建 と い い ろ   
城 で 福 名 告 

陛 は 徳 え げ 
神 立 正 る た 
が 地 神 の 人 
明 神 と は が 
代 の よ あ あ 
以 称 ん や っ 
後 陣 で ま た 
そ が い り   
ね ち る で 福 
ぞ が か る 建   
侯 い あ 私 人 
ィ白 う る の 々 

に 趣 。 見 が 
封 貴 君 た 土 
ぜ で の 範 地 
ら あ よ 田 公 

83  (527) 

 
 

 
 

は
、
磨
 ら
ず
そ
の
出
身
地
 

 
 

 
 

い
 う
一
 ミ
ロ
で
一
括
し
て
 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

し
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

ま
 ろ
 

 
 

 
 

の
 

 
 

に
も
い
く
た
の
相
違
が
見
い
だ
さ
れ
る
 
本
｜
し
｜
 
 
 

。
 ム
 ま
ま
し
ま
 、
 

 
 

 
 

が
 

 
 

 
 

て
い
 

 
 

 
 

る
 て

あ
ら
れ
さ
れ
て
い
 

る
 る
 」
と
、
註
の
よ
 

な
い
。
細
か
い
点
は
 

上
、
土
地
神
の
信
仰
 

そ
れ
は
客
家
人
の
や
 

ら
、
滝
川
出
身
者
と
 

る
 。
そ
れ
ら
の
人
々
 

。
習
俗
に
し
て
も
、
 

 
 

 
 

伯
公
 と
に
大
別
し
な
け
 



 
 

 
 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
 

 
 

 
 

み
に
、
竹
束
 鎮
 で
は
 土
 

 
 

 
 

だ
 石
も
あ
っ
た
。
そ
れ
 

 
 

 
 

案
内
す
る
と
い
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

、
 他
処
 で
は
き
か
れ
な
 

か
っ
た
。
 

 
 

 
 

る
 場
合
が
圧
倒
的
に
 

 
 

 
 

と
 、
独
立
の
廟
に
祀
ら
れ
 

 
 

 
 

の
 守
り
神
と
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

け
で
も
 セ
 百
を
こ
え
、
 

 
 

 
 

る
 範
囲
で
、
独
立
の
土
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
「
田
頭
目
 

 
 

 
 

思
っ
た
の
で
、
か
な
り
 手
 

 
 

 
 

こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
 た
 

 
 

 
 

、
こ
こ
に
土
地
公
が
 祀
 

 
 

 
 

廟
に
 土
地
神
が
祀
ら
れ
 

 
 

 
 

そ
の
と
き
に
廟
宇
が
な
 

 
 

の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

(528) 84 



台湾の土地神信仰  
 

 
 

 
 

 
 

風
談
）
、
台
湾
で
は
台
南
 

 
 

 
 

 
 

宮
 
（
勝
利
 路
 ）
、
復
興
 宮
 

 
 

 
 

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

 
 

 
 

と
き
に
建
立
さ
れ
た
か
 

 
 

 
 

る
 
「
正
誠
紀
夫
」
と
記
し
 

 
 

 
 

り
 約
二
二
 0
 年
前
の
建
立
 

 
 

 
 

る
の
は
、
い
さ
さ
か
困
難
 

 
 

 
 

、
お
そ
ら
く
そ
の
境
域
 

を
 守
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ら
一
 0
 坪
 以
下
の
も
の
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
村
は
ず
れ
の
 

 
 

 
 

守
な
ど
不
在
の
と
こ
ろ
が
 

 
 

 
 

と
 同
一
視
す
る
わ
け
に
は
 

 
 

 
 

そ
の
形
は
 、
 廟
で
あ
 

 
 

 
 

か
の
神
体
を
見
な
い
か
ぎ
 

 
 

 
 

祠
の
屋
根
に
金
紙
が
数
 

 
 

 
 

公
 と
よ
ば
れ
て
い
る
、
 
無
 
85 (529) 



 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

宇
 を
の
ぞ
 い
て
、
他
 

 
 

 
 

形
に
つ
く
っ
た
も
の
を
 

 
 

 
 

え
れ
ば
広
東
方
面
の
伝
 

 
 

 
 

い
よ
う
な
、
周
囲
を
板
 

 
 

 
 

年
頭
に
際
し
て
、
 
仮
り
 

に
そ
こ
に
つ
く
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
 

 
 

に
里
社
真
官
 と
記
し
た
 

 
 

 
 

廟
 が
あ
っ
た
が
、
こ
の
 

 
 

 
 

ぃ
 竹
束
 鎮
 、
桃
園
景
揚
 

 
 

 
 

す
べ
て
 祠
廟
 で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

の
 土
地
蔵
 が
 美
濃
錬
と
 

 
 

 
 

。
当
初
は
美
濃
 鎮
 同
様
 

 
 

 
 

い
た
か
ぎ
り
で
は
最
初
 

 
 

 
 

心
 
ハ
 
L
 Ⅱ
 
Ⅱ
 
み
 仙
る
 。
い
ず
 Ⅱ
仙
に
 

た
 
Ⅱ
 
@
 レ
 

 
 

 
 

習
合
の
結
果
で
は
な
い
 

か
と
臆
測
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

琉
球
 記
ヒ
と
 題
す
る
 

（
 
ム
 
u
 
）
 

 
 

 
 

に
 記
さ
れ
て
 い
 て
 、
重
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台湾の土地神信仰  
 

日
の
条
に
は
 

 
 

廠
 。
荷
方
 無
 神
像
。
云
云
。
 

 
 

 
 

い
て
は
、
神
像
で
は
な
 

 
 

 
 

と
通
称
さ
れ
、
文
字
で
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

て
 神
像
で
あ
っ
た
。
 
け
 

 
 

 
 

君
の
神
体
は
、
原
初
的
 

 
 

 
 

し
、
 
人
に
も
尋
ね
て
み
 

 
 

 
 

を
 え
た
。
 昨
 四
五
年
一
 

 
 

 
 

さ
さ
か
 力
 を
づ
く
し
た
 

 
 

 
 

は
 、
ま
だ
あ
ま
り
周
知
 

 
 

く
わ
し
く
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

 
 

 
 

て
い
る
と
の
説
明
を
 

 
 

 
 

で
は
、
以
前
土
地
公
 は
 

 
 

 
 

、
と
に
か
く
人
間
の
ふ
 

 
 

 
 

清
浄
な
場
所
に
埋
め
て
 

 
 

 
 

っ
 0
 割
合
で
土
地
公
 祠
 

 
 

 
 

0
 セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
祠
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
 
87 (531) 



 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
と
説
明
し
 

 
 

に
 思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
 

 
 

 
 

、
そ
の
石
に
は
 赤
右
 が
 

 
 

 
 

な
い
石
で
あ
る
。
 き
け
 

 
 

 
 

っ
 た
た
め
に
、
相
談
を
 

 
 

 
 

め
て
廟
宇
を
建
立
す
る
 

 
 

 
 

石
を
土
地
神
と
す
る
 場
 

 
 

 
 

を
 選
ん
で
土
地
神
と
定
 

 
 

 
 

地
神
と
さ
れ
る
場
合
が
 

 
 

 
 

と
 定
め
て
祀
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

る
た
め
に
、
こ
れ
は
 茶
 

 
 

 
 

れ
て
倒
れ
た
た
め
に
、
 

 
 

 
 

も
の
を
土
地
神
と
し
て
 

い
た
が
、
の
ち
廟
に
改
め
た
一
例
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

習
俗
が
あ
る
。
以
前
 

 
 

 
 

る
 家
に
わ
ず
か
に
残
っ
 

 
 

 
 

