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考 
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識 の 一 

る し に ェ 描 抗 命   

連 て 属 か か 大 夫 
る い識 局、 
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代 こ 
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半
 遊
牧
者
の
運
 

端
な
閉
鎖
性
を
示
 

れ
た
者
の
孤
独
は
 

り
返
し
の
緩
和
を
 

を
生
命
の
危
機
 た
 

換
え
る
と
、
個
々
 

 
 

 
 

て
極
 

 
 

 
 

冒
 さ
 

 
 

 
 

の
繰
 

 
 

 
 

立
化
 

 
 

 
 

舌
ロ
 
い
 

 
 

 
 

ら
絶
 

二
の
 オ
 ゆ
目
 
ヨ
 

 
 

 
 

あ
る
。
王
国
の
威
信
に
 

 
 

 
 

と
が
本
論
の
課
題
で
あ
 

る
 。
 

 
 

 
 

創
出
で
あ
り
、
 
諸
部
 

 
 

形
成
し
た
と
い
う
こ
と
。
 

 
 

 
 

、
そ
の
信
念
が
 ィ
ス
 

 
 

 
 

れ
た
と
い
う
こ
と
。
 

 
 

 
 

に
基
く
 血
縁
関
係
の
 

意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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古代イスラ ヱル に於ける民の 意識の成立  
 

 
 

全
体
又
は
そ
の
有
力
者
 

と
の
間
に
被
 護
 関
係
を
結
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

ョ
が
 創
出
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

契
約
を
 
ハ
 
結
ぶ
た
め
に
 

 
 

 
 

書
の
中
で
は
「
 ろ
ば
 」
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

、
子
牛
を
二
つ
に
裂
い
 

 
 

 
 

共
同
の
食
事
に
よ
る
 儀
 

 
 

 
 

日
の
創
出
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 状
態
に
あ
る
共
同
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

は
 同
一
の
事
柄
を
そ
れ
 

3  (  3  ) 

係 い め あ 集 い と 

 
 

 
 

を
 含
め
た
全
体
に
お
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
が
、
血
縁
 

 
 

 
 

安
定
し
た
構
成
体
で
 

 
 

 
 

0
 は
、
放
牧
地
を
求
 

 
 

 
 

い
 か
ね
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

見
ず
知
ら
ず
」
の
 関
 

 
 

 
 

か
れ
る
族
長
は
パ
 
ン
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

持
し
得
る
」
と
い
う
こ
 



 
 

 
 

 
 

え
 、
戦
闘
状
態
に
あ
 

 
 

 
 

持
す
る
不
可
避
の
方
法
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
日
常
生
活
を
越
え
 

 
 

 
 

に
民
 全
体
が
そ
こ
に
 凝
 

 
 

 
 

は
、
ト
 ㌧
住
宅
 お
コ
 に
 

 
 

 
 

汚
れ
て
い
て
は
な
ら
な
 

 
 

 
 

な
る
。
第
二
に
戦
士
は
 

 
 

 
 

が
 排
除
さ
れ
聖
な
る
 空
 
 
 

 
 

、
宿
営
内
に
「
聖
な
る
 

 
 

 
 

ら
 、
勝
敗
を
決
す
る
の
 

 
 

 
 

神
 た
る
も
の
に
 収
敬
す
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

は
連
 ム
ロ
 
神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
で
 

 
 

 
 

れ
た
各
部
族
を
越
え
る
 

 
 

 
 

神
を
中
心
と
し
た
戦
士
 

 
 

 
 

正
当
で
あ
り
、
そ
こ
に
 

（
 
托
 ）
 

 
 

 
 

ル
 と
い
う
ひ
と
つ
の
 民
 

 
 

 
 

と
の
関
係
は
ど
の
よ
 う
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フ
 の
神
、
 連
 ム
ロ
神
と
 

 
 

 
 

を
 挿
入
す
る
こ
と
に
 ょ
 

 
 

 
 

だ
と
語
ら
せ
る
こ
と
に
 

 
 

 
 

神
の
各
称
号
は
 ヤ
 ハ
ウ
 

 
 

 
 

の
間
に
限
ら
れ
、
祖
先
 
 
 

 
 

特
徴
及
び
相
互
関
係
に
 

 
 

に
す
る
。
 

（
Ⅱ
 
し
 

 
 

 
 

、
各
神
性
を
区
別
す
 

 
 

 
 

あ
り
、
特
定
の
人
間
葉
 

 
 

 
 

で
 生
活
を
続
け
る
部
族
 

 
 

 
 

所
 と
結
び
っ
い
た
地
域
 

 
 

 
 

担
 う
 完
全
定
住
し
て
い
 

 
 

 
 

る
 。
彼
ら
は
、
定
住
す
 

 
 

 
 

新
し
い
状
況
に
適
応
 さ
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に
 考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
の
 

三
部
族
神
と
連
合
 神
 



 
 

 
 

ヨ
の
 高
揚
と
し
て
の
 祭
 

対
し
て
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
 

神
と
の
類
似
性
に
着
目
し
て
 

（
 
m
 ）
 

景
は
岩
 m
 
の
砂
漠
で
あ
る
」
 

ヤ
ハ
ウ
ェ
 
と
 族
長
神
と
の
 同
 

（
 
M
 ）
 

ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
以
上
 

し
 
「
社
会
的
・
歴
史
的
出
来
 

張
 す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
 

 
 

目
し
、
市
神
と
も
神
と
人
間
集
団
と
の
関
係
を
強
調
 

 
 

 
 

拝
の
浸
透
を
心
理
的
に
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

ィ
ナ
 の
諸
部
族
 聖
 所
に
浸
透
し
た
結
果
と
し
て
達
せ
 

 
 

足
し
た
 い
 。
第
一
に
 、
ま
 叶
は
族
長
の
神
と
連
合
 

 
 

景
は
砂
原
の
砂
漠
で
あ
り
、
モ
ー
セ
の
宗
教
の
背
 

 
 

」
視
の
歴
史
的
説
明
の
背
後
に
は
、
個
々
の
部
族
に
 

 
 

別
捷
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
戦
に
お
け
る
の
け
 曲
 ）
の
 
ヨ
 

 
 

 
 

ら
れ
る
に
至
っ
た
と
 主
 

の
 宗
教
で
あ
る
た
め
 

族
長
の
神
と
 ヤ
ハ
 

こ
の
傾
向
は
初
期
に
 

 
 

を
 介
し
て
結
び
つ
く
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

が
 

（
 
M
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
っ
た
が
、
同
一
形
態
 

に
レ
 目
ょ
れ
ば
、
 

考
え
得
る
と
し
て
、
 

 
 

 
 

の
と
 

 
 

 
 

神
 

 
 

 
 

「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祖
先
 

（
 
H
 ）
 

 
 

 
 

」
表
現
さ
れ
た
。
さ
ら
 

（
は
）
 

 
 

 
 

は
 忘
れ
ら
れ
、
自
分
た
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ら
ず
古
代
人
に
と
っ
て
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
濃
淡
の
あ
る
 

 
 

 
 

重
大
な
出
来
事
が
起
こ
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
祭
の
執
行
時
 

 
 

 
 

わ
れ
る
果
実
収
穫
を
祝
 

 
 

 
 

の
 経
済
的
基
盤
た
る
 自
 

 
 

 
 

起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

（
㎎
）
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
 

  
ヒ日 キ Ⅰ 

口口 拍 し @  V ァ ヒ @ 

ナ， Ⅰ   
「 出ぃ 用 」を 等も 

  
  
ヱ 三と 祭 

る 

  
む 定 されし ァ 、こ 「 

 
 

 
 

お
が
用
い
ら
れ
る
 

四 

祭
儀
的
現
実
と
の
 ヲ
鉗
ウ
ヨ
 

（
 
W
 ）
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

レ
 ）
中
は
「
セ
ム
人
の
間
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表
現
，
㈲
自
然
に
密
 

 
 

 
 

美
 が
歴
史
的
，
精
神
的
 

 
 

 
 

を
 含
む
普
遍
的
な
生
命
 

 
 

目
 。
 毛
ぎ
 井
出
、
㌧
の
年
の
Ⅱ
の
の
口
に
代
表
さ
れ
る
「
 

聖
な
 る
 ド
ラ
マ
と
し
て
の
 祝
 

 
 

 
 

を
 与
え
て
く
れ
る
。
 

（
 
れ
 ）
 

 
 

 
 

教
訓
を
与
え
る
た
め
 

 
 

 
 

ら
れ
演
じ
ら
れ
る
こ
と
 

 
 

 
 

ラ
マ
で
は
何
が
起
こ
り
 

 
 

 
 

う
 に
描
か
れ
た
の
で
あ
 
 
 

 
 

沌
の
力
 か
ら
逃
が
れ
、
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

コ
ス
モ
ス
と
の
 軋
礫
 ・
 

 
 

 
 

代
 イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
祭
を
 

 
 

 
 

、
 神
の
死
と
再
生
で
は
 

 
 

基
本
的
な
生
活
必
需
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
 は
、
 出
 エ
ジ
プ
ト
・
カ
ナ
ン
 

（
 
穏
 ）
 

 
 

 
 

。
以
上
が
目
。
 毛
ぎ
 井
臼
 

 
 

 
 

題
は
固
持
さ
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

関
す
る
理
論
と
い
う
 感
 

を
 免
れ
な
い
。
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て
そ
の
ド
ラ
マ
性
を
 

 
 

 
 

点
と
す
る
 出
 エ
ジ
プ
ト
 

 
 

 
 

遊
牧
を
業
と
す
る
部
族
 

 
 

 
 

の
 祭
は
大
麦
収
穫
を
祝
 

 
 

 
 

い
て
ひ
と
つ
の
祭
の
観
 

 
 

 
 

大
麦
の
初
穂
）
の
意
義
 

 
 

 
 

く
る
。
人
々
は
こ
の
 祭
 

（
 
袖
 ）
 

 
 

 
 

腰
を
引
き
か
ら
げ
、
 
足
 

 
 

 
 

段
 」
即
ち
「
模
倣
の
仕
 

（
 
あ
 ）
 

 
 

 
 

に
 対
し
、
㈲
で
は
、
 
過
 

 
 

 
 

エ
ジ
プ
ト
へ
の
移
動
に
 

 
 

 
 

エ
ジ
プ
ト
記
の
一
章
 
か
 

 
 

 
 

と
し
て
、
神
の
座
で
あ
 

 
 

 
 

ェ
が
揮
 沌
の
中
か
ら
 世
 

（
 
お
 ）
 

 
 

 
 

視
座
は
、
 旨
 。
 
毛
 ピ
知
 由
 

 
 

 
 

し
て
い
る
の
で
は
な
く
 

（
 
笏
 ）
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

0
 所
見
に
対
し
次
の
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カ
オ
ス
の
神
話
的
表
象
に
 

明
 が
妥
当
性
を
欠
く
と
は
 

祭
儀
原
則
が
主
張
さ
れ
て
 

カ
オ
ス
の
神
話
的
表
象
に
 

意
味
で
、
㌧
の
隼
の
Ⅱ
の
の
口
が
 

を
 理
由
に
結
論
を
控
え
て
 

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
種
 

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 し
 

て
 部
族
連
合
の
へ
 ゲ
モ
二
 

エ
 ル
祭
儀
理
解
は
正
鵠
を
 

た
い
。
 祭
 と
は
、
個
々
人
 

ま
ゅ
乙
ヨ
の
 定
期
的
高
揚
 

よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
が
 

事
と
て
 し
 百
体
験
さ
れ
た
 

 
 

 
 

 
 

0
 社
会
的
存
在
形
態
と
の
関
連
を
無
視
し
て
画
一
的
 

 
 

い
 部
族
 連
 ム
ロ
期
の
農
耕
地
の
祭
に
ま
で
コ
ス
モ
ス
・
 

 
 

し
た
単
純
化
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
 

 
 

 
 

 
 

の
 祭
儀
理
解
が
王
制
 斯
 の
エ
ル
サ
レ
ム
祭
儀
に
集
約
 

 
 

ダ
 王
国
よ
り
む
し
ろ
 北
ィ
ス
ラ
エ
 ル
王
国
に
保
存
さ
 

 
 

、
出
 エ
ジ
プ
ト
伝
承
と
シ
ナ
イ
伝
承
の
問
題
を
含
め
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
時
間
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
に
根
ざ
し
た
 

 
 

ス
ラ
エ
 ル
全
体
の
た
め
の
祭
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
 

 
 

っ
て
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
も
「
 今
 」
為
さ
れ
る
出
来
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 多
様
性
を
単
一
の
上
騰
 