錐
 形
の
な
め
ら
か
な
 石
 

(532) 88 



台湾の土地神信仰  
 

 
 

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
 
上
 

 
 

 
 

に
 さ
す
。
 ィ
ナ
シ
 の
 周
 

 
 

 
 

で
な
く
、
金
儲
け
、
 
治
 

 
 

 
 

祀
る
。
そ
の
石
の
附
近
は
 

 
 

 
 

神
の
傍
に
は
、
 
ビ
 ロ
ウ
の
 

 
 

家
の
守
り
神
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
 

 
 

 
 

々
の
祖
先
神
を
祀
る
 
建
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
祖
先
神
を
祀
っ
 
 
 

 
 

ア
 ン
は
、
三
方
を
板
石
 

 
 

 
 

対
し
て
、
さ
き
に
の
べ
 

 
 

 
 

の
と
き
に
は
、
そ
こ
に
 

 
 

 
 

の
 二
種
が
あ
る
こ
と
に
な
 

 
 

 
 

１
％
族
の
あ
い
だ
に
、
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

4
 口
中
 県
 神
岡
、
 
彰
化
鞍
 

 
 
 
 

 
 

 
 

っ
て
 、
 石
を
も
っ
て
土
地
 

 
 

 
 

 
 

な
 例
は
 、
 ム
ロ
 
湾
 だ
け
に
 発
 
8
 



ら と っ ち と と い た が 八 世 局 と デ 見 
れ さ た で き い 准 る ら な 月 界 知 す に さ 

る れ で あ に ぅ 肥 育 苗 。 し か 建 的 の る よ れ 
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
梅
悼
 忠
夫
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
 石
を
土
地
神
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
 全
 

な
 拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
 

 
 

「
昭
和
士
 セ
年
 

 
 

 
 

で
 接
し
た
こ
と
 

 
 

 
 

し
、
 祀
っ
て
 い
 

 
 

 
 

慣
行
に
な
っ
て
 

 
 

道
面
の
あ
る
こ
と
を
物
語
る
一
事
で
あ
る
。
 

子
の
斉
 俗
訓
 の
な
か
に
は
、
 

 
 

 
 

。
某
社
用
 石
 。
 

 
 

樹
栢
 。
 

 
 

 
 

に
は
松
、
段
の
 

 
 

 
 

上
の
人
物
だ
か
 

 
 

 
 

け
は
事
実
で
あ
 

 
 

 
 

聚
落
の
守
り
神
 

 
 

 
 

源
は
社
に
求
め
 

 
 

 
 

て
も
大
過
な
い
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台湾の土地神信仰 

一
 "
 

 
 

 
 

を
 土
地
神
と
し
て
い
た
 

 
 

 
 

、
そ
の
系
統
に
属
す
る
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

と
 見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

根
 に
そ
り
を
も
た
せ
 

 
 

 
 

。
て
の
上
に
一
個
の
石
を
 

 
 

 
 

林
村
 
・
 青
湖
村
 で
各
 

 
 

 
 

わ
た
る
数
多
く
の
例
を
見
 

 
 

 
 

氏
は
 、
こ
の
形
の
小
祠
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
か
れ
ら
の
 っ
 

 
 

 
 

二
 0
 セ
ン
チ
、
 巾
二
 0
 

 
 

 
 

べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

神
祠
を
平
 哺
族
 の
つ
く
 

 
 

 
 

小
祠
を
つ
く
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

も
 簡
単
な
形
と
し
て
、
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 

の
で
あ
る
。
 

91 ㏄ 35) 



土
地
神
の
 

に
元
宝
 銭
 な
 

い
が
、
休
日
 

ぶ
っ
て
い
る
 

は
神
像
で
は
 

場
や
料
理
屋
 

る
と
い
い
、
 

え
な
か
っ
た
 

廟
祀
の
場
 

（
開
合
福
神
）
 

い
る
。
け
れ
 

の
福
徳
 富
 、
 

高
雄
両
三
民
 

風
宮
 で
は
、
 

で
、
廟
の
守
 

つ
け
ら
れ
て
 

王
 で
あ
る
。
 

い
 、
廟
を
守
 

 
 

 
 

く
 、
左
手
 

 
 

 
 

と
ん
ど
な
 

 
 

 
 

帽
子
を
か
 

 
 

 
 

の
場
合
に
 

 
 

 
 

あ
る
。
 エ
 

 
 

 
 

安
全
を
祈
 

 
 

 
 

、
要
領
を
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

乗
る
た
め
 

 
 

 
 

い
わ
れ
て
 

 
 

 
 

郷
 四
株
 村
 

 
 

 
 

堂
 総
壁
、
 

 
 

 
 

東
鎮
 の
 慈
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

陵
の
弟
子
 

 
 

 
 

神
に
結
び
 

 
 

 
 

く
 百
獣
の
 

 
 

 
 

厄
 を
は
ら
 

 
 

 
 

、
 虎
は
土
 

(536) 92. 



台湾の土地神信仰  
 

 
 

、
な
お
竹
束
 鎮
 長
春
 路
 

 
 

 
 

哺
村
 、
新
竹
 市
 開
合
 福
 

 
 

 
 

m
 、
知
木
温
泉
や
瑞
美
材
 

 
 

 
 

街
 の
 福
 松
宮
で
は
旧
人
 

 
 

 
 

吉
日
が
誕
生
日
だ
と
 ぃ
 

 
 

 
 

だ
と
い
っ
て
い
る
。
面
白
 

 
 

 
 

二
日
は
神
に
な
っ
た
日
切
 

 
 
 
 

 
 

 
 

の
こ
と
お
よ
び
 玉
匝
記
 

 
 

 
 

日
 と
い
わ
れ
て
い
た
の
 
9
 

 
 

 
 

が
 二
回
あ
る
の
は
 
な
 

し に 守 は あ て 
か そ り 、 

地 
っ " 土 神    

 

の
は
、
私
の
推
測
を
助
け
る
一
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
う
し
 

 
 

 
 

き
た
こ
と
が
 

 
 

 
 

た
得
勝
 全
能
 

 
 

 
 

公
 爺
を
村
の
 

 
 

 
 

伝
え
は
ま
さ
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 



一
回
、
あ
る
 

い
で
ほ
し
い
 

土
地
神
の
上
 

た
 。
そ
の
 曾
 

て
か
え
り
、
 

 
 

 
 

を
さ
せ
な
 

 
 

 
 

城
阻
神
が
 

 
 

 
 

か
な
か
っ
 

 
 

 
 

を
も
ら
っ
 

 
 

 
 

 
 

東
 車
路
な
ど
で
は
、
 
年
 

き 低 よ な と よ あ は は が 
か い 城 う ろ い う ま 下 土 そ   

 
 

 
 

般
 に
神
を
肥
る
の
 

 
 

に
 信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

の
 誕
生
日
は
 、
実
 

 
 

 
 

に
併
祀
 す
る
廟
は
 

 
 

 
 

等
に
幸
福
に
さ
せ
 

 
 

 
 

持
し
か
祀
ら
な
い
 

 
 

 
 

は
 、
そ
の
一
例
と
 

 
 

 
 

て
だ
け
は
、
こ
の
 

に
い
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

ら
 、
 城
阻
 神
よ
り
 

 
 

 
 

口
笹
 
末
は
、
し
ば
し
ば
 

 
 

 
 

福
天
宮
、
新
竹
 市
 

(538)@ 94 



台湾の土地神信仰 

 
 

 
 

部
下
で
は
ぼ
 い
 と
 い
 

 
 

 
 

都
城
 障
廟
 に
土
地
神
の
 

 
 

 
 

な
い
と
考
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

を
 報
告
す
る
と
記
さ
れ
 

 
 

 
 

の
 ち
い
っ
し
か
両
者
の
 

 
 