 
 

 
 

１
に
 基
く
 
コ
ス
モ
ス
・
⑮
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エ
 
ル
の
存
立
が
 

、
自
 

 
 

 
 

に
 
至
る
過
程
 

｜
シ
ナ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 
祭
祀
伝
説
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

る
 
。
 
両
 
伝
承
が
い
っ
 

ひ
 

 
 

 
 

ォ
は
 
「
十
二
部
族
 

連
 
ム
ロ
」
 

 
 

 
 

色
 
が
考
慮
し
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

主
張
す
る
。
名
色
 

ツ
及
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三
田
エ
ジ
プ
ト
 と
 シ
ナ
イ
 



 
 

 
 

基
本
的
立
場
に
お
い
て
 

 
 

 
 

項
目
に
包
括
で
き
る
。
 

 
 

 
 

、
出
 エ
ジ
プ
ト
 と
カ
ナ
 

 
 

 
 

伝
説
で
あ
る
の
に
 対
 

 
 

 
 

だ
す
宗
教
領
域
た
る
 祭
 

 
 

 
 

を
 想
定
す
る
。
㈲
田
ェ
 

 
 

 
 

り
 、
そ
の
う
ち
の
 シ
ナ
 

 
 

 
 

現
在
の
位
置
に
置
か
れ
 

 
 

対
し
て
二
次
的
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

中
食
 記
 に
属
す
る
 二
 

 
 

 
 

筆
 ・
修
正
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
 

（
 
Ⅱ
）
 

ホ
 

 
 

 
 

伝
承
素
材
の
申
台
記
 的
 

 
 

 
 

対
を
為
し
て
い
る
点
に
 

 
 

 
 

れ
 自
体
独
立
し
た
祭
祀
 

 
 

 
 

中
食
 記
 作
者
の
自
由
な
 

 
 

 
 

ま
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
 

 
 

 
 

上
の
伝
承
が
 J
 及
び
 E
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で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
 以
 

 
 

 
 

る
 。
祭
儀
テ
キ
ス
ト
が
 

 
 

 
 

記
 グ
ル
ー
プ
が
、
シ
ナ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

掲
げ
る
第
二
の
見
解
は
 

 
 

 
 

膨
張
し
た
が
、
膨
張
し
 

 
 

シ
ケ
ム
 以
後
の
連
合
祭
儀
の
影
響
を
強
く
受
け
た
統
一
 体
を
為
し
て
い
た
と
い
 

 
 

 
 

摘
出
し
得
る
か
否
か
と
 

 
 

 
 

し
て
い
る
伝
承
 群
 で
は
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

0
 位
置
に
挿
入
さ
れ
る
 

（
 
丑
 ）
 

 
 

 
 

理
由
か
ら
、
シ
ナ
イ
 伝
 

 
 

 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

ガ
ル
に
関
し
一
ミ
ロ
 
触
 

 
 

 
 

せ
ず
、
救
済
史
の
内
容
 

（
㏄
）
 

 
 

を
 中
心
に
し
て
、
時
代
と
と
も
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
 歴
史
的
回
顧
の
発
展
の
 

 
 

 
 

ヤ
ハ
ウ
ェ
 9
 双
清
行
為
 

 
 

 
 

結
び
つ
い
て
拡
大
さ
れ
 

 
 

 
 

り
 除
く
と
大
半
が
原
因
 

 
 

 
 

ひ
と
つ
の
伝
説
 群
 に
一
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宙
，
 
）
は
 ギ
 ル
ガ
ル
 聖
所
 

 
 

 
 

か
み
 仙
、
 Ⅰ
。
紳
の
で
は
 

 
 

 
 

コ
の
 地
を
イ
ス
ラ
エ
ル
 

 
 

 
 

る
 。
 ギ
 ル
ガ
ル
を
中
心
 

 
 

 
 

思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
 

 
 

 
 

る
の
は
 全
 イ
ス
ラ
エ
ル
 

 
 

 
 

背
後
に
し
り
ぞ
い
て
し
 

 
 

 
 

で
き
る
が
証
明
す
る
こ
 

（
 
館
 
Ⅲ
）
 

 
 

 
 

待
 と
い
う
二
つ
の
要
素
 
 
 

 
 

 
 

な
る
。
 

る
が
、
 出
 エ
ジ
プ
ト
 伝
 

 
 

 
 

限
定
さ
れ
た
の
で
は
な
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

我
々
は
次
に
出
 ェ
 ジ
 ブ
 

 
 

 
 

エ
ジ
プ
ト
及
び
土
地
 

 
 

 
 

内
容
に
は
明
ら
か
に
 違
 

 
 

 
 

る
 。
論
拠
 は
 、
消
極
的
 

 
 

 
 

な
い
の
は
、
シ
ナ
イ
の
 

 
 

 
 

の
 根
拠
と
な
り
後
な
い
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広 モ い ら 式 調 め お 家 約 る こ   
ェ 代がして タ突 いら 較あ 極 

つ る の 的 か の ェ と の 自 るおお に の 一 

写 で 十館 卜 ㈱ 結型 もの 

ッ つ モ ッ 小 

ヰプ し 

ら う 手 ト 巨 と 
  

し 

      「 
あ 言 に 法 で 呪   

シ れ あ の 契 ら で 含 ィ 生 し   ナ 焼 る 家 約 も ま ん ト 権 て 
シ は が あ か 祝 ィ に と か 形 十 と で 国 集 い 
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テ
 ィ
伝
承
に
み
ら
れ
る
契
約
思
想
は
 、
部
 

が
 挿
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
情
を
 

は
 確
定
し
得
な
い
。
 
ロ
の
蓋
 
「
目
口
の
論
理
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
十
誠
の
時
代
 

る
 論
拠
も
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
 

い
た
神
が
シ
ナ
イ
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
る
 

結
び
っ
か
な
い
が
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
 

今
ま
で
述
べ
て
き
た
相
反
す
る
二
つ
の
 

合
期
の
祭
の
中
で
変
化
を
受
 け
 又
は
新
た
 

以
前
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
 

導
い
た
神
が
シ
ナ
イ
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
 

得
な
い
。
㈱
 音
助
 8
%
 汀
 ぬ
目
 
は
、
断
 

モ
の
 隣
人
関
係
に
分
類
し
、
後
者
は
半
 遊
 

た
 
（
 
4
 
3
 。
そ
し
て
前
者
の
う
ち
神
の
自
己
表
白
 

）
 

拝
 禁
止
と
偶
像
禁
止
は
 、
神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
 と
 

シ
ケ
ム
 以
後
の
部
族
連
合
祭
儀
と
関
り
を
 

て
 引
き
起
こ
さ
れ
た
神
と
の
新
た
な
出
会
 

強
く
受
け
て
い
な
い
古
い
要
素
と
考
え
 も
 

 
 

で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
法
規
定
 

 
 

成
さ
れ
た
伝
承
 層
 に
属
す
る
か
否
か
 

 
 

し
 、
前
者
は
モ
ー
セ
時
代
に
既
知
の
 

 
 

る
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
決
定
に
関
す
 

 
 

締
結
伝
承
の
確
立
と
出
エ
ジ
プ
ト
を
 導
 

 
 

刊
 者
の
否
定
は
直
ち
に
後
者
の
否
定
に
 

根
拠
に
も
乏
し
い
。
 

 
 

り
も
、
現
在
の
シ
ナ
イ
伝
承
が
部
族
 連
 

 
 

あ
る
た
め
に
、
本
来
の
伝
説
が
祭
儀
 

 
 

因
 す
る
。
そ
れ
ゆ
え
，
 
出
 エ
ジ
プ
ト
を
 

 
 

状
況
証
拠
に
よ
っ
て
推
論
せ
ざ
る
を
 

 
 

つ
の
要
素
即
ち
神
と
民
の
関
係
・
民
同
 

 
 

0
 の
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 

 
 

 
 

 
 

と
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
 

 
 

如
上
の
一
群
が
エ
ジ
プ
ト
脱
出
に
よ
っ
 

 
 

の
う
ち
、
部
族
連
合
祭
儀
の
影
響
を
 

 
 

食
事
の
描
写
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
い
 X
.
 
お
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古代 ィスラエ ルに於ける民の 意識の成立  
 

 
 

立
場
と
、
馬
が
ま
 古
 ・
 
宇
 

（
 
ハ
り
 

@
 ）
 

 
 

 
 

。
前
者
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
 

 
 

 
 

す
る
伝
承
（
）
 
岸
色
 
・
 m
 。
（
：
 

 
 

 
 

張
 す
る
。
後
者
は
、
 出
 

 
 

 
 

と
の
仲
介
者
と
し
て
 神
 

 
 

 
 

る
 。
面
見
解
と
も
決
定
 

 
 

 
 

念
の
根
本
で
あ
り
、
 シ
 

 
 

 
 

こ
と
を
鑑
み
て
、
田
ェ
 

つ
 
W
 ）
 

 
 

 
 

、
シ
ケ
 ム
 以
後
の
契
約
 

 
 

 
 

エ
ジ
プ
ト
伝
承
の
担
い
 

 
 

 
 

り
 、
シ
ケ
 ム
 の
契
約
 祭
 

 
 

 
 

，
ク
の
 占
有
地
に
属
 

 
 

 
 

・
 E
 に
影
響
さ
れ
ず
 歴
 

 
 

 
 

存
続
を
示
唆
す
る
。
 さ
 

 
 

 
 

は
 ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
る
 祝
 

（
 
仰
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
以
上
の
三
点
は
決
 

 
 

 
 

す
る
伝
承
の
担
い
手
の
 

 
 

 
 

出
 エ
ジ
プ
ト
と
い
う
 歴
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部
 で
し
か
な
か
っ
た
 と
 

 
 

 
 

の
へ
 ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
 

 
 

 
 

返
し
再
現
さ
れ
る
に
 至
 

 
 

 
 

フ
と
 十
二
人
の
子
供
と
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
く
。
で
は
 何
 

 
 

 
 

て
円
 Ⅰ
・
 
オ
 0
 降
に
よ
 

 
 

 
 

全
体
 げ
 日
に
比
べ
て
は
 

 
 

 
 

の
中
間
に
位
置
す
る
 案
 

 
 

 
 

形
成
が
看
取
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
相
違
は
一
般
 

 
 

 
 

の
 創
出
に
求
め
ら
れ
 

 
 

 
 

行
為
と
解
し
た
集
団
の
 

 
 

 
 

機
 に
お
い
て
絶
え
ず
こ
 

九
民
族
意
識
と
系
図
 

 
 

 
 

迎
え
た
こ
と
を
考
慮
し
 
憾
 

 
  

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 



古代イス ヲエ ルに於ける民の 意識の成立  
 

 
 

識
 さ
れ
て
い
た
と
結
論
 

 
 

 
 

の
 下
部
組
織
を
意
味
す
 

 
 

 
 

部
族
連
合
の
下
部
組
織
 

 
 

 
 

0
 社
会
の
構
成
単
位
と
 

 
 

 
 

コ
は
 我
々
に
注
意
を
喚
 

 
 

 
 

て
 性
格
づ
け
る
考
察
と
 

 
 

 
 

よ
う
 と
す
る
。
 
日
勃
甲
 

 
 

 
 

0
 集
団
全
員
の
体
内
を
 

 
 

 
 

合
っ
て
い
る
。
 
ヨ
ぢ
甲
 
 
 

 
 

0
 
 
日
ぢ
ゴ
 も
 卸
 プ
 リ
 の
も
つ
 

（
 
印
四
 

）
 

 
 

 
 

せ
は
祝
福
の
伝
達
に
よ
 

 
 

 
 

の
手
が
か
り
か
ら
考
え
 

 
 

 
 

意
識
に
由
来
し
、
祖
先
 

 
 

 
 

意
識
と
は
内
実
を
同
じ
 

く
ふ
 
9
 る
の
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

口
ロ
の
が
部
族
へ
、
 さ
 

 
 

 
 

形
成
即
ち
ひ
と
っ
の
神
 

 
 

は
 、
定
住
に
よ
る
隣
接
諸
部
族
の
共
通
利
害
と
い
う
 
一
致
点
を
見
出
す
と
 共
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間 す れ と あ 
    
    3 ）） 2 （注 1 '   

  

  

Ⅰ土日 間 る るのるこの 。 心 よゲ 

い と で 床 虫 
か に あ す ェ 
げ ょ り る ジ 
な っ   
待 て こ こ ト 

た 普 れ の が 
ね 通 ら ょ ャ 
ば 性 の う " ゥ なら 要素 を得   

な る は ィ の 
か と 王 ス 救 
つ い 国 う 済 
た ぅ の ェ 行 
が 西 域 ル 満 

、 に 信 の で 

そ 限 に 共 あ   
中 言 て 識 い 

合 え 補 に ぅ 

記は の " 強は信 さ " 念 
あ 王 れ 後 は 
の 国 定 の   
シ 威 武 民 兵   
儀 伝い。 おたにが とひ 
承 て 担 っ と 
の も し て つ 
意 到 、 重 の 
議 連 民 要 情 
が さ 族 な 緒 
再 れ は 要 約 
認 ず 自 棄 要 
識 、 己 が 素 
さ 国 を 含 0 ， こ 

れ 家 刈 ま ょ 

る の 自 れ っ 
の 庖 仕 て て 

であ 機 に （ 目 い たえ 支 
る 際 Ⅱ と ら   

 
 

 
 

造
 に
は
無
縁
の
も
の
で
 

 
 

 
 

ひ
と
っ
の
確
固
と
し
た
民
を
形
成
し
得
た
の
で
あ
り
、
 イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
 形
初
 

 
 

 
 

達
成
す
る
に
は
、
単
な
の
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M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察 

 
 

 
 

ヰ
ハ
、
レ
こ
、
 

。
 

  

宗
教
に
お
け
る
「
 行
 」
、
「
わ
ざ
」
と
 

し
 、
独
自
な
内
在
的
論
理
を
有
す
る
も
 

究
明
す
る
こ
と
は
、
宗
教
学
に
と
っ
て
 

そ
こ
で
本
稿
は
絶
対
帰
依
の
宗
教
彰
 

な
る
宗
教
的
行
為
は
い
か
な
る
特
質
を
 

の
 0
 団
ヰ
日
の
を
究
極
の
関
心
に
す
る
 
M
 

題
の
性
質
と
角
度
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
 

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
 い

う
 も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 
し
 

重
要
な
問
題
の
」
 
っ
 に
な
る
 

態
 、
す
な
わ
ち
「
信
仰
」
を
 

有
し
、
 
い
 か
な
る
内
的
論
理
 

ル
タ
ー
に
お
け
る
「
わ
ざ
」
 

よ
う
 に
、
本
稿
は
 い
 わ
か
る
 

 
  

 

 
 

 
 

る
 相
を
示
 

 
 

せ
る
論
理
を
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

」
、
「
わ
ざ
」
 

 
 

ら
、
 仮
に
 

 
 

以
上
の
問
 

 
 

な
 立
場
に
立
 

 
 

に
関
す
る
一
考
察
 加

藤
智
見
 

25 (25) 



（
 
2
 ）
 

 
 

井
 ）
で
あ
る
」
 

 
 

 
 

と
は
、
も
と
よ
り
 周
 

 
 

 
 

る
か
、
す
な
わ
ち
ル
タ
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
 

 
 

 
 

し
な
が
ら
、
何
故
に
信
 

 
 

 
 

の
 Ⅰ
 
田
 2
 
自
身
の
内
に
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
に
な
る
か
、
 

 
 

 
 

体
は
人
間
で
あ
る
。
 し
 

 
 

 
 

か
よ
う
な
在
り
方
を
可
 

 
 

 
 

在
り
方
 は
 、
あ
る
意
味
 

 
 

 
 

、
問
題
は
何
故
そ
の
 如
 

く
 信
じ
得
る
か
、
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
仰
が
先
行
し
 、
 

 
 

出
す
糸
口
が
存
す
る
の
 

 
 

 
 

検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
る
場
合
、
そ
の
主
体
 

り
 、
同
時
に
神
で
も
あ
 

 
 

 
 

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

思
念
さ
れ
る
が
、
も
し
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の
 
キ
リ
ス
卜
者
が
な
す
べ
 
き
 唯
一
の
わ
ざ
（
老
巧
知
）
 
で
あ
る
」
 



M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察 

方 こ （ を こ ら も さ 向 サま 

（
 
3
 
）
 

 
 

 
 

息
味
 

と
深
さ
の
基
盤
 

  

 
 

 
 

（
 
4
 
）
 （

 
5
 
）
 

（
 
8
 
）
 

 
 

 
 

が
あ
り
、
彼
の
罪
に
 

 
 

 
 

的
な
発
想
へ
の
転
換
の
 

 
 

 
 

）
の
意
味
の
検
討
か
ら
 

試
み
た
い
。
 一
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自
然
的
人
間
は
、
そ
の
 

 
 

 
 

的
 部
分
、
堕
落
し
悪
い
 

 
 

 
 

ぅ
 で
あ
る
が
 1
 「
 
肉
 」
で
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

生
ま
れ
、
肉
を
具
し
 生
 

 
 

 
 

 
 

よ
 れ
ば
、
肉
な
る
自
己
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
霊
的
な
も
の
を
 善
 

 
 

 
 

。
因
み
に
 J
.
 

ケ
ス
ト
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

に
 カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
 
相
 

 
 

 
 

か
る
発
想
を
生
む
根
拠
 

 
 

 
 

 
 

「
 
罪
 」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

点
で
あ
る
。
「
も
し
 

（
は
）
 

 
 

 
 

」
と
い
う
如
く
、
そ
の
 

 
 

 
 

か
 
り
で
は
な
Ⅰ
 
り
 
0
 租
 
品
 Ⅱ
か
ら
 

 
 

 
 

得
ぬ
こ
と
が
悪
で
は
な
 

 
 

 
 

ば
 理
念
的
世
界
と
は
 全
 

 
 

 
 

い
 去
ら
れ
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

い
な
が
ら
、
そ
の
 罪
か
 

 
 

 
 

度
 が
あ
っ
た
の
で
は
な
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M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察  
 

 
 

で
あ
っ
て
も
、
神
に
向
 

 
 

 
 

深
く
絶
望
の
淵
に
沈
む
 

 
 

 
 

い
 な
 、
き
わ
め
て
理
念
 

 
 

 
 

ら
れ
る
点
で
あ
る
が
・
 

 
 

こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
 

 
 

も
の
と
な
る
。
従
っ
て
 

 
 

 
 

初
期
の
間
に
あ
っ
た
 

（
Ⅱ
㎏
）
 

 
 

 
 

、
相
当
期
間
ル
タ
ー
が
 

 
 

 
 

神
を
（
片
目
「
の
 
ゴ
ヰ
ヴ
 
p
q
 
の
 目
 

（
 
u
 ）
 

 
 

 
 

た
 」
と
指
摘
し
て
い
る
 

 
 

 
 

う
 な
激
し
い
不
平
を
ミ
 ロ
 

 
 

 
 

律
法
に
ょ
り
あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

悩
を
加
え
、
そ
の
上
に
 

 
 

 
 

。
こ
の
よ
う
に
し
て
 荒
 

（
 
几
り
 

）
 

 
 

 
 

罪
を
更
に
圧
迫
し
、
 
責
 

（
 
比
 
@
 ）
 

 
 

 
 

」
と
い
う
如
く
、
問
題
 

 
 

 
 

修
道
院
に
お
い
て
も
た
 

（
 
W
 ）
 

 
 

オ
ッ
カ
ミ
ス
ト
達
は
、
 
H
.
 
ス
ト
ロ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
 
神
を
「
義
を
行
使
す
る
 

（
 
M
 ）
 

29 (29) 



う 義 の 原 神 く 折 更    
 

 
 

べ
き
も
の
と
な
 

 
 

 
 

は
神
へ
の
敵
意
が
 

 
 

 
 

に
法
外
な
要
求
を
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

ッ
ク
 の
教
義
に
従
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

己
 自
身
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

0
 ）
 
佳
 侍
の
刃
の
ト
ロ
ゴ
 

0
%
 

（
 
打
 ）
 

 
 

 
 

が
 根
本
的
な
罪
で
 

 
 

 
 

わ
れ
る
。
「
恐
れ
と
 

の
き
 」
（
ヱ
日
 
0
 「
 痒
ゴ
 。
 目
 0
q
 
）
が
心
を
占
め
る
。
 

 
 

 
 

善
を
為
す
べ
き
、
 

 
 

 
 

場
合
、
大
き
な
 挫
 

 
 

 
 

た
悪
 、
罪
で
は
な
 

 
 

 
 

わ
れ
み
」
を
示
す
 

 
 

 
 

ル
タ
ー
の
苦
悩
の
 

 
 

 
 

あ
ら
ゆ
る
博
士
 達
 

 
 

 
 

ほ
議
 し
く
罪
人
や
 

（
四
）
 

 
 

 
 

あ
る
。
で
は
か
 ょ
 

 
 

問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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仰
に
よ
っ
て
（
で
の
Ⅱ
 

 
 

こ
の
様
に
し
て
私
は
自
分
が
徹
底
的
に
生
れ
か
わ
り
・
 

門
 が
解
き
開
か
れ
楽
園
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
留
意
す
べ
 

 
 

 
 

っ
て
の
苦
悩
は
 
、
肉
た
 

 
 

 
 

を
 通
し
神
に
よ
っ
て
 
義
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
自
ら
 
義
 た
り
得
、
義
 
 
 

 
 

ら
し
め
る
主
体
は
神
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
の
Ⅰ
 

ゼ
ペ
 
の
の
 
ゴ
 の
 
け
 

 
 

 
 

 
 

口
 の
の
 
せ
 ）
」
が
語
ら
れ
た
と
き
 

 
 

 
 

ル
タ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
「
 我
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
臣
づ
由
ぎ
 
e
 
Ⅱ
が
 
ヰ
 
0
 
 
の
 プ
巴
円
 

㏄
 
由
 
0
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
良
心
に
基
づ
く
如
何
な
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
の
姿
を
と
っ
て
 
彼
 

 
 

 
 

口
 ）
地
獄
に
 お
ち
 、
永
遠
に
 呪
 
㈹
 

 
 

 
 

た
 （
 
セ
 0
 
目
 ㏄
 0
 ま
あ
 ヰ
づ
 0
q
.
 
 

頷
 

一   一 



得
た
の
 

の
神
 親
 

し
る
し
 

す
な
わ
 

に
 ル
タ
 

 
 

 
 

 
 

5
 人
格
と
し
て
 

 
 

 
 

こ
も
っ
た
強
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
そ
の
奥
で
神
の
意
志
に
よ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 こ
こ
に
明
ら
か
 

 
 

 
 

が
 一
方
で
ぎ
 わ
 

（
 
紬
 ）
 

 
 

 
 

ぅ
 」
と
ル
タ
ー
は
感
じ
 

 
 

 
 

は
 
「
徹
底
し
て
人
間
 ぅ
 

 
 

 
 

リ
す
 
岸
田
 

（
 
2
 
)
V
 

8
 
侍
 
）
 
）
 
@
 
Ⅰ
と
、
 ら
ノ
 
。
Ⅰ
 
1
 
キ
 

 
 

と
 苦
悩
に
満
ち
満
ち
た
生
の
中
に
（
 ぎ
 n
P
q
 

コ
の
日
宰
 
り
か
 
）
曲
目
）
 

ぎ
 0
 の
あ
の
Ⅱ
 

コ
の
ヨ
 

 
 

 
 

げ
結
う
 の
 た
 
（
お
お
宮
井
 

（
四
）
 

 
 

 
 

体
 は
も
と
よ
り
ル
タ
ー
 

 
 

 
 

引
き
受
け
て
い
た
、
 
と
 

 
 

 
 

「
虹
の
上
な
る
審
判
者
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

0
 世
界
へ
の
観
点
の
逆
 

 
 

 
 

」
に
、
「
我
々
と
同
様
 

 
 

（
 
伸
勾
 
）
 

 
 

 
 

の
 
「
あ
な
た
」
の
た
め
に
㏄
 

 
 

 
 

 
 

格
 が
あ
り
、
回
心
に
飛
②
 

 
 

 
 

 
 

の
形
に
よ
っ
て
試
練
を
 



M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察  
 

 
 

で
あ
る
。
端
的
に
理
念
 

 
 

 
 

れ
 得
ぬ
故
で
あ
る
。
 
神
 

（
㏄
）
 

は
 
「
 無
 報
酬
で
罪
も
な
い
の
に
あ
わ
れ
み
を
も
っ
て
 、
 

 
 

し
結
う
 の
で
あ
る
」
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 彼
の
気
持
を
転
換
さ
 

 
 

世
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
 
、
 か
よ
う
な
発
想
に
立
ち
 

 
 

 
 

方
が
主
体
に
な
り
得
る
 

 
 