 
 

っ
に
 考
え
ら
れ
る
に
い
た
 

 
 

 
 

は
 功
徳
や
功
績
の
あ
っ
 

 
 

 
 

0
 名
残
り
を
今
日
に
止
 

め
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

。
美
濃
鎮
の
永
安
路
で
 

 
 

 
 

に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

ら
れ
る
こ
と
、
あ
た
か
 

 
 

 
 

蝿
 が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
る
わ
け
で
あ
る
か
 

 
 

 
 

一
方
、
七
 
払
甜
到
 
は
し
な
い
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
神
像
や
誕
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え と と れ 上 っ 口 調 が る 全 生   
忙 の 豚 " れ 地 い " て 単 神 ぃ 土 日 の 従 を   

 
 

 
 

な
く
、
神
像
は
 

 
 

 
 

体
 共
通
し
て
い
 

 
 

 
 

神
の
実
体
が
ち
 

 
 

 
 

に
な
っ
た
人
の
 

 
 

 
 

に
も
 旧
 二
月
二
 

 
 

 
 

く
 神
像
を
つ
く
 

 
 

 
 

あ
る
高
徳
者
を
 

 
 

 
 

こ
と
は
忘
れ
 ろ
 

 
 

 
 

企
 ま
た
は
 伯
公
 

 
 

 
 

。
そ
れ
ら
の
こ
 

 
 

 
 

は
 、
文
献
に
見
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
神
を
祀
る
の
 

 
 

 
 

田
植
時
と
稲
刈
 

 
 

 
 

祀
る
。
こ
の
ほ
 

 
 

 
 

日
は
 一
年
間
の
 

 
 

 
 

月
 二
日
と
一
六
 

 
 

 
 

っ
て
よ
い
よ
う
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台湾の土地 

0 0 0 
豪 家 工 
畜 畜 場 
増 の の 
産 字 守 
の り り 

本中 ネ中 卒中 

口一雨 4 
県 
学 
甲 
鎮 
平 
東 
里 

同 
月 - 、 

リ ヨ 市 
仁 
挽 旦ト 

大 
捕 
村、 

屏 
東 
県 
内 
捕 
村 
東 
成 竹 花 
苦 衷 蓮 
  鎮 県 

  

0
 廟
の
守
り
神
 

 
 

郷
 此
間
水
陸
宮
、
高
雄
両
三
属
官
 

仰
 

信
 

0
 道
路
や
田
の
守
り
神
 

屏
東
県
内
浦
付
票
文
巻
 

神
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
 

の
で
は
ぶ
く
が
、
豚
肉
・
 鶏
ま
 

ぅ
 。
焼
く
金
紙
は
土
地
公
金
か
 

で
 土
地
神
を
、
さ
ら
に
荒
節
 が
 

っ
 。
そ
れ
は
、
土
地
神
が
供
物
 

れ
ば
、
そ
の
人
々
と
話
を
し
て
 

否
 か
を
き
き
、
 
喰
 べ
お
わ
っ
た
 

ち
 か
え
る
。
供
物
を
そ
っ
く
り
 

か
が
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
土
地
神
は
村
 や
 

天
宮
）
 、
 村
や
部
落
の
守
り
神
 

ぬ
本
村
、
花
蓮
 県
 瑞
穂
 村
 
・
 瑞
 

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
必
ら
 

 
 

い
て
は
、
前
著
で
の
べ
た
と
こ
ろ
と
大
同
小
異
な
 

 
 

を
 供
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
お
こ
 

 
 

香
 に
火
を
つ
け
て
天
公
す
な
わ
ち
天
官
を
 、
つ
 い
 

 
 

さ
し
て
拝
ん
で
か
ら
、
し
ば
ら
く
そ
の
附
近
で
待
 

 
 

分
 ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
間
、
他
の
参
拝
者
が
あ
 

 
 

ェ
を
 行
な
っ
て
 、
 神
が
供
物
を
喰
べ
お
わ
っ
た
か
 

 
 

万
 の
 酒
 瓶
に
も
ど
し
て
、
供
物
と
と
も
に
家
に
持
 

 
 

で
い
た
く
興
味
を
覚
え
た
。
両
者
の
関
連
性
が
う
 

 
 

お
い
て
も
、
あ
る
地
方
を
守
る
神
（
花
蓮
 市
 、
福
 

 
 

捕
村
 、
美
濃
 鎮
 、
屏
東
 鎮
 中
山
路
・
内
 浦
村
 、
 

 
 

守
り
神
（
 車
城
鎮
福
 安
村
、
福
女
宮
）
な
ど
と
い
 

 
 

み
よ
う
。
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を
 保
護
す
る
 神
 

屏
東
 鎮
 中
山
路
慈
周
 宮
 

の
 中
卒
 

 
 

帰
仁
郷
 大
 浦
村
 、
屏
東
 鎮
 

 
 

水
温
泉
・
知
木
村
、
花
蓮
 県
 

 
 

宮
 、
花
蓮
 県
 古
女
 郷
 北
畠
 村
 

 
 

郷
東
林
村
 

 
 

重
 哺
の
商
人
、
同
鏡
貝
 煉
里
 

 
 

二
民
 図
三
周
 宮
 、
屏
東
 鎮
内
 

 
 

鹿
哺
 、
台
北
冥
休
日
 郷
西
林
 

村
 福
徳
 富
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

世
市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
 

 
 

 
 

変
 

う
こ
と
を
明
示
す
る
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
 

な
お
こ
の
ほ
か
に
、
 

際
に
無
事
を
祈
っ
た
 

が
 煉
瓦
製
造
 地
 と
な
 

を
 守
る
神
と
信
じ
て
 

っ
 神
と
し
て
信
仰
 さ
 

容
 さ
せ
ら
れ
る
と
 ぃ
 

い
ま
ひ
と
っ
注
意
 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
 

た
 人
が
あ
っ
た
け
れ
 

0
 人
間
の
死
体
 

0
 豊
作
・
農
耕
 

0
 商
売
繁
昌
の
神
 

0
 金
儲
け
の
神
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台湾の土地神信仰  
 

 
 

0
 人
々
は
千
客
万
来
を
願
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
こ
の
点
は
 

他
の
地
方
に
お
い
て
も
同
様
で
 

竹
束
 鎮
員
煉
里
 

0
 豊
作
・
商
売
繁
昌
・
健
康
・
家
畜
の
増
産
 

屏
東
県
内
 浦
 付
票
文
巻
 

0
 豊
作
・
金
儲
け
・
 治
病
 ・
一
家
の
平
安
 

屏
東
県
内
 浦
村
東
成
巷
 

 
 

畜
の
増
産
 

高
雄
泉
美
濃
 鎮
 永
安
 路
 

0
 治
病
 ・
健
康
・
一
家
の
平
安
 

ム
ロ
乗
具
 
卑
 南
郷
知
木
村
 

0
 治
病
 ・
金
儲
け
・
一
家
の
平
安
 

花
蓮
 市
福
 要
衝
 福
安
宮
 

 
 

台
北
冥
林
田
 郷
西
林
村
 

 
 

事
 帰
還
・
一
家
の
平
安
 

室
蘭
市
域
 障
街
福
 松
宮
 

0
 商
売
の
発
展
と
子
供
の
治
癒
 

 
 

 
 

て
 、
商
人
は
金
儲
け
、
 
農
 

 
 

 
 

昌
 、
農
民
は
豊
作
、
労
 

 
 

 
 

そ
の
職
業
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

神
と
し
て
理
解
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

ぬ
 神
を
祀
ら
ず
、
美
濃
 鎮
 

 
 

 
 

水
商
売
の
人
々
が
土
地
 

 
 

差
 の
あ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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又 は を 究 れ い た 

  
を わ 中 は 惚 調 が の で こ 北 「 も ら 今 
獲 な 国 そ れ 蚕 下 相 い の と 台   、 年 
得 け の の て に 定 連 6 点 商 港 そ 省 度 
す れ 道 ょ ぃ あ で に わ は 、 の れ 略 の 
る ば 教 ぅ る た あ っ け あ 東 土 で し 調 
の な が な   っ り い で ま 部 地 も た 査 
で ら と 角 け て 、 て は り と 神 大 部 結 
は な り 度 ね 、 か も な ふ 西 」 妹 分 果 

い か 部 と の が を 

  
か が る 主 題 め て に 後 さ 相 も は め し 

  
の さ あ の 初 た は い 査 ぃ あ な し る 現 

  
お そ   重 よ の そ と て た た 方 だ 説 湾 
い の 道 要 り 原 の 考 、 よ 福 差 け 明 の 
て よ 教 で は 祝 詞 え 少 ぅ 建 が た が 土 

、 う の あ 格 形 述 て し に 系 見 の 木 地 

  
数 行 も た 拡 は か こ 相 る 、 る か っ つ 
と な の 一 が な 香 れ 違 。 お 。 と て ぃ 
叱 わ も 方 り か か は 点 も よ こ 恩 、 て 
正 ね   、 を っ 疑 い を ち び の う お   
と て 促 そ も た い さ 明 る 山 月 。 わ 紹 

（ を は 来 の っ か が さ ら ん 地 の か 介 
り し 

  

@t @ Ⅴア し @@@ 十八 Ⅰ。 

  

  い 道 っ い う 説 で わ い 
く 紙 

、 ち い と 二 市 冨 

三 し 教 た 拡 に は あ ざ と さ が て こ や 
  た の 別 が 思 、 、 る の 者 だ け は ろ 前 
三 ぃ 研 の り わ 一 。 よ え は も 不 が 著 
0  。 突 角 な れ 応 う て つ る 十 あ と 
稿 
  は 度 も て 確 に い き る 分 る の 

学 、 つ き か 思、 る り 。 で か 重 
界 床 土 た め ね 。 と 従 あ も 複 
に い 地 。 ら れ で そ 来 っ し る 
お 現 神 徳 れ る き の の た れ さ 

け 野 の っ た 。 れ 点 研 け な け 

四 

む 

す 

び 
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台湾の土地神信仰 

 
 

 
 

稿
は
 、
「
道
教
儀
礼
に
 

 
 

 
 

稿
は
省
略
し
た
 

 
 

 
 

幸
い
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

土
地
神
」
の
 章
 参
照
。
 

 
 

 
 

一
力
円
月
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

な
い
市
街
地
に
祀
ら
れ
 

 
 

 
 

立
の
廟
は
見
当
ら
 

 
 

 
 

人
々
が
祀
る
家
や
 

 
 

た
が
、
 払
 わ
ず
し
も
そ
 う
 断
言
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

東
亜
 及
 西
南
太
平
洋
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 点
か
ら
、
お
そ
ら
く
 

 
 

 
 

濃
鎮
に
 数
多
い
士
 

 
 

 
 

系
の
文
化
は
、
今
 

 
 

考
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

片
 し
て
お
ら
れ
る
テ
キ
 

 
 

っ
た
 嘉
手
納
 宗
 彼
氏
の
 御
 好
意
に
感
謝
す
る
。
 

 
 

 
 

（
 
8
 ）
 
凌
 綿
戸
 氏
註
 4
 回
書
に
よ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

&
 
 
セ
耳
 
a
r
 
宙
 ，
Ⅰ
。
 
臣
臼
韓
 

之
 の
 毛
ぺ
 0
 寺
 ・
 H
 乙
の
の
第
四
章
参
照
。
 

 
 

 
 

石
 を
土
常
若
と
し
て
い
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る
 由
で
あ
っ
た
か
 

 
 

 
 

て
い
る
。
な
お
 Y
 

 
 

 
 

供
え
る
と
い
う
。
 

 
 

 
 

て
い
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

信
仰
習
俗
か
ら
み
 

 
 

 
 

お
さ
な
け
れ
ば
な
 

 
 

 
 

Y
 家
で
は
ま
た
、
 

 
 

 
 

者
の
あ
い
だ
に
は
 

 
 

分
 考
慮
を
は
も
う
必
要
が
あ
る
よ
さ
に
考
え
ら
れ
る
。
 

（
は
）
 
凌
純
声
氏
註
 4
 周
書
に
 よ
 る
。
 

 
 

っ
た
話
が
あ
り
、
そ
の
絵
が
タ
イ
ル
に
 
焼
 ぎ
つ
け
ら
れ
て
、
 

壁
 に
は
め
こ
ま
れ
て
い
 

 
 

 
 

ろ
に
や
っ
て
 き
て
 

 
 

 
 

が
ひ
っ
か
か
っ
て
 

 
 

っ
て
や
っ
た
 0
 そ
こ
で
、
虎
は
保
 生
 大
帝
に
つ
い
て
修
行
し
 
、
 つ
い
に
神
に
な
っ
 

た
 、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

神
 、
美
濃
 鎮
 東
門
 里
永
 

 
 

 
 

べ
 た
。
知
木
温
泉
 

 
 

に
 反
対
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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ロ
エ
ア
 名
で
、
淡
水
、
呪
法
 
助
 

 
 

 
  

 

 
 

ル
 期
か
ら
知
ら
れ
て
い
 

 
  

 

エ
 

 
 

 
 

シ
ュ
メ
ー
ル
入
居
住
地
 
1
 

水 

    

 
 

 
 

み
よ
う
と
思
 う
 。
こ
れ
 

 
 

 
 

-
 
つ
 。
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

極
 的
に
し
ろ
消
極
的
に
 

抽 特 
栗 色 ォ 
に と り 

と し ェ 
ど て ン 

ま と ト 

り り に 
え あ 限 
ず げ 定 
呉 る さ 一 

れ 

  

  
紳一 々 父 

の錯多 

  
ま が 
す た 古   
抽 働 リ 

象 く エ   
第 と の 
一 穂、 人 
原 像 々 
因 の の 
化 の 宗 
せ え 教 
ざ に 的 
6  拍 思 、 
を 家 君 
え は の 

エ
 

ア
 

と
水
 

後 

藤 

光 

  

宜は 
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が る パ な ェ や ァ で な な 物 
ア だ ン ぜ ン 主 ッ は わ く 語 バ 

プ け テ シ キ 神 シ ア ち 都 は ビ   
ス で オ ュ の の ュ ッ バ 市 バ   

@ は シ メ 称 勝 @ シ ビ あ ビ ニ 
そ な の l 号 利 ル ュ ロ 6 ロ ア 
創 い 突 か め 、 0 l ン い 二 天 
っ 。 際 若 一 人 面 か め は ア 地 
て シ の の っ 間 親 に ェ 国 " 創 
自 ュ 主 ヌ で 創 は お サ の ア 道 士 
分 メ 神 デ 、 遣 う き ギ 生 ッ 初 一 

と " か ぅ 本中 、 ン 語 

  

用 新 か な マ 

  

  

  
洪 と 名 れ Ⅱ ィ の た 出 で 立 代 

  アヌ る ネ 申ヌ ア その 

  

  

、 ア l ル な れ 父 の か で 承 芸 
エ ヌ に ド わ て 親 神 の は で 復 
ン が 組 ク ち い は 々 フ ァ あ 興   の産 る 。ルドェ ア は大 、、 ノ ッ った ） （ 4 
二 割 ろ 玉 造 こ で 体 ク ュ 。 物 

  