 
 

）
コ
ロ
の
Ⅱ
の
 

0
 口
目
 
0
 ゴ
の
ヰ
 

0
 Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

よ
っ
て
彼
を
求
め
、
 
自
 

 
  
 

 
 

え
た
に
ち
が
い
な
い
。
 
 
 

 
 

ま
ざ
ま
な
考
え
を
短
い
 

 
 

 
 

の
コ
由
ら
 ㌧
㏄
Ⅱ
の
 

0
 コ
 Ⅰ
の
の
 

/
 

 
 

 
 

の
 特
質
が
考
え
ら
れ
る
 

 
 

 
 

 
 

口
 テ
ィ
ノ
 ス
 は
、
「
善
の
（
や
き
 卵
 ）
本
性
（
も
 &
q
 
あ
 ）
 ）

の
存
在
の
余
地
は
な
 

の
 内
に
存
す
る
も
の
と
 

 
 

 
 

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

に
と
っ
て
無
縁
で
は
な
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

主
張
の
裏
に
は
 善
 と
悪
 

 
 

 
 

れ
ば
そ
れ
は
悪
の
実
 
33  (33  ) 



公
雄
）
 

 
 

 
 

る
 。
す
な
わ
ち
彼
の
神
 

 
 

 
 

に
 理
念
的
に
区
別
し
得
 

 
 

 
 

な
た
に
と
っ
て
存
在
せ
 

（
 
柏
ご
 

 
 

 
 

由
 と
し
て
、
彼
の
心
の
 

（
 
辞
 ）
 

 
 

 
 

。
 善
 と
悪
は
相
互
に
相
 

 
 

 
 

さ
れ
得
る
も
の
と
な
 

 
 

 
 

も
 、
実
態
と
し
て
善
と
 

 
 

 
 

。
つ
ま
り
善
と
悪
を
実
 

 
 

 
 

な
く
、
む
し
ろ
知
性
 

 
 

 
 

）
在
る
も
の
は
、
不
死
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
 

 
 

 
 

悪
人
に
区
分
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

罪
人
で
あ
る
。
と
す
れ
 

 
 

 
 

れ
に
比
し
ア
ウ
グ
ス
 チ
 

 
 

 
 

日
 ）
入
り
こ
ん
で
落
ち
 

（
㏄
）
 

 
 

の
 関
係
の
な
い
こ
と
を
語
っ
た
の
だ
っ
た
」
と
述
べ
 
、
「
払
拭
々
の
心
は
（
 
0
0
 
「
 

（
 
棚
ご
 

 
 

 
 

で
あ
る
か
。
「
悪
に
っ
 い
 

 
 

 
 

は
 、
も
し
実
態
で
あ
る
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M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察  
 

 
 

悪
 で
は
な
く
、
悪
た
る
 

（
㎎
）
 

 
 

、
 「
あ
な
た
は
我
々
を
あ
な
た
 へ
 向
か
っ
て
（
㏄
 
ら
宮
 ）
 割
 り
 給
う
 た
 故
 」
で
あ
 

 
 

 
 

、
「
善
の
欠
除
（
 
官
ぎ
ギ
 

（
 
佃
 ）
 

 
 

 
 

呼
ば
る
べ
き
も
の
は
、
 

 
 

 
 

く
 神
と
信
仰
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

見
出
し
得
な
い
の
で
あ
 

（
 
邸
 ）
 

 
 

な
た
か
ら
少
し
も
離
れ
ぬ
よ
 う
 に
し
ょ
う
と
思
 う
 」
。
 か
よ
う
な
 ァ
タ
 グ
 ス
チ
 

 
 

 
 

念
 界
か
ら
人
格
的
世
界
 

 
 

 
 

存
す
る
と
も
思
え
る
。
 

 
 

 
 

に
な
る
。
「
神
は
人
 

 
 

 
 

こ
、
 起
き
上
が
ら
せ
ん
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

。
す
な
わ
ち
人
間
を
義
 

 
 

 
 

や
義
 た
ら
し
め
ら
れ
る
 

 
 

 
 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
 

 
 

 
 

は
 十
字
架
の
神
学
者
に
 

 
 

 
 

も
 憎
む
べ
き
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
 

 
 

 
 

コ
 の
の
 
0
 曲
が
二
）
抽
が
 

由
 0
 目
の
㏄
 35 (35) 



（
仰
ご
 

 
 

 
 

練
 
（
 
帥
コ
 
坑
の
。
 

す
 ヰ
口
目
的
）
 

、
 

 
 

 
 

漏
 0
 コ
 コ
 の
 ぜ
幅
由
コ
 

沖
の
 
コ
 ）
 

生
か
し
め
 結
 う
（
 ト
 
の
す
の
 
コ
ト
 の
の
の
 

）
」
。
（
 

4
 
8
 
ト
ヰ
 

）
 

 
 

 
 

に
そ
の
奥
で
そ
の
 厳
 

 
 

 
 

ち
 そ
の
二
つ
の
面
は
全
 

 
 

 
 

。
苦
悩
、
試
練
、
罪
を
 

 
 

 
 

っ
て
は
更
に
大
き
な
 苦
 

 
 

 
 

。
 例
 、
 
え
 。
 
ほ
 マ
ル
コ
伝
 一
 

 
 

 
 

｜
は
 厳
し
い
自
己
省
察
 

 
 

愛
し
得
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
 更
に
「
か
く
の
如
く
し
 

 
 

 
 

0
 人
を
罪
の
下
に
閉
じ
 

（
 
曲
 ）
 

 
 

 
 

基
体
と
す
る
理
念
の
世
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
（
中
略
）
神
は
 

 
 

 
 

）
理
性
は
退
か
ね
ば
な
 

 
 

 
 

を
 罪
の
内
に
、
あ
わ
れ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

１
 0
 い
よ
 
フ
目
 「
の
Ⅱ
 

寸
は
 キ
人
 

 
 

 
 

し
は
神
に
 ょ
 る
の
で
あ
 

 
 

 
 

の
パ
ガ
 
は
信
仰
の
世
界
に
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M   Luther  K こ 於け る "werk" に 関す  
 

 
 

、
と
考
え
ら
れ
る
面
で
 

 
 

時
に
成
立
さ
せ
る
論
拠
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

，
サ
を
 き
い
た
り
し
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
と
あ
ら
ゆ
る
 聖
 

 
 

 
 

勘
ら
き
、
苦
悩
 し
、
死
 

 
 

 
 

を
 共
有
せ
ん
と
し
 拾
う
 

 
 

 
 

す
私
 」
。
こ
の
見
方
に
留
意
し
た
い
。
信
仰
を
鍛
練
す
 る
こ
と
、
そ
れ
は
究
極
㏄
 

（
 
0
0
 

）
 

 
 

 
 

す
る
者
と
共
有
せ
ん
と
 
窩
 

 
 

 
 

間
 の
 臣
窯
ガ
 
、
功
績
か
 

な め 日 「 
た 鍛 々 信 ル 

0 棟 ま 仰 タ   
四   

    

  

    

    
 
 

の
に
な
る
と
思
念
さ
れ
る
。
 



 
 

 
 

体
 を
も
キ
リ
ス
ト
が
 す
 

 
 

 
 

な
た
は
神
が
か
く
の
 如
 

 
 

仰
に
お
い
て
自
己
を
鍛
練
 し
 日
々
強
め
る
こ
と
が
あ
 な
た
に
と
っ
て
如
何
に
 

（
 
弘
 ）
 

 
 

 
 

口
 コ
 %
 Ⅰ
 仁
 コ
年
）
」
と
述
べ
 

 
 

 
 

先
立
っ
て
、
そ
の
信
仰
 

 
 

 
 

ら
 神
が
教
え
て
い
る
と
 

 
 

 
 

な
 神
は
、
 只
 単
に
助
 け
 

 
 

 
 

（
 
凹
汀
ニ
 0
 Ⅱ
 蛋
 Ⅱ
の
が
 

0
 ゴ
 ）
 

尖
ぬ
 
）
 

 
 

 
 

約
束
す
る
に
と
ど
ま
ら
 
 
 

 
 

ら
 信
仰
を
促
す
強
烈
な
 

 
 

 
 

目
 ）
委
ね
て
、
神
が
我
 

公
的
）
 

 
 

 
 

己
を
全
て
神
に
委
ね
、
 

 
 

 
 

が
、
 神
の
意
志
の
前
に
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
る
在
り
方
が
 

 
 

 
 

る
 主
体
に
転
換
せ
し
め
 

（
Ⅱ
Ⅳ
）
 

 
 

 
 

m
o
H
H
 

Ⅰ
の
）
生
れ
出
る
」
 

 
 

 
 

が
 絶
対
帰
依
の
分
岐
点
 

 
 

 
 

。
神
は
御
自
身
で
自
分
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仰
 を
ひ
き
お
こ
し
 拾
う
 

 
 

 
 

が
 主
体
で
は
あ
る
。
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 か
 

 
 

 
 

、
「
悟
性
に
は
（
 監
ョ
 

 
 

 
 

な
 基
盤
か
ら
生
ま
れ
る
 

 
 

 
 

祈
り
の
中
に
根
づ
い
て
 

 
 

 
 

と
 行
為
に
よ
る
単
な
る
 

 
 

 
 

の
を
信
仰
の
内
に
圧
縮
 

 
 

 
 

っ
 者
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
わ
ゆ
る
ル
タ
ー
の
の
 0
 宙
 

か
る
。
毛
の
「
 
ガ
は
 信
仰
の
内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 Ⅰ
 
し
 め
て
ル
タ
ー
の
 す
 「
の
Ⅱ
 

ガ
 

 
 

キ
ん
 

ト
 
ム
ト
 

レ
 
@
 。
 

 
 

け
 

於
 

五
 

 
 
 
 

 
 

h
e
 

 
 

 
 

 
 

、
 神
の
あ
わ
れ
み
（
目
の
の
上
・
 け
 

 
 

 
 

悪
 、
弄
筆
は
 い
 わ
ゆ
る
理
念
㏄
 



 
 

題
 に
な
っ
て
い
る
、
と
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
善
 き
 毛
窯
ガ
 の
中
に
も
罪
が
 

 
 

 
 

れ
る
故
で
あ
る
。
 と
ぃ
 

 
 

 
 

意
味
し
て
い
る
。
更
に
 

 
 

 
 

、
ま
っ
た
く
真
実
罪
人
 

 
 

 
 

0
 Ⅱ
田
の
の
 

目
 
コ
 
（
 0
 
p
 

且
の
神
口
の
）
 

 
 

 
 

あ
る
。
か
よ
う
な
論
理
 

 
 

 
 

た
が
、
 只
 赦
し
を
与
え
 

 
 

 
 

外
 、
こ
の
二
つ
の
姿
を
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

実
に
罪
人
で
あ
る
と
 同
 
 
 

 
 

立
 さ
れ
る
と
思
 う
 と
こ
 

 
 

 
 

摘
 し
た
如
き
人
格
的
な
 

 
 

 
 

す
る
と
 き
 、
善
と
悪
 、
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
、
そ
れ
等
は
 

 
 

 
 

ヴ
 （
）
）
 

曲
 0
 ゴ
侍
ド
け
 

e
 
 
ゼ
く
 
e
 Ⅰ
 O
 ガ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

ね
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
「
信
仰
に
 
立
 

 
 

 
 

っ
 た
り
悪
に
な
っ
た
り
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
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 一考 察 

 
 

 
 

約
束
と
信
仰
に
よ
く
 
気
 

（
 
餌
 ）
 

 
 

 
 

は
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
 

な
 
わ
ゆ
る
 

吾
の
Ⅰ
 

ォ
の
 

橿
 汀
の
目
の
鼻
の
冬
空
村
を
否
定
し
つ
つ
、
 

意
味
を
見
出
す
ル
タ
ー
の
態
度
が
 

ぅ
か
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
と
思
 う
 。
加
え
て
 

 
 

 
 

題
も
以
上
の
点
に
そ
の
 

論
拠
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 如
き
在
り
方
は
如
 

何
に
し
て
可
能
に
な
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
 

 
 

Ⅱ
 
コ
 ）
こ
と
を
 充
与
に
 
し
、
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

二
三
三
品
）
と
、
全
て
 

（
㏄
）
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M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察 
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M. Luther に於ける "Werk" に関する一考察 
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中国古代の魂招きにおける 方位観の変遷 
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中国古代の魂招きにおける 方位観の変遷 
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中国古代の魂招きにおける 方位観の変遷 
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い
か
 。
 

 
 