サ デ 権 ュ 意 び 神 な ア あ い れ 
る 

  

大 ム 得 ル る し 誕 た り 。 で こ 
母 ド す ・ 。 ぃ 生 だ ァ す も の 

ほ 名 キ 域 
ぽ エ 、 に 
と ア ェ は 
と の ア 殆 
の 普 は ん 
っ 及 と ど 
た は も そ 
形 セ に の 
で ム （ 例 
詞 人 汗 が 

  

  
な か バ 

  
二 周 代 ュ     
% ル 優 

  
文 か は 
学 ら ェ 
が 神 ン 



ヱ ア と 水 

が に み 流 

  
末 永 ス 地 
め が @  、 
る 姿 と 海 
農 。 を 砕 氷 
耕 み ば も 

社 せ れ 満 
会 る た 潮 
に と と の 
は 映 考 さ 
有 っ え い   
あ で る す 
つ る 。 る 
た ろ か が 

にち う 。 れ ら他 、 
が た の 方 
い し 田 河 
な か に の 
い に は 水 

も沖 た 下方 宇宙 

とか論ま えら的で 
ば 湧 に 流 
新 き 大 出 
シ あ 地 す 
ュ が が る 

メ る ア た 
l 水 プ め 
ル は ス 多 
晴 晴 l 彩 
代 入 の な 
の で 上 生 
ゥ あ を 物 

  
朝 に の る 

大河 期に つ， b 低い 

ェ な 場 の 

ン る 所 、 河 
キ 水 や 口 
に の 地 な 
は 万 千 ど 
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い
と
う
つ
る
水
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

れ
ぬ
湖
沼
や
大
河
の
下
 

（
 
腱
 ）
 

（
 
m
 
 
）
 

 
 

 
 

一
般
的
で
あ
る
。
 
た
 

 
 

 
 

ヌ
 デ
ィ
ン
 ム
ド
 が
人
類
 

（
 
ふ
 @
 
）
 

 
 

 
 

め
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

を
 悩
ま
せ
た
と
き
、
 

 
 

 
 

の
 始
祖
の
男
神
を
殺
し
 

 
 

 
 

ん
主
神
こ
そ
こ
の
物
語
 

 
 

 
 

を
 招
く
実
際
の
原
因
と
 

 
 

 
 

の
こ
と
で
、
主
神
は
す
で
 

 
 

 
 

エ
 ア
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

四
 



五
 

 
 

 
 

が
 、
詩
人
た
ち
の
 地
 

 
 

 
 

、
ア
ッ
シ
リ
ア
人
に
と
 

 
 

 
 

の
び
た
 ジ
ウ
 ス
ド
ラ
が
 

 
 

 
 

承
を
自
己
の
詩
作
に
と
り
 

（
は
）
 

 
 

 
 

川
 々

の
河
口
」
に
住
ん
 

 
 

 
 

。
オ
ー
ル
フ
ラ
イ
ト
の
 

 
 

 
 

湧
出
口
と
と
り
、
そ
こ
 

 
 

 
 

に
あ
る
神
々
の
い
こ
い
 

（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

雨
は
冬
期
に
集
申
し
、
 

 
 

 
 

ま
に
泥
海
と
化
し
、
 
住
 

 
 

 
 

・
エ
リ
シ
ュ
で
主
神
が
 

 
 

 
 

を
お
き
、
テ
ィ
ア
マ
ト
 

（
 
鵬
 
@
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
に
も
 ア
フ
 ス
ー
Ⅱ
 

 
 

 
 

出
て
く
る
の
は
「
上
の
 

 
 

 
 

湾
 で
あ
る
。
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エ ア と 水 

原
 南
西
部
に
波
状
的
 
摺
曲
 が
生
じ
全
体
 
と
 

あ
る
程
度
 摺
 曲
を
起
し
っ
 っ
 も
全
体
と
し
 

リ
ー
ス
と
フ
ァ
ル
コ
ン
は
市
河
下
流
地
 

部
と
 ア
ラ
ビ
ア
沙
漠
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
 

世
に
そ
の
タ
ン
ジ
ェ
ン
ト
運
動
が
頂
点
に
 

て し 連 歌 域 
の
 歴
史
地
理
を
地
殻
運
動
の
 

弱
地
帯
の
運
動
と
し
て
と
ら
 

し
、
現
在
も
ま
だ
余
韻
が
続
 

て
 隆
起
し
て
背
斜
構
造
を
示
 

沈
下
し
向
斜
構
造
に
な
っ
た
 
。 す い え 観 

  へ   
河 中 。 地 比 
や 間 そ 塊 較 
風 の の が 的 
に 軟 た 接 安 
  よ 弱 め 近 定 
っ 地 曳 す し 
て 帯 走 る た 
運 は 地 方 二 
ば バ 塊 向 っ 

れ ス の に の 
た ぅ 周 動 地   
が 帯 と 策 ィ     
雅 に 高 莉 央 
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で
や
や
く
わ
し
く
内
容
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

三
千
年
頃
海
岸
線
に
 

 
 

 
 

き
る
以
前
な
の
で
「
 
川
 々
 
 
 

 
 

何
が
運
ぶ
泥
土
に
よ
り
 

 
 

 
 

ぬ
質
 学
の
立
場
か
ら
こ
 

 
 

 
 

重
要
な
影
響
を
与
え
る
の
 

 
 

 
 

係
 づ
け
ら
れ
た
と
す
る
 

 
 

 
 

者
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
 人
 と
し
 

 
 

 
 

の
 取
引
先
が
古
バ
ビ
 口
 

 
 

 
 

産
地
は
西
の
タ
ク
ロ
ス
 

 
 

メ
ー
ル
の
ス
ギ
牡
牛
耳
ぎ
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
 
と
 ず
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

"
"
"
 

Ⅹ
 
ノ
 
'
 



 
 

 
 

一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
 

 
 

 
 

と
 見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
 

 
 

 
 

一
 
0
0
 粁
 南
東
の
 ブ
｜
 

 
 

 
 

ら
 最
近
 一
 00
 

年
間
 

に
 

 
 

 
 

マ
イ
ル
の
バ
ン
ダ
ル
・
 
ヱ
 
 
 

 
 

海
洋
性
で
あ
る
こ
と
か
 

 
 

 
 

と
 、
平
野
部
で
は
か
つ
 

 
 

 
 

そ
の
一
部
が
満
潮
位
以
 

 
 

 
 

0
0
 

１
１
玉
 

0
0
0
 

年
 

 
 

 
 

湖
沼
 は
セ
 世
紀
 ど
ろ
生
 

 
 

 
 

な
し
て
い
る
こ
 ル
尺
バ
 

 
 

 
 

の
上
に
厚
さ
九
 0
 フ
ィ
 

 
 

 
 

る
こ
と
か
ら
、
一
方
で
 

 
 

 
 

、
沈
下
童
と
そ
こ
に
 流
 

 
 

 
 

そ
れ
に
両
町
下
流
地
域
 鰻
 

 
 

 
 

口
か
ら
六
三
 0
 粁
 上
 汎
 
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

っ
て
、
市
河
 が
 流
れ
こ
 



ジ
ヱ
ィ
 

水
に
お
い
て
 

と
が
人
間
別
 

 
 

リ
ー
ス
 

エ
 

淡
水
性
 ぉ
 

 
 

 
 

 
 

と
に
 

 
 

 
 

近
な
 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
 

 
 

、
何
 と
泉
の
神
等
々
で
も
あ
っ
た
 
、
 と
し
て
い
る
。
（
 

9
 
2
 

）
 

 
 

 
 

ち
、
 

      の な で か 
ェ め   ア 地 
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か 。 い る ドウ 

  
  
1  @ こ 

ス シ 

七 
  

  
遺跡 っな， 
ら カま 

  
ェ て 
ア い 
@@ @/@I 
関 い 
連 こ 
し と 
た が 
宗 道 
数 に 
的 河 

  
解 説 

択 る 
は 支 
ど ・ え 

う る 
な 根 
6 挺 
で と 
あ な 
ろ っ 
う て 

入
 堆
積
す
る
 沈
 泥
の
間
に
 

ア
マ
ー
ラ
ー
（
海
抜
 一
 0
 

化
石
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
 

土
の
旦
は
前
三
 0
0
0
 、
 

リ
ー
ス
と
フ
ァ
ル
コ
ン
 

地
帯
に
住
民
が
い
た
と
し
 

に
は
 殆
 ん
ど
変
っ
て
い
な
 

聖
書
 学
 関
係
の
歴
史
 地
 

 
 

に
テ
 

 
 

 
 

 
 

素
 

一
 0
0
0
0
 

年
頃
の
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
定
 

 
 

い
る
 

い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
 

 
 

脚
し
 

 
 

ト
 に
か
け
て
淡
水
性
貝
類
の
ほ
か
塩
水
性
貝
類
の
 

同
位
 原
 索
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
ア
マ
ー
ラ
ー
 出
 

仕
者
で
あ
る
シ
ュ
メ
ー
ル
 人
 以
前
に
も
 両
河
 下
流
 

（
 
あ
 ）
 

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
河
口
の
位
置
は
歴
史
時
代
 

 
 



 
 

（
あ
る
い
は
ス
ウ
ェ
ン
）
の
 
配
 

 
 

出
資
者
の
一
人
が
出
航
す
る
 船
 

（
㏄
）
 

ア
ム
ツ
 ル
に
祈
願
す
る
句
が
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

と
も
に
上
流
か
ら
く
る
の
み
 

 
 

フ
 ス
ー
 、
 ム
ン
ム
、
テ
ィ
ア
マ
 

 
 

い
 う
 神
話
的
表
象
は
か
れ
ら
 始
 

 
 

め
 れ
に
摂
取
し
、
ア
プ
ス
ー
 と
 

 
 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 ム
ン
 

 
 

と
に
よ
り
 エ
 ア
の
第
一
原
因
化
 

 
 

は
 彼
女
の
頭
を
置
き
、
そ
の
上
 

 
 

ス
 河
の
源
と
し
、
…
…
彼
女
の
 

 
 

た
 」
（
 V
 ㏄
 ｜
酩
 。
「
ア
ト
ラ
 

 
 

「
テ
ノ
Ⅲ
ア
マ
ト
 

ナ
か
 

し
 
い
抑
皿
二
プ
 

ん
て
土
日
 

心
 

偶
 若
女
神
 二
 ン
ガ
ル
の
神
殿
で
あ
り
、
銀
製
の
外
 

乗
り
に
あ
て
た
書
簡
に
、
航
海
の
安
全
を
 エ
 ア
 と
 

な
ら
ず
、
下
流
の
海
の
か
な
た
か
ら
も
く
る
の
で
 

ト
と
エ
 ア
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
 
エ
 ア
が
 ア
プ
 

祖
の
男
女
神
の
水
が
混
合
す
る
こ
と
に
よ
り
発
揮
 

（
 
鍵
 ）
 

テ
ィ
ア
マ
ト
の
間
に
現
わ
れ
る
ム
ン
ム
を
 す
せ
 
で
 0
.
 

ム
 は
最
高
形
態
の
生
命
、
知
恵
を
具
現
し
た
神
的
 

を
 た
す
け
た
と
思
わ
れ
る
。
テ
ィ
ア
マ
ト
の
 ん
ン
 

に
 山
を
築
き
、
い
ず
め
を
開
い
て
川
を
流
れ
く
だ
 

乳
房
の
と
こ
ろ
に
特
に
立
派
な
山
を
築
き
、
 

亘
量
呈
 

ハ
 シ
ス
」
 D
 田
弗
 ，
 田
 1
 兜
な
ど
参
照
）
。
 

の
ま
ま
に
す
る
が
い
い
、
彼
女
の
生
命
は
先
 き
細
 

 
 

 
 

の
 安
全
を
祈
る
家
族
、
 

る
 。
二
百
数
十
 粁
 

る
 。
も
し
潮
汐
 現
 

満
潮
位
を
利
用
で
 

あ
ろ
う
。
ウ
ル
の
 

 
 

 
 

分
 ち
 
㏄
 

 
 

 
 

 
 

げ
 ろ
 

 
 

 
 

 
 

た
で
⑤
 

 
 

 
 

中
に
 



 
 

 
 

る
の
に
た
い
し
、
シ
ュ
メ
１
 
%
 

 
 

 
 

 
 

ン
 に
つ
い
て
は
そ
れ
を
 ぺ
ル
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ン
ソ
ン
が
バ
ー
レ
ン
 
島
 
Ⅰ
 

水 

八 

  

上 び ア え み し よ っ へ し ア ら 縮 
め や と に ね 、 る て ビ か て れ ま 

  

エ 地 マ ス 火 

  

  

ア を は 竜 に な 重 の 水 っ 神 か ら 

像 も 要 マ テ み っ で 、 た 名 る 先 
を っ す と 々 と た あ 海 怪 で が の 
も 神 る 呼 ア な ば ろ と 獣 は い 世 代に って ｜ こ八一々 こ ばれ ） 3 （ 8 マト って あい つ ， 。 関係 多 の 尤 b ま、 」 し 、 

と 
デ 々 害も忌はし 損が 、 に 押を南がくのハ 想バ 深がで VlI っ   

  

ンえ面 の " " れか 抹淡 るてニ 。 そ     を重 中殺さ問題人々く， 々 中 カヵ たま れば の シ で テ 名 ル 直接 ｜ ま （ ） 3 5 

  

  

に 面 い 願 ず 外 間 方 シ メ 時 を 彼 
す の 神 さ 、 航 は を ュ l 代 悪 女 

  

と 人 の の そ さ う ル さ び そ く 

い 々 で 永 う れ 最 の か っ の 芽 
え に あ が い 、 大 こ の け 消 を 
よ 刺 ろ も う 八 の れ ぼ て 滅 ひ 

  

も 八 l に セ は デ る る と は 
た ア モ 遭 岐 春 Ⅰ 名 の め る 
ら プ ン 遇 の さ そ で は る か 
す ス 性 し お き ン 記 確 祈 先 
面 l を た ろ の の さ か 願 の 
と Ⅴ 表 ば ち 上 摩 れ に と ほ 

  
  



 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ウ
ォ
ー
 か
 は
オ
ー
ル
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

，
ら
 
バ
ー
レ
ン
 島
説
 に
組
 

 
 

 
 

を
 託
し
、
北
西
風
の
吹
 

 
 

 
 

を
 支
持
す
る
し
、
オ
ッ
 

 
 

 
 

は
古
 バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
 

 
 

 
 

っ
た
 サ
ル
ゴ
ン
の
デ
 イ
 

 
 

 
 

と
し
た
ら
し
い
。
（
 

5
 
4
 
 

）
 
そ
の
 

（
 
肘
 ）
 

 
 

時
代
の
文
書
に
よ
る
と
マ
ガ
ン
は
 

銅
、
 

 
 

せ
ら
れ
、
ア
ッ
カ
ド
王
朝
の
サ
ル
ゴ
ン
 

 
 

ノ
 ル
ム
 ン
と
 並
ん
で
現
わ
れ
る
地
名
に
 

 
 

ッ
 カ
ド
王
朝
の
サ
ル
ゴ
ン
の
支
配
国
を
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

め
る
オ
ー
ル
ブ
ラ
イ
ト
に
よ
れ
ば
 
ェ
ジ
 

 
 