 
 

序
は
 、
 東 ・
 
南
 ・
 
西
 ・
 (52) 52 

つ る   
め て に 

」 

論ま 意識受 け 四玉 " 。 一   お の っ 

、 社 が ょ 的 『 そ こ た 

と 

の と な 両 ・ ょ " で 

  

は 神 に と 影 

く て のさ 法 う と、   

      

段 

と 

周 



什
 

 
 

経
 

国
 

 
 

 
 

で
と
、
大
荒
経
と
は
、
方
位
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乎
 た
る
型
と
し
て
行
わ
 

 
 

 
 

」
も
同
系
統
の
文
辞
で
 

 
 

 
 

か
れ
。
 

南
 す
る
こ
と
 

無
 

 
 

 
 

述
べ
る
、
魂
へ
の
呼
び
 

 
 

 
 

呼
び
か
け
と
い
う
 

よ
う
 

 
 

る
 、
と
舌
口
え
ま
Ⅰ
り
か
。
 

 
 

 
 

 
 

経
 
経
 

 
 

（
Ⅰ
は
）
 

 
 

 
 

（
は
）
 

 
 

を
 記
す
中
骨
の
、
「
東
方
を
析
 
と
日
ふ
 。
風
を
 

 
 

北
方
を
（
欠
字
）
 

。
」
・
…
 

と
日
ふ
 。
風
を
投
 

"
 日
ふ
 

く
 、
東
南
西
北
の
環
状
称
呼
で
あ
る
。
 

 
 

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
ま
ず
誤
り
が
な
 露

 と
日
 ふ
 。
南
方
を
火
と
日
 ふ
 。
 

も
 同
様
で
、
東
西
南
北
で
は
な
 

い
と
し
て
、
東
南
西
北
と
い
う
 環
 

  



 
 

 
 

か
ら
海
内
経
ま
で
を
 先
 

 
 

 
 

成
立
と
す
る
説
が
出
さ
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

で
な
く
、
充
蔵
山
径
 
中
 、
 

 
 

 
 

例
 あ
る
。
最
も
整
っ
た
 

 
 

 
 

の
か
た
大
沢
を
望
む
。
 

 
 

 
 

の
か
た
恒
山
の
四
 成
 な
 

 
 

 
 

例
中
環
状
に
反
す
る
 二
 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
に
 日
 
楚
辞
 口
 

 
 

 
 

あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

二
方
位
以
上
の
記
述
 

 
 

 
 

ば
 、
「
 
南
 m
 に
 蔓
 有
り
、
 

 
 

 
 

」
（
大
雅
、
文
王
 有
声
 。
 

 
 

 
 

を
来
 る
 、
 沫
の
北
に
 、
 

 
 

、
桑
中
。
第
二
章
に
「
 北
 」
第
三
章
に
「
 東
 」
。
 畳
詠
 体
 。
）
と
「
東
門
の
粉
 、
 

え
ら
 

 
 

 
 

早
 「
南
方
」
）
で
あ
る
。
 

 
 

対
立
称
呼
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

の
時
、
段
の
村
主
 が
 

 
 

 
 

す
る
。
そ
し
て
 段
 王
朝
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も て 方 ら 思 
れ 纏 考 か 四 者 魂 
て め 古 ら 方 と の 
い た 学 地 へ は 行 

るも上方の、 。 のの へ拡 そを 方 四 
ま が 発 の 散 の ど 

四 

  

て 別 た の あ 呉 天 へ 
あ 表 鄭 間 ろ が 地 
る 中 徳 の う あ 四 
墓 の 坤 裏 。 る 方 

  を   
い ま 古 て の に 考   
べ 段 糸竹 葬 は 的 』 
て と L ） さ 殿 達 定 
副 重 な れ の 続 の 

葬な骨た 昂 る十死 彩佳 響 がま 場 
を 新 と 老 丁 あ た 
伴 君 し の に ろ は 
ぃ 器 。 頭 あ と 一 

  

頭 の 四 こ 
にか 埋ら 「 中位持刀 か 
葬 ( 軸 国 を 代 か に 
さ ま 古 手 の ら 帰 
れ で 代 掛 先 北 着 
た は の り 後 方 す   

で (15) 」）て て 収 し   

段 と を る ば 北 を 
0 者 加   、 方 招 
大 え え 凹 か く 

の
 祭
政
一
致
の
神
権
政
治
を
脱
し
、
 

度
の
創
始
者
と
さ
れ
る
が
、
周
公
の
 

て
 、
人
間
の
修
養
に
 よ
 る
後
天
的
な
 

ず
か
な
が
ら
も
確
保
し
た
も
の
で
あ
 

す
の
道
に
し
て
」
と
合
理
的
道
徳
的
 

れ
る
叙
述
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
周
の
ム
ロ
 
理
 的
理
性
的
 

見
敬
 さ
れ
た
北
方
と
い
う
一
方
向
に
 理

性
的
合
理
的
性
格
を
強
め
た
王
朝
で
 

果
 た
し
た
真
の
役
割
を
、
貝
塚
茂
樹
「
 

支
配
の
可
能
性
を
認
め
た
こ
と
は
、
 

宗
 

り
 、
中
国
古
代
精
神
史
上
の
大
進
歩
を
 

行
動
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
 

な
 思
考
が
 、
 復
の
魂
招
ぎ
の
方
位
を
 ，
 

、
固
定
化
し
て
い
っ
た
と
見
た
い
。
  

 

（
 
イ
坤
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 リ
 
億
 

対
し
 

を
わ
 

@
 く
 

め
ら
 

地
 と
 



別 表 

番号 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

省 ・場所 l 数 l 注 記 i 頭 位 

陳西 ・西安・ 半披 

山東・軍場 

四川・巫 @ 犬 蹊 

江蘇   

揚子江デルタ 

江蘇・在庁 村 

江蘇・蘭州・ 白道 満 

河南・鄭州・ 洛 達朗 

河南・ 輝県 ・流瑠 閣 
( 中央グルーブ ) 

河南・ 輝県 ・流瑠 閣 
a ログループ ) 

河南・ 輝県 ・流瑠 閣 
( 南 グループ ) 

河南・安陽・ 後圃 
(H  362 基 ) 

河南・安陽   

大司空 村 

河南・安陽・ 後圃 
( 三陸 ) 

河南・洛陽 

陳西 ・長安・張家 披 

250 基 中 
76 が小児 

120 基以上 

20  基 

基
基
 

 
 

 
 

完全な仰臥伸展葬   西 

大多数は完全な 仰 
臥 伸展葬 @ 束 
殆 んど安全な仰臥 
伸展葬   ゴヒ 

殆 んど完全な仰臥 
伸展葬 東

京
 

屈葬 ( 東 顔は北向き ) 

南 

    
基
 

某
某
 

 
 

 
 

 
 

 
 

墓
 

基
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 体 

d 、 些些 墓 

大型 墓 一   
中 け 一   
りト / Ⅰ 一 11 

 
 

一
一
一
 

南
東
北
 

（
   

  

  

｜
 

光一 86 

面 一 9 

南一 40 

東一 28 

不明一 3 

北 
( 東に 11 。 向く ) 

北一 12 

面 一 8   
Ⅱ   四一 2 

時 代 等 

後期新石器時代   
仰 韻文化 

後期新石器時代   
墜頭村 文化 

後期新石器時代   
大漢文化   
後期新石器時代   
青蓮 宙 文化 

後期新石器時代   
小市文化 

段 早期 

段 中期 

段 中期   

殿後期 

殿後期 

段 後期     

周
か
 

、
 

 
 

期
期
 

後
後
 

段
段
 

 
 

西周期 

  

 
  

 

 
  

 

土
車
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
 

書
 

同
 

坤
 

鄭
徳
 

1
4
 

 
 

 
 

五
日
十
 

6
 

る
 

第
よ
 

 
 

 
 

 
 系

墓
 

大
の
 

学
代
 

古
古
 

考
国
 

国
中
 

中
 
「
 

「
 
司
 

徳
 
押
 
意
 
本
 

鄭
杉
 

 
 ト

 
5
 

 
 

Ⅹ
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も
 、
校
葬
者
の
死
後
へ
 

 
 

 
 

は
 、
頭
位
の
記
述
の
な
 

 
 

 
 

用
 で
き
る
。
 

（
 
円
 ）
 

 
 

 
 

南
頭
位
・
 東
 頭
位
 各
 

 
 

 
 

て
 、
殿
後
期
以
前
で
は
 

 
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
存
す
る
と
 ぃ
 

 
 

 
 

立
っ
た
札
頭
位
へ
の
 傾
 

斜
が
 見
ら
れ
る
。
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

る
 マ
ラ
イ
系
譜
 族
の
 

（
 
打
 ）
 

 
 

 
 

位
 の
み
な
ら
ず
顔
の
向
 

 
 

 
 

体
は
 つ
い
て
同
一
方
向
 

 
 

 
 

位
が
 魂
の
行
方
と
の
 関
 

連
 に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
と
晃
敏
し
て
い
く
。
 

 
 

 
 

Ⅰ
八
つ
の
で
み
か
り
ろ
 

う
 。
 牽
 
一
正
 

 
 

 
 

な
 変
化
と
が
考
え
ら
れ
 

  

（
㌍
）
 

 
 

 
 

学
の
発
展
」
で
、
「
 黒
 

 
 

 
 

薬
 さ
れ
て
山
東
半
島
の
 

 
 

 
 

こ
こ
に
建
設
し
た
の
で
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び 至 ょ 前 庫 埋 因 
そ ろ っ 引 間 こ 葬 を 
れ ま て の ・ こ 

四       
顛 末 
位 め 

五 
も ら   一 れ 

す 作 で 』 優 者 方 な 
四 佳 い 

へ だ 

べ 

  小 寝と異 こが が   

る   
復 ま ち     室 た 埋 

も 葬 
0 頭 

め て 述 と 位 
者 に 
え 一 
る 定 

。 方 
向 
を 

  持 
ナ - Ⅰ 

ぬ 

遊牧 

的 
生 

る 弓 活 

  
か 
ら 

農 
業 
v こ 

従 
事 
す 
る 

定 
住 
ィヒ 

V こ 

伴 
  
て     

 
 

 
 

も
 小
面
定
着
の
頃
に
は
 

農
業
に
転
じ
て
い
た
こ
と
を
説
か
れ
る
。
 

 
 

 
 

草
原
地
帯
を
支
配
し
、
 

（
 
友
 ）
 

（
 
盤
 ）
 

 
 

 
 

穴
 古
墳
を
挙
げ
る
。
 
地
 

 
 

 
 

一
つ
の
竪
穴
に
二
体
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

る
の
で
、
そ
こ
に
 原
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は
 、
生
涯
に
お
け
る
 最
 

 
 

 
 

い
ち
早
く
あ
く
が
れ
 

 
 

 
 

曲
説
明
で
あ
る
。
㈹
の
 

 
 

 
 

の
 反
る
と
き
に
於
て
や
、
 

 
 

 
 

の
 葬
を
観
る
。
（
中
略
）
 59 く 59) 

（
 
お
 ）
 

 
 

 
 

そ
う
な
場
所
、
江
南
の
 

 
 

 
 

よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

 
 

述
と
 、
 四
郊
 に
お
い
 

 
 

 
 

と
な
れ
ば
、
形
式
に
 

 
 

 
 

の
場
合
に
限
り
四
 郊
 

 
 

あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

有
り
し
所
と
日
 ふ
 

 
 

 
 

建
 緩
を
以
て
四
 郊
に
 

 
 

 
 

は
て
 夏
来
 、
大
廟
に
 

 
 

 
 

何
か
行
事
の
あ
っ
た
 

 
 

る
か
ら
西
郊
で
も
行
 う
 、
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

要
素
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

「
招
魂
 
L
 に
見
え
る
 招 王 居 、 優 優 ピ で 限 て の 



 
 

 
 

る
は
命
な
り
、
 

魂
気
の
 

 
 

 
 

 
  

 

陵
の
季
子
の
礼
に
 

於
げ
 

親
ら
 

三
公
九
卿
大
夫
を
 

 
 

 
 

故
国
に
帰
っ
て
眠
る
こ
 

 
 

 
 

も
、
楚
 

と
の
関
連
を
感
 

 
 

 
 

す
る
よ
う
に
な
っ
た
 

周
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

位
 
と
四
季
結
合
が
見
ら
 

 
 

 
 

で
、
尭
が
四
方
へ
 

司
政
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し
め
、
夏
に
は
集
ま
っ
 

 
 

 
 

。
そ
の
こ
と
を
示
す
動
 

 
 

 
 

く
こ
の
経
典
の
作
者
に
 

 
 

 
 

る
 施
政
の
こ
と
を
い
 う
 

 
 

 
 

を
 記
す
手
骨
文
で
、
 
東
 

 
 

 
 

経
 」
で
石
英
と
な
っ
て
 

（
 
然
 ）
 

 
 

が
 意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
 

 
 

 
 

に
よ
 る
も
の
で
あ
る
 

 
 

称
呼
も
、
本
来
、
農
業
化
し
た
段
に
お
け
る
四
季
の
 、
 初
昔
芽
吹
く
春
を
起
点
 

 
 

 
 

季
節
を
各
方
位
に
迎
え
 

 
 

 
 

に
 居
所
を
変
え
る
王
の
 

 
 

 
 

時
に
則
っ
た
行
動
を
と
 

 
 

 
 

ぅ
 呪
術
的
行
為
に
そ
の
 

発
生
を
も
っ
も
の
と
考
え
る
。
 

 
 

 
 

の
に
対
し
て
、
西
郊
 

 
 

 
 

・
北
の
四
方
へ
の
 魂
招
 

 
 

 
 

と
 理
解
し
、
そ
の
深
奥
 

 
 

式
 と
す
る
潤
色
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
。
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前
 千
百
年
頃
の
段
 周
 

 
 

 
 

の
 精
神
革
命
の
 力
 に
 ょ
 

 
 

 
 

」
・
「
儀
礼
」
・
「
周
礼
 

ヒ
 

 
 

 
 

立
し
終
っ
て
い
た
と
 
思
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の と と 被 の お 称 ら は 天 
魂 孝 行 葬 差 よ さ   、 地 古 
招 え 台 者 で び れ そ 神 四 代 

    結 
農 の と に 考 正 見 を と び お 
業 定 に ょ え 風 と 強 し か い 
他 者 ょ つ る を そ く て げ て 
と 震 っ て 。 

  

的 が 北 れ て も 継 い そ に あ 
観 " 方 る " の 承 る の 記 る 
念 魏 志 。 そ と す 苗 手 さ と 

に の 向 そ の 、 る 万 段 れ 意 
ょ 北 が の 親 親 儒 楚 の る 識 
る 方 、 墳 の 念 家 国 代 士 さ 

儀 志 遊 基 光 的 の の 表 た れ 
礼 何 枚 に 方 に 書 文 と ち て 
と の 性 お 志 北 た 学 す へ い 

る の た 

  
北て 方誤 借位 かの後 代 の三と 地儀 、 よ のそ っ 復 の 

へ り ら 増 期 に 社 殿 て で 所 
の が 蔑 如 に 魂 十 の あ は 在 

  

へ す 盤 が か も の を 事 へ き 
と れ を 、 な の 差 脱 さ 同 房 
変 は 貴 殿 頓 と で し 決 げ す 
遷 " く 王 向 す あ " し て に 
し 遊 定 朝 と る り 合 、 そ 当 
て 牧 者 が し 周 、 理 四 の っ 

  

  

  

  

へ い 期 の と 段 と か 差   



の魂 沼津 中国古代 竪 にお け 

    
        
な 国生着 貞 がの 
例の者文夫 整注   
れ礼魂 口砥 ず 

T 

無東 

  

  

あ 

、 九 る 。 

補 

肉   

  
朽し 丑 % 高 東 
て - あ 南 
之 年る 西 
を   ゴヒ 
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四
 Ⅰ
 
ハ
｜
 四
七
頁
。
 

 
 

 
 

天
地
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
 
扱
 

方
 

ぅ
 こ
と
と
す
る
。
 

 
 

  変遷 

に わ 
  （注 1 , 亘 れ 
      る る 

と か 続な 見学す か 
ネし   
法 そ 
で、 し   あ て 

    い 記 
ラ ヒ 

  
  

  
カ ミ ノヒ 

， 首   
  

  
げ 」 
に と   遇 い 

と が人年季「 たて 
い っそ 楽首 と字 

ぎ ぅ 

な 如   い き 
窮地の九を保 ら し   とコ ヒ 

篤 へ恩頁変し い 人 。 えて れて る 動 
古 っ へ る 残 ピか は な示 首 

とす べ し 夏 
て   

仰 の と 後詰   い 段 

生 -  み 生か る 
  周         

葺 いて 永 全 天 想 穏 ィ @ 
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あ
る
例
や
、
北
斉
、
顔
之
推
の
「
顔
氏
家
訓
 
口
 「
 風
操
 」
 

「
江
南
、
凡
そ
 

巳
 

 
 

 
 

 
 

則
ち
之
を
避
 

 
 

 
 

 
 

。
土
俗
は
則
ち
㏄
 

 
 

 
 

は
 不
適
当
で
は
 

 
 

 
 

 
 

天
公
論
社
一
九
 セ
 四
年
二
一
二
ー
 三
 一
三
頁
。
 

 
 

 
 

閣
 

一
九
 セ
五
 

年
 

二
六
八
頁
。
 

 
 

祇
 

科
学
出
版
社
一
九
 至
 八
年
五
八
五
頁
。
 

 
 

 
 

一
年
四
八
 ｜
 

五
一
頁
等
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。
 

 
 

 
 

の
 祭
儀
と
に
 関
 

 
 

 
 

四
十
三
巻
四
号
 

一
九
七
 0
 年
 

八
五
 ｜
 八
一
八
頁
。
 

 
 

 
 

の
 書
を
最
も
 

 
 

 
 

の
 「
術
者
」
で
 

 
 

釈
 漢
文
大
系
集
英
社
一
九
 セ
 四
年
一
八
 ｜
 一
九
頁
。
 

 
 

び
 錯
簡
弘
文
重
書
房
一
九
二
八
年
セ
 ー
 八
頁
。
 

 
 

 
 

四
八
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

お
よ
び
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 第
四
章
夏
芽
松
崎
寿
和
訳
 
雄
 m
 閣
一
 九
七
五
年
八
 

ニ
ー
一
 0
 二
頁
。
 

 
 

社
会
思
想
桂
一
九
 セ
 五
年
二
二
六
 ｜
 二
三
 セ
頁
 。
 

 
 

 
 

嘘
の
層
序
 

第
 



魂
 

 
 

 
 

の
 寒
風
が
一
定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
 

 
 

古
 

三
頁
。
 

国
 

6
5
 

中
 

招ぎにおける 方位 

 
 

シ
ァ
 
角
川
書
店
一
九
一
八
 
0
 年
 

四
六
頁
五
八
図
。
 

 
 

前
引
 書
 
八
三
頁
 

 
 

 
 

頁
 。
 

 
 

第
二
章
神
々
の
世
界
平
凡
社
一
九
 セ
 一
年
五
三
頁
。
 

 
 

 
 

悟
 「
す
で
に
 
段
代
 

十
五
章
段
代
の
文
化
二
八
 セ
 頁
に
お
い
て
、
 

 
 

三
 一
 
0
0
 

 
 

一
セ
五
 
0
 

 
 

一
四
 
0
0
 

 
 

一
一
 
0
0
 

 
 

一
 
0
0
O
 

と
 区
分
す
る
の
に
従
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

弔
 葬
儀
礼
の
相
関
に
 、
 

 
 

 
 

東
南
ア
ジ
ア
 

研
究
セ
ン
タ
ー
一
九
一
八
一
八
年
六
八
九
頁
。
 

 
 

 
 

九
セ
 五
年
一
 
セ
一
 

｜
 一
七
五
頁
。
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

八
一
頁
。
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サーンキヤ派における 創造神の観俳の 変遷 

説
や
先
師
た
 

い
る
。
ペ
ロ
 

べ
て
明
確
に
 

記
）
を
取
り
 

性
格
が
変
化
 

べ
 し
に
お
 

る
。
ど
の
よ
 

略
述
し
た
 上
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ず
し
も
す
 

る
 主
題
を
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

目
 。
と
略
 

 
 

 
 

れ
て
そ
の
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
が
で
き
 

 
 

片
と
 呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）
 

茂
木
秀
 
淳
 

 
 

 
 

ち
で
二
九
三
八
年
に
 

（
 
1
 ）
 

 
 

 
 

書
 に
は
見
ら
れ
な
い
 古
 

サ 
  

@  ン 

@  キ 

桶 ヤ 

  
ぢ お 
の け ar 
目 る 

創
造
神
の
観
念
の
変
遷
 

に
つ
い
て
 ｜
 

67 (67) 



A
.
 特
別
な
能
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
 呂
由
ゴ
 
。
 

 
 

 
 

家
世
界
は
原
質
の
構
 

 
 

 
 

証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
 

 
 

 
 

・
原
人
（
 コ
目
倦
 ）
・
 

 
 

 
 

q
p
 
舟
 n
n
 
ゴ
囲
 
）
・
非
存
在
 

（
 
3
 ）
 

（
が
 
ヴ
ゴ
援
う
 
）
を
順
次
に
否
定
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

認
め
る
学
派
と
し
て
 

 
 

 
 

証
す
る
た
め
に
、
Ⅲ
 あ
 

 
 

 
 

合
は
、
意
識
を
も
っ
 他
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

の
 設
計
に
よ
っ
て
造
ら
 

 
 

 
 

、
牛
と
 荷
車
と
を
結
合
 

 
 

 
 

我
と
は
別
の
、
意
識
を
 

 
 

 
 

さ
せ
た
意
識
を
も
っ
 
存
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

及
 に
導
く
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

虫
 が
成
り
立
つ
と
す
れ
 

 
 

 
 

あ
る
者
の
存
在
を
要
請
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サ - ンキャ派における 創造神の観俳の 変遷 

（
 
7
 ）
 

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

想
 さ
れ
、
議
論
は
次
 

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
 

断
片
一
（
 ペ
ロ
 ・
 ロ
 ・
 べ
 N
.
 
の
 1
 目
の
・
）
 

（
 
騰
 ）
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

つ
こ
と
は
否
定
さ
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

い
 、
（
蛇
か
ら
な
る
御
弓
）
 ピ
ナ
 ー
 ヵ
 を
手
に
し
、
 
弦
 を
 弛
め
た
弓
を
も
ち
、
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

の
 存
在
が
認
め
ら
れ
 

 
 

な
い
か
ら
。
 

 
 

 
 

は
な
い
 0
 
 
ン
ミ
 
曲
ォ
 。
 な
 

 
 

 
 

を
 結
合
さ
せ
る
も
の
 

 
 

 
 

を
 認
め
る
し
こ
と
を
 

否
定
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

範
濤
 （
ロ
が
 
ロ
ゆ
 
「
片
オ
㏄
）
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

断
片
 ニ
 

（
 
ペ
ロ
，
 ロ
口
・
 
べ
 N
.
 
u
 

ロ
，
べ
の
 

・
の
・
）
 

 
 

 
 

与
え
る
と
い
う
 行
 

（
は
）
 

 
 

 
 

と
す
る
 
ン
こ
 
と
ロ
に
 
ょ
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を 場 ぅ 忠 順 理 B 

 
 

 
 

 
 

曲
ダ
 
。
 

に
 （
 
か
 
ゆ
の
 
田
 
（
 
曲
 ）
の
 文
 

 
 

 
 

て
い
る
。
原
質
か
ら
 

 
 

 
 

と
い
う
の
が
開
展
の
 

 
 

 
 

理
性
・
自
我
意
識
・
 

 
 

 
 

る
べ
き
で
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

を
 述
べ
て
の
 パ
 の
 丘
 

引
用
す
る
の
で
あ
る
。
 

断
片
口
 一
 （
 
ペ
ロ
，
づ
 
・
）
 
0
 
か
 ・
）
 
o
 
ム
 A
.
 