エ
チ
オ
ピ
ア
と
す
る
。
（
 

2
 
4
 
 

）
 
マ
ガ
ン
は
 
オ
｜
 

 
 

ふ
れ
る
よ
 う
 に
両
者
は
む
し
ろ
距
離
的
 

よ
る
。
た
と
え
ば
前
二
千
年
紀
初
期
の
 々
 

誇
示
し
た
 文
 重
日
の
マ
ガ
ン
、
メ
ル
 
ッ
ハ
 で
 

プ
ト
 な
い
し
ブ
ン
ト
と
よ
ば
れ
た
紅
海
南
 

ル
ブ
ラ
イ
ト
な
ど
に
よ
る
と
エ
ジ
プ
ト
、
 

に
も
近
い
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ン
ダ
ス
河
流
 

宝
石
、
象
牙
、
タ
マ
ネ
ギ
の
輸
出
 地
 で
あ
 

以
前
の
シ
ュ
メ
ー
ル
文
書
の
デ
ィ
ル
 ム
ン
 

は か を 
あ ら 提 
り 出 口唱 妾 

え 発 し 

な す て   
と 。 来   

。 人 が 
そ が ほ 
れ 伝 は 
に え 定 
他 る 説 
の よ と 

資 う な 
料 に っ 

を 「 て 
力 ロ シ い 

味 ュ る 
し メ 。 
て l 近 
真 ル 年 
東 の 前 
す 東 者 に 粗 は ね 方」 

ち を し 

ィ 第 た 
フ 一 " の 
ン 条 は 
四 件 ク 
部 と レ 
で す l 
は れ て 
な ば l @ ホ 。 Ⅰ @ 

  
っ ン か 

ま 島 れ 
り は は 
ェ か シ 

う れ ュ 
ム ら メ 
の の l 
商 い か 

す ぅ 洪 
な 東 大 
わ 方 伝 
ち で 承 
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エ ア と 

近 道 
い 跡 バ 

紋 と か 
横 眉 バ 

0 位 ル 
同 学 の 
形 約 束 
印 fc  の 
章 司 う 

が じ ス 

山 と   
上 ろ ァ 
し ら か 
た れ ・ カ 
そ 最 ぅ 
0 丁 ア 
の 層 の 
ち は 遺 
異 稜 跡 
民 線 の 
族 の 最 
が 枝 下 
侵 式 部   

、 や か 
蛇 異 ら 

女 な も 

そ申 6  回 
の 上 棟 
神 器 な 
殿 と 結 
が メ 果 
建 ソ を 
っ ポ え 

たタた 
こ ア と 
の の く 

町 側 に 
の よ 下 
歴 り か 
史 イ ら 

はま ンニ ダ層 
だ ス 目 
続 文 が 
く 明 バ 
が に ル 
直 一 バ 

撰 屑 ル 

113 (557) 
 
 

以
来
 セ
 

 
 

圏
 を
な
す
 

 
 

さ
ら
に
 島
 

 
 

出
土
物
 か
 

 
 

か
っ
た
。
 

 
 

同
心
像
、
 

 
 

の
 結
び
つ
 

 
 

方
形
印
章
 

 
 

を
 追
跡
す
る
さ
 

 
 

マ
ン
に
 

（
 
訂
 ）
 

 
 

｜
レ
 

 
 

胴
 の
 丸
 

 
 

し
ア
 

 
 

明
と
 

 
 

フ
ピ
ス
 

 
 

明
と
 

 
 

す
る
。
 

い
の
 目
 や
す
と
な
る
。
 

い
た
る
 

ン
 鼻
油
 

い
 赤
色
 

ッ
カ
ド
 

の
関
係
 

ラ
ズ
リ
 

の
関
係
 

こ
れ
が
 

く
 
「
日
の
出
」
（
 

１
レ
ン
 の
ギ
リ
シ
 

前
 二
千
年
紀
後
半
 

の
文
献
か
ら
デ
ィ
 

島
 と
そ
の
ア
ラ
ビ
 

銅
器
時
代
の
墳
墓
 と ア ル の ア 東 

 
 

 
 

ベ
 
/
 

 
 

 
 

ナ
 
・
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

他
 

（
 
鶴
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

青
 

 
 

ン
と
 同
定
し
た
。
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/ Ⅰ 文才 簗は ど 紀 そ し 貿 ダ 符 ムコ   
発 ぅ " 主 給 ひ " 立 に は 海 ェ と の 城 山 l に   
地 平 の と し れ ッ か か 直 行 ト ッ か 系 た 仲 保 

、 島 途 お て て ハ は タ 営 が で ハ ら 統 。 の な 
聖 に 中 り 栄 い が な 頭 の あ は に メ に オ フ い   
土 の 花 レ と そ ど 疑 分 業 こ に て ハ パ ン ラ 割 
地 塚 地 ン 考 う こ 門 流 と と 王 は を キ の カ 変 
に が と 島 え し だ で す し を 朝 ま ィ ス フ 島 す 
運 あ い を ら て っ あ る て 認 以 さ ン タ ラ で る 

ば る ぅ 含 れ 畳 た る ナ 東 め 前 に ダ ン ィ バ 。 

葬 と 方 ア 。 な 結     
た 、 化 ァ の の で プ 側 ば る プ に 内 仕 れ 跡   
は ル 幡 東 は バ ま 陵 と か が メ と ガ 一 時 司   タ よ 々 0 バ 赤 

  
  
ぅ の 払 す 
で 貴 要 る     
ば 士 ろ シ   

西 す と こ 中 型 ら 保 て 筆 が 喫 塚 に の 遺 ラ 。 ユノ の で み の 三 権 " は い 者 " 形 
も 体 バ l 
っ が l ル 

物 に て 運 国 帆 紅 積 る グ 十 文 
資 卓 ょ 何 時 併 海 極 。 口 器 字 

と 伸 レ 人 め く か が 代 用 ブ は の 
参 詣 ン の 中 か ろ 国 （ 船 的証 と む 刻 
様 に 島 民 ビ し ま 
性 お 北 族 ビ る れ 
が け 部 的 ま 際 4 々 た 
あ る と 故   は ン 護 



ヱ ア と 水  
 

 
 

が
こ
れ
に
か
ら
む
。
し
か
 

 
 

 
 

。
ゥ
ル
の
関
係
者
が
ェ
 
%
 

 
 

 
 

 
 

を
 仰
ぎ
、
デ
ィ
ル
 
ム
ン
 

 
  

 
 
 

 
 

ひ
ろ
く
 ぺ
 ル
シ
ア
潜
航
 

1
 

さ を ひ｜ ま、 以 は自 ） 6 （ 0 を グは 無 デ れ 
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A Study concerning the 

Ancient Greek Religion 

On one aspect of ' y 5 v ~  j ' 

Kazuko KOHARA 

The Greek word # V X ~  generally translated ' soul ', ' Seele ', ' $me ', and so on 

-means ' breath ' or ' inhaltation ' in the original sense of the word. This word does 

not include such a meaning as  immortality as  is expected more or less in the sense 

'of modern languages. 

In Homer it is used a s  the impersonal concept ' life ' in the living, and as  ' the 

ghost of the dead '. Though the Psyche as  the ghost lives in Hades without enjoying 

the concious life after the death of a person, it is obvious that the concept posses 

no immortality even in this case. For among the ancient Greeks, the idea of 

immortality means to live the earthly life without end, and, therefore, the immor- 

tality belongs only to the divine. Homer's concept of the ' shade of the dead ' may 

have been under the influenence of the primitive belief of souls and the dead in 

much earlier stage. 

It is believed that Homer's concept of 'ghost of the dead ' is ' the bredth-soul ' 

in the primitive belief. 