）
 

 
 

 
 

）
に
は
は
じ
め
に
 

 
 

 
 

母
の
胎
内
に
い
る
 子
 

 
 

か
 。
 コ
 
私
は
存
在
す
る
 ヒ
 と
い
う
こ
の
日
 ゅ
す
笘
日
 
Ⅱ
 な
 る
 意
識
（
 田
旧
ゑ
 e
 

証
相
力
 

、
 
ら
は
理
解
さ
れ
な
し
 

（
 
3
 
1
 
、
 
）
 
O
 

 
 

 
 

そ
の
よ
う
に
は
こ
の
  

  
 

 
 

証
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

何
も
の
か
 
ハ
 の
存
の
 

 
 

 
 

れ
る
の
 ロ
 で
 去
か
 

み
 る
 。
 



サーンキヤ派における  
 

が
あ
ら
わ
れ
る
。
 

断
片
口
（
 ペ
ロ
，
ロ
 
・
 H
N
 
べ
 
・
Ⅰ
）
の
・
）
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
「
大
な
る
も
の
（
 
日
 革
茸
，
 ヴ
 目
色
色
 
巨
 ）
 を
 最
初
と
し
特
殊
 

 
 

 
 

を
 前
提
と
し
て
い
る
か
ら
 
ハ
 
「
観
念
に
基
 く
 創
造
物
」
 口
 で
あ
る
。
 旨
 由
す
。
 
ほ
 

㎝
 

@
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

そ
の
根
拠
と
し
て
（
絵
の
田
Ⅰ
㏄
 

ノ
 

Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
全
戸
 

栢
 

の 観念の変遷 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

 
 

 
 

な
 い
 も
の
（
胎
児
）
 

 
 

 
 

て
ま
ず
内
的
器
官
の
 

 
 

ハ
 
作
用
の
口
教
示
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

宜
巨
隼
日
 ）
の
状
態
 

 
 

 
 

が
 死
ぬ
と
、
微
細
な
 身
 

 
 

 
 

性
の
状
態
に
よ
っ
て
 傾
 

 
 

 
 

態
 が
あ
り
、
理
性
が
こ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
が
 
叶
 
Ⅱ
 曲
吋
が
 
l
 ㏄
が
Ⅱ
㏄
が
）
」
 

 
 

 
 

異
な
感
じ
を
受
け
る
 

が
 、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
 



C
.
 

輪
廻
す
る
存
在
と
し
て
の
目
的
 

ナ
 。
 

 
 

 
 

ち
業
 （
 
ガ
 p
q
 

島
曲
 

口
 ）
 

 
 

 
 

れ
ス
 
に
も
の
（
 ガ
叫
 
侍
の
目
な
 

ツ
 ）
 

 
 

 
 

が
 、
そ
の
身
体
の
原
因
 

 
 

 
 

見
解
を
表
明
す
る
。
 そ
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 

 
 

 
 

吐
坦
 （
 
曲
 Ⅰ
 か
 
・
の
が
Ⅱ
㏄
㏄
）
に
お
 

 
 

る
 議
論
の
過
程
に
 ヨ
曲
ゴ
 
。
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
 

断
片
 五
 
（
 
ペ
ロ
 。
や
心
の
・
 
H
 
の
・
ま
し
 

 
 

 
 

」
の
循
環
の
出
発
 

 
 

 
 

張
 さ
れ
て
い
る
。
 ま
 

 
 

 
 

こ
か
ら
五
体
の
神
々
 

 
 

 
 

ら
 二
十
八
体
（
の
神
 

 
 

 
 

体
の
神
々
が
現
わ
れ
 

 
 

 
 

（
が
Ⅰ
 

づ
リ
 
ガ
 l
 
の
Ⅱ
 
0
 神
曲
 
の
 
）
 

 
 

 
 

物
 」
で
あ
る
。
そ
れ
 

 
 

な
る
。
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サ - 

 
 

 
 

よ
っ
て
 口
 作
ら
れ
た
 
竹
 

 
 

 
 

 
 

と
は
な
い
。
か
く
し
て
、
 

け
 

  ヤ 派における創造神の 観 

 
 

 
 

ハ
 身
体
を
形
成
し
て
 

 
 

 
 

る
か
ら
。
最
初
の
創
 

 
 

 
 

純
質
 が
優
勢
で
あ
る
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

。
こ
の
 ょ
う
 に
構
成
 

 
 

 
 

の
 身
体
ま
で
が
あ
ら
 

 
 

念の変遷 

 
 

 
 

身
体
は
解
脱
の
手
段
 

（
㎎
）
 

と
 な
ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

神
原
理
は
 

 
 

 
 

は
な
い
の
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
 

る
か
ら
他
の
身
体
は
無
意
味
と
な
ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

る
 。
従
っ
 

 
 

ラ
 ロ
こ
と
に
は
な
ら
な
Ⅰ
 り
 。
 

一
つ
の
 肴
 

だ
か
ら
。
 

き
る
の
あ
 

て
、
こ
の
 

（
 
腱
 ）
 

 
 

体
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

初
の
創
造
に
お
い
て
 

 
 

 
 

場
合
、
最
初
の
創
造
 



 
 

は
 正
し
い
。
 

 
 

 
 

」
と
い
う
二
つ
の
 概
 

 
 

 
 

い
て
、
の
 本
肚
 ㏄
の
ー
の
に
 

 
 

 
 

状
態
は
、
生
得
的
に
そ
 

 
 

 
 

わ
る
も
の
（
 自
 目
ハ
 
叫
 
（
㏄
）
 

 
 

 
 

げ
る
。
 

断
片
上
 ハ
 
（
 
ペ
ロ
、
ロ
 
・
 H
N
A
.
 
P
H
N
,
 

）
 

 
 

 
 

グ
 な
ど
に
は
功
徳
 

（
 
花
 ）
 

 
 

 
 

 
 

種
の
能
力
が
消
滅
し
 

 
 

 
 

得
 的
に
そ
な
わ
っ
て
 

い
る
 

u
O
 

 
 

 
 

諸
状
態
口
は
結
果
 ハ
で
 

 
 

こ
の
句
に
対
す
る
注
釈
に
お
い
て
 へ
り
 作
者
は
、
 理
 性
の
状
態
に
関
す
る
 三
 

 
 

 
 

星
宿
等
を
あ
げ
た
の
ち
 

 
 

 
 

う
 に
述
べ
る
。
 

断
片
 七
 
（
 
ペ
ロ
、
ロ
 
・
 お
 A
.
N
A
 

も
 q
 し
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

に
は
、
「
さ
あ
、
 

（
 
接
 ）
 

 
 

 
 

（
 
い
す
圧
ヨ
ゅ
コ
リ
 

）
が
 生
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サーンキヤ派における 

を 口 A   
と と 二 別 
い い っ な 

    
  
      
捌 !  。 し 
と ま て 
し た は 

  
さ に い 
れ % が 
て い   

いる て房 

  
  
  
あ む ま し 
る 姿 て 
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上 
が 

ぺ 
り 

@,"" ""@ 

お 
  
て 

旨 

卸す。 

が 

あ 
ら 
わ 
れ 
る 

個 
所 
で、 

あ 
る 

以 
T 
A 
  
D 
を 
頁 ｜ ｜ 

次 
Ⅴ ン P し 

検討 

し 
て 
  

@ 
    

と 

ケ "" く "" 

し 
ナこ 

  
  

  の観 

考 
，え 
る 

遷
 

 
 

 
 

原
質
が
活
動
す
る
 

変
 

 
 

 
 

ン
キ
ヤ
 派
の
師
パ
ウ
リ
 カ
 は
 

 
 

 
 

断
片
 八
 
（
 
ペ
ロ
、
ロ
 

・
）
も
 

P
.
 
 

の
 
ふ
 ・
）
 

 
 

 
 

い
る
と
い
う
点
が
あ
 

 
 

 
 

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
 

D 
に 群 じ 

/ て   を   

「 生写 

  

Ⅰ ノ 

ガ a   

のち 説 の [ 

@ 

旨由 

ナ 。 

  
  

るの 。 で、 

    
的 臣のヰ があたか 

（ も 
? 大 

  
め が 

望 め 
典 ド   
）   



 
 

 
 

 
 

断
片
三
・
四
）
 

、
五
十
の
令
 8
 音
 還
 p
.
 

 
 

 
 

観
念
に
よ
る
創
造
物
」
 

 
 

 
 

 
 

基
 い
て
、
（
 か
 
沖
の
侍
Ⅱ
が
 

ノ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

。
の
木
が
そ
の
所
説
の
 

 
 

 
 

論
は
妥
当
な
も
の
と
 思
 

（
 
駐
 ）
 

 
 

な
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

種
の
完
成
（
の
ご
色
目
）
 

 
 

 
 

の
 ㏄
 ゅ
叶
 
0
 
 
の
重
目
 名
 の
 曲
 

（
 
絨
 ）
 

 
 

 
 

口
 Ⅱ
 曲
ヰ
せ
 

㏄
 せ
の
 
・
の
曲
Ⅱ
的
㏄
）
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

能
力
，
満
足
は
輪
廻
の
 

原
因
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
鴉
 ）
 

 
 

 
 

な
ど
を
」
と
い
う
 よ
 う
 

 
 

 
 

は
な
い
。
 
目
ゅ
ヴ
 。
が
 も
 

 
 

 
 

上
 の
こ
と
は
わ
か
ら
な
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サーンキヤ派に お げる創造神の 観念の変遷 

 
 

 
 

9
%
 
ガ
卸
 
Ⅱ
が
 
ノ
 の
概
念
の
 
77 

 
 

敵
 に
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

る
 断
片
三
の
富
村
 ゴ
 。
 

 
 

 
 

す
る
」
（
 
ド
ゴ
ド
 
日
が
の
ヨ
田
）
 

 
 

 
 

為
 器
官
の
形
成
に
先
行
 

 
 

 
 

的
 器
官
の
一
 つ
 で
あ
る
 

（
が
 
ゴ
 p
*
 

づ
カ
リ
田
 
）
の
機
能
を
説
明
す
る
 語
 と
し
て
用
い
 

 
 

意
識
を
意
味
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
 

(77) 

  

五
十
の
範
 鴫
 は
の
 木
ふ
 1
 目
 

す
で
に
何
度
か
論
ぜ
ら
れ
て
 

ず
れ
も
推
量
の
域
を
出
な
い
 

に
 併
存
し
て
い
た
と
想
定
す
 

と
 考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
 

を
な
す
五
十
の
範
 鴫
 に
っ
 ぃ
 

点
 に
つ
い
て
は
断
片
七
を
 扱
 

五
十
の
範
 鴫
に
 該
当
す
る
 

敵
 に
見
ら
れ
る
現
象
世
界
の
 

 
 

（
 
ヴ
プ
 
リ
 づ
 が
）
で
あ
っ
て
、
五
十
の
範
 

畦
 で
は
な
い
の
 

 
 

性
の
八
種
の
状
態
と
五
十
の
範
 
濤
 と
の
関
係
は
 、
 

 
 

し
な
い
の
で
、
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
詰
論
は
い
 

 
 

で
あ
る
か
ら
、
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
両
説
が
の
が
 

ゅ
 
H
 
。
 

 
 

態
 」
説
は
知
 丑
 。
 よ
 り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
 

 
 

。
に
 塞
 い
て
の
木
を
著
し
た
時
、
組
 宵
 。
の
主
題
 

 
 

説
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

ぅ
 と
こ
ろ
で
も
 う
 一
度
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

さ
れ
た
と
い
う
断
片
四
の
所
説
は
、
プ
ラ
ー
ナ
 
文
 

 
 

太
初
に
独
り
存
在
し
て
い
た
 
目
目
 。
の
願
望
が
創
 



 
 

・
 セ
 ）
 

 
 

 
 

ょ
 れ
ば
、
最
初
の
創
 

丹
 ）
・
に
は
 

彼
は
あ
た
 

（
 
ド
ゴ
ド
日
 
）
 

（
の
 
ゴ
ド
日
 ）
 

フ
ラ
ー
 
フ
 

ド
 の
主
題
 

創
造
の
契
 

マ
ー
あ
る
 

断
片
羽
 

る
が
、
本
 

以
上
、
 

か
れ
た
 サ
 

 
 

 
 

在
し
て
い
た
。
 

 
 

 
 

。
そ
こ
で
 私
 

 
 

 
 

創
造
者
の
 

（
竹
田
）
 

 
 

 
 

創
造
者
は
、
 

 
 

 
 

ニ
シ
ャ
ッ
 

 
 

 
 

田
村
沖
田
）
が
 

 
 

 
 

）
が
ブ
ラ
フ
 

（
㏄
）
 

 
 

し
ば
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

で
き
ょ
 ぅ
 。
 

 
 

 
 

留
 ㌍
。
に
 説
 

 
 

界
の
創
造
に
関
与
し
た
と
い
う
記
述
は
へ
り
に
は
み
 
ら
れ
な
い
。
   

 
 

 
 

已
ヨ
田
 
）
と
い
う
自
覚
 

俺
 

 
 

 
 

の
が
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
⑧
 

 
 

 
 

 
 

ウ
 パ
ニ
リ
 
ア
 ヤ
ッ
ド
 し
 Ⅰ
 



サ -  
 

 
 