According to Rohde, however, the doctorine of the religious belief of the 

qOrphics and Pythagoreans brought that concept to the Greek world in a certain 

times. That doctorine, known a s  the so-called transmigration of souls, aims a t  

the salvation of the souls as  the pure existence with the divine, free from the 

wandering through various existences, which is gained by the purification of souls 

.during migration. But it is more likely that such a perfect philosophical interpre- 

tation was achieved by the later philosophers, especially Plato and Aristotle, because 

we have very little material about the Orphics and Pythagorean themselves. 

Leaving aside the above-mentioned problem, we can not fail to see the re- 

markable fact that religious belief was originated with Dionysiac cult. 

Accordingly, the immortality, that is, the idea of permanence acquired through 

the  metempsychosis is not the one that emerges suddenly without any previous 



preliminary stage. Foreign God Dionysos known, as the god of plants, and wine, 

that seemed at first to be the demon of plants in Thracia, has the symbolic ex- 

perience of immortal life in the course of seasonable circle of nature. He himself 

dies every winter and is reborn in the new birth without end in spring. We may 

say a t  least that immortality consists not in the pure existence of souls, being freed 

from the transmigration, but in the migration itself. 

In this case, ' $ux$ ' belongs to the impersonal concept of ' life '. The physists 

already accepted such philosophical views about nature in sixth century B. C. 

It is conceivable that immortality meaning the permanence of life is always- 

the strongest desire for the Greeks. And for that reason, the immortality must b e  

acquired not by the philosophical knowledge, but through the experience of mystic- 

rites. 

Gnostizismus und das Denken 

Martin Heideggers 

Taketo TAKIZAWA 

Der Gnostizismus ist eine lang vergessene Religion. Er ist aber nicht nur das 

Phanomen der vergangenen Geschichte, sondern bietet uns auch heute eine neue und 

anziehende MCiglichkeit menschlichen Existenzverstgndnisses. Auch seine Mytho- 

logie und Botschaft muljen wie im Christentum durch unsere gegenwartige Wartex- 

und Spekulationen richtig interpretiert werden. Hierfiir schien uns Martin Heideggers 

philosophisches Denken anzuwanden zungchst am treffendesten zu sein. 

Die hauptsachliche Aufgabe dieser Untersuchung liegt darin, daB wir die grund- 

lengende Struktur des Gnostizismus klarstellen, indem wir ihn mit dem philo- 

sophischen Denken Heideggers vergleichen. Zuerst weisen wir auf einige gemeinsame 

Charaktere zwischen dem Gnostizismus und dem Denken Heideggers hin: z. B. auf 

ihre gegenseitigen Verhaltnisse zum Christentum, auf ihren wesentlichen Charakter, 

usw. Und dann nehmen wir das sogenannte " Lied von der Perle" (Thomasakten 

108-113) aus den direkten geschichtlichen Quellen des Gnostizismus auf. Nach der- 

Deffinition des Gnostizismus von Sasagu Arai, betrachten wir den Text des "Lied* 



von der Perle" hauptsachlich auf die folgenden Punkte hin, namlich 1. den antikos- 

mischen Dualismus, 2. die Offenbarung des Erkenntnisses von dem Abgesandten, 

und 3. das Erkenntnis des Hochstens. 

Durch diese Forschungen wird klargestellt, dafi der Gnostizismus und das 

Denken Heideggers in enger Beziehung zueinander stehen, und der Gnostizismus 

durch das Denken Heideggers existenzial und urspriinglicher verstanden werden 

kann. Heideggers " Sein " scheint uns naher mit dem gnostischen " Hochsten " als 

mit dem christlichen " Gott " verwandt zu sein. " Sein" ist ein " neuer und unbe- 

kannter Gott " wie der " Hochste " im Gnostizismus. Am Ende weisen wir auf die 

Verschiedenheit zwischen dem Gnostizismus und dem Denken Heideggers hin. 

On the Concept of Siinyatii 

--From the View of It 's Similes- 

Akira SAKABE 

In the history of thoughts of the world, it would be only Buddhism that preached 

Siinyats. In that point there is the unique standpoint of Buddhism. In other words, 

the thought of Siinyats makes Buddhism be itself. In that sense it must be said 

that the thought of Siinyats has a very important meaning as the gate into realizing 

Buddhism, or realizing it from experience. 

It  is a characteristic of the PrajiiapSramitSi-siitras that they don't explain directly 

what Si inyat~ is, but try to explain it through similes, and that the word Siinyata 

or Siinya is always used as not a subject, but a predicate or a predicative adjective. 

The reason why it is so might be as follows. If the word Si inyat~ was used as a 

subject, Siinyata would be considered as existence. It  seems to me that the PrajiiB- 

paramits-siitras avoid it, nevertheless the thought of Siinyata must be realized, so 

the PrajiSipSramitS-sfitras use similes in order to explain Siinyatii. 

From the above-mentioned point of view, I studied similes about Siinyata written 

in the PVS-PP and the MahsprajiiiipSiramit8-SSstra (Ta chi tu lun), etc.. 

Ten similes about $iinyata are as follows; 

1 Illusion (Mays) 

2 Heat haze (Marici) 



3 Reflection of the moon in water (Udaka-candra) 

4 Sky (Ak56a) 

5 Echo (PratiSrutkS) 

6 Mirage (Gandharva-nagara) 

7 Dream (Svapna) 

8 Shadow (PratibhSsa) 

9 Reflection in a mirror (Pratibimba) 

10 Magic creation (Nirmita) 

It seems at a sight as if the things written above (10 similes) were existent. 

We can hear them or see them, but by reason we can understand that they are 

not existent actually. I think the Concept of h n y a t %  might be as such. But there 

remains difficulty that SiinyatS can not be realized only by reason. So I think that 

it might be illuminated from experience. 

The Earth-Deity in Taiwan 

Noritada KUBO 

The earth-deity, called " To-ti-kong " (&j&e) by the Chinese from Fu-chien 

and " Bak-kung " ({Be) by those from Kwang-tung, is worshiped in most cases 

a t  temples and shrines. (The shrines in some part of Kao-hsiung district, however, 

are different in form from those in other areas.) The principal object of worship 

at  present is a gray-bearded god-image, though it seems that stones used to be 

worshiped formerly as the earth-deity. (The same archaic form of worship was 

also observed in ancient Okinawa.) 

While the earth-deity's name is not known, his birthday is celebrated in many 

areas on the second day of the second month, the second day or the fifteenth day 

of the eighth month in the lunar calendar respectively. He is also worshiped on 

the New Year's Eve and the New Year's Day in the lunar calendar, and particularly 

by merchants on the second and the sixteenth days of each month. 

As far as his function is concerned, he is a tutelar deity of villages, a guardian 

deity of factories, roads and rice fields, a deity of good harvest and success in 

business. It is a remarkable fact that the earth-deity should have such a multi- 



functional character. It is also to be noticed that the above-mentioned functions 

are inconsistent with those enumerated in the early documents. The character of 

the deity has changed by degrees according to time and people. 

Enki=Ea and Water 

Koichiro GOT0 

The writer tried to reconstruct the image of the Mesopotamian god Enki=Ea, 

taking the conclusions of the geological and geomorphological survey of the Meso- 

potamian plains by G. M. Lees and N. L. Falcon into consideration. In this connection 

he reinterpreted the assumed line of the head of the Persian Gulf in Sumerian times 

as the inland limit of tidal influence along rivers, and estimated especially the Enki 

=Ea's relation with ancient foreign trade via Persian Gulf. The consistent standpoint 

of the god always standing between or over two opposing powers (life against death, 

.etc.) seems to explain his character as the god of wisdom. 