て
呂
曲
け
 。
の
願
望
を
説
 

沌
 

  ンキヤ 派における創造神の 観念の 

い べ 外 す っ   

、 で 生 俘 種 の は 
断 あ 幼 者 の で 当 
片 ろ の ほ 状 あ 然 
セ ラ 易 断 憩 っ で 
に 。 体 片 に た あ 
は は 七 も と ろ 
「 " に " 考 ぅ 

自 

然   
V プ L の て の れ そ 
生 構 、 生 る ら 

ず 成 身 成 。 く 

る 」 要 体 の そ   

（ 七 Ⅱ 
㏄ @   
ガ   
  

ガ ㏄ ）   
身 
体 
の   
し 
て   
  

目 
リ ブ 。 Ⅰ 

  

の 

る 独 

  
ヴ 
田 う な     
  
  五 と   
  の 推 歪 め 

か 所 定 
税 さ 

つ 生 
ら て 成 
生 が れ   Ⅴ ァ Ⅰ 

ず 矢口 の 

る身 

よる り 。 識 み 
古 す 以 関 

(79) 

変遷  
 

 
 

討
を
加
え
分
類
を
行
な
 

詳
細
に
引
用
し
て
い
る
。
 

ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
ず
、
 

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
 

 
 

の
 状
態
、
す
な
わ
ち
功
徳
、
罪
過
な
ど
に
つ
い
て
は
 

 
 

が
 パ
ン
チ
ャ
ー
デ
ィ
 ヵ
 ラ
ナ
説
の
あ
と
に
付
け
加
え
 

 
 

 
 

（
 
鵠
 ）
 

 
 

 
 

生
成
に
関
す
る
分
類
を
 

 
 

 
 

る
 
（
の
 
囲
 セ
ム
口
口
 
巨
ガ
 ㏄
）
。
 

 
 

 
 

類
の
区
別
が
あ
る
こ
と
 

 
 

す
る
か
を
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 

 
 

 
 

ひ
片
 
ち
仔
 
円
刃
 
p
 、
 せ
 苗
山
オ
 

叫
ヰ
曲
 

 
 

 
 

方
 に
関
し
て
論
師
た
ち
 



D
.
 

パ
ウ
リ
力
説
に
み
ら
れ
る
 

宮
曲
ゴ
 
。
（
断
片
八
）
 

 
 

 
 

者
 と
い
う
性
格
を
も
 

 
 

 
 

る
 。
他
方
 

 
 

 
 

決
定
さ
れ
 

 
 

 
 

っ
て
説
明
 

 
 

 
 

身
体
を
も
 

 
 

 
 

さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

目
 。
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

、
断
片
 五
 は
 

る
か
と
い
う
 

す
る
こ
と
 

り
の
に
対
し
 

る
創
造
 神
で
 

 
 

 
 

る
 。
知
識
に
よ
っ
て
の
 

 
 

 
 

片
 大
に
 よ
 れ
 ば
、
ヵ
 

 
 

絹
目
。
は
生
得
的
に
自
在
（
 ゑ
ぎ
 キ
下
）
の
状
態
を
 そ
な
え
た
存
在
で
あ
る
 

 
 

 
 

留
 。
に
は
説
か
れ
て
 ぃ
 

 
 

（
 
ろ
 
0
 
4
 
）
 
う
 。
 

 
 

 
 

の
 願
望
に
よ
っ
て
 さ
 

㏄
 

 
 

 
 

者
が
こ
の
語
を
附
加
し
③
  

 

 
 

 
 

然
 に
成
立
す
る
も
の
）
 

 
 

し
 、
「
原
質
（
 笘
キ
 り
中
山
 

1
 月
色
 プ
 リ
コ
㏄
）
か
ら
生
じ
た
 口
 
身
体
 ピ
 
と
い
う
意
味
 



 
 

 
 

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ゆ
が
 

ゅ
け
 

。
 81  

 

 
 

 
 

は
 成
立
の
仕
方
に
関
し
て
 
三
ぴ
 

（
結
び
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 、輪
廻
を
規
定
す
る
 

（
 

 
 

 
 

て
呂
目
 
。
が
挙
げ
ら
 

 
 

 
 

は
 
他
に
ほ
と
ん
ど
用
例
を
み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

輪
廻
を
規
定
す
る
の
は
「
 

五
  

 

 
 

 
 

と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
 

 
 

 
 

お
 げ
る
 目
卸
プ
 
。
の
 性
 

 
 

 
 

%
 の
中
に
創
造
・
掃
滅
 

 
 

点
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
 



注
 

 
 

 
 

の
オ
 
ド
ガ
Ⅰ
 
曲
 Ⅱ
の
Ⅰ
 
ヱ
 ・
の
㏄
）
・
 

 
 

 
 

の
の
ゆ
田
 
ガ
ゴ
せ
甲
 

 
 

 
 

正
を
必
要
と
す
 

 
 

 
 

隼
 0
 
 
Ⅰ
 
0
 コ
幅
 
@
 

 
 

 
 

&
 
@
 
0
%
 

天
ツ
 
Ⅱ
 注
 

 
 

 
 

主
と
し
て
㈲
を
 

用
い
、
㈲
を
参
照
す
る
と
き
に
は
 

へ
り
 G
%
 
）
と
記
す
。
 

 
 

 
 

い
 い
 討
田
 神
曲
が
の
ら
 

ざ
田
 
0
 コ
 ）
 

 
 

 
 

分
は
削
除
さ
れ
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

定
の
論
法
が
そ
の
ま
ま
 

 
 

 
 

い
 H
 り
 
O
0
 
ヰ
 
0
 Ⅰ
）
 
コ
の
 

 
 

 
 

せ
 り
ガ
ゴ
せ
 

ゆ
ヰ
㏄
 

日
 

を
 …
 し
曲
 
出
づ
が
 

ヨ
 ・
・
と
修
正
す
る
。
 

 
 

 
 

ヴ
 %
 ガ
が
旧
 
す
 ㏄
 コ
ら
ゴ
 
が
の
 
せ
 ㏄
 

c
e
 
侍
が
 
目
 ㏄
 ガ
 Ⅱ
田
が
 

ヰ
せ
 
ゆ
ヰ
 

（
 
5
 ）
 
ペ
ロ
 、
 0
,
 
㍉
 ト
 の
め
 
キ
 

 
 

 
 

る
 語
で
、
い
ず
れ
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 確
立
さ
れ
た
の
で
、
㏄
 

 
 

 
 

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 

 
 



サーンキヤ派における 創造神の観俳の 変遷 

（
 
1
 
8
 ）
 

（
 
1
 ）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
「
 

，
 ）
 

（
 
6
 ）
 

（
 
1
 
7
 ）
 

（
 
1
 
0
 ）
 

（
 Ⅰ
）
 

り
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

せ
し
 ・
で
 
づ
ド
 ㏄
 べ
 l
 め
 ㏄
 

 
 

由
 ㏄
 隼
 0
 の
㏄
Ⅰ
 
ヱ
の
 0
 片
 

 
 

に
 続
く
文
が
そ
れ
ぞ
れ
、
 

べ
 し
作
者
（
Ⅱ
生
き
す
 ゅ
コ
 
（
山
色
 と
 対
論
者
（
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

体
で
示
し
、
 
続
 

 
 

る
が
、
訳
文
に
ほ
定
句
体
の
部
分
は
省
略
す
る
。
 

 
 

 
 

T
 
目
色
 ゴ
 0
.
 

）
 
0
 ㏄
 卜
ヮ
 
㎏
 お
 
H
o
 に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

%
 参
照
。
 

 
 

 
 

は
 修
正
を
要
 

 
 

 
 

ゅ
を
 挿
入
）
 

 
 

 
 

0
 七
 "
 の
 p
n
.
"
 

い
串
 
け
 ヰ
コ
 

 
 

れ
ず
、
そ
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

②
理
性
の
創
造
 

 
 

 
 

あ
る
。
（
 ペ
ロ
 ・
 

口
 ・
）
 
い
つ
ト
由
 ・
）
 

 
 

 
 

よ
っ
て
生
じ
る
 

 
 

 
 

ぎ
 日
日
 窯
は
 

 
 

 
 

 
 

口
口
二
ロ
ヱ
旦
 づ
 0
 デ
 パ
パ
 せ
 ・
 ワ
 
）
 寮
 ・
Ⅱ
 
コ
 

ヰ
ゴ
 
の
の
り
の
 
由
 Ⅰ
 が
 

 
 

 
 

，
 （
 
1
 ド
 1
 肝
に
み
 

  

 
 

 
 
 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 ハ
り
 
の
の
 
0
 ゴ
ざ
ゴ
ヰ
 
の
 

 
 

 
 

」
が
あ
り
、
 
そ
 

㏄
 



 
 

 
 

切
 Ⅰ
㏄
 
ゴ
 （
（
）
の
 

コ
 ・
 

 
 

 
 

隼
 し
の
 
づ
 の
）
 
0
 七
 ・
 

 
 

 
 

と
い
う
よ
う
に
 

 
 

法
 と
は
一
致
し
な
い
。
 

 
 

 
 

い
 う
 職
務
を
も
っ
」
 

 
 

 
 

の
 根
拠
は
明
ら
 

か
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

0
 す
か
 
ゴ
ロ
正
日
 と
 訂
正
 

す
る
。
 

 
 

と
し
て
い
る
が
、
出
口
舌
 ヨ
目
ゆ
巴
押
づ
 ㏄
 ま
づ
 井
ロ
ロ
ヨ
Ⅰ
 
&
 ロ
 ほ
の
り
旧
ゑ
年
年
三
ガ
 
p
"
 

口
ロ
 村
 ユ
 %
 ㏄
と
み
な
し
て
二
種
類
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

別
 な
能
力
（
 隆
 口
ロ
 
ヨ
 ）
 

 
 

 
 

の
そ
れ
ぞ
れ
 

に
つ
い
て
は
 
ぺ
ロ
、
ワ
に
 。
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

 
 

ず
 ㏄
Ⅱ
（
（
）
㏄
 

オ
 。
 か
 
㏄
 

M
H
 

（
・
 

ミ
 
に
も
み
ら
れ
る
。
 

 
 

0
6
%
.
 ）
。
 

q
p
 

目
リ
ヨ
目
翠
ョ
ペ
 ㏄
 ぎ
 Ⅱ
 卍
リ
ヴ
田
ョ
ぎ
 
洋
一
 ぺ
 口
 
（
の
 
巴
 ・
）
に
従
 う
 。
 

  

界 
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（
 
3
 
2
 ）
 

 
 

の
井
Ⅰ
せ
の
 

日
簿
由
ダ
 曲
コ
Ⅱ
 
P
 ヰ
ゴ
ゆ
 
Ⅰ
 

 
 

c
P
 

Ⅰ
Ⅰ
 

 
 

Ⅰ
 

 
 

ヴ
 Ⅰ
Ⅰ
 

 
  

 

 
 

づ
レ
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

田
廿
 
Ⅰ
Ⅰ
 

 
 

 
 

列
挙
さ
れ
て
 ぃ
 

㏄
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
@
 
）
 

（
 6
 ）
 

（
。
 

2
 
，
 ）
 

（
 
2
 
8
 ）
 

（
 
2
 
0
 
ノ
 
）
 

（
 3
 
0
 ）
 

（
 3
 
1
 ）
 

の
 ・
 0
 す
め
 
Ⅱ
 ゴ
が
ロ
 
）
（
 

コ
の
 q
 、
 0
 口
 ・
 0
 ト
ヰ
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

の
曲
 
留
 。
に
 
一
 

 
 

 
 

」
と
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

え
ら
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

の
 
P
 Ⅱ
巳
の
日
㏄
 

目
巨
ヨ
 ㏄
 い
 
日
せ
び
式
日
Ⅰ
 

 
 

 
 

て
い
る
。
ま
た
 

 
 

ゴ
か
 
く
が
を
挙
げ
て
い
る
。
（
 
0
 ワ
臼
こ
つ
へ
 。
 
さ
 

 
 

 
 

も
 繰
り
返
し
て
 

用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
断
片
 八
と
 同
じ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

由
 ）
の
 
づ
 ㏄
 庁
 
0
.
 
ま
ゴ
せ
 

㏄
 せ
 ㏄
田
が
田
山
口
 

プ
 ㏄
 臣
く
ゆ
七
 
Ⅱ
 
臣
び
ガ
 
p
 ゴ
 P
 ㏄
 庁
曲
プ
ガ
叫
侍
侍
 

）
 
セ
ゆ
 
の
㏄
 
プ
 

断
片
口
お
よ
び
 注
 Ⅳ
 参
昭
 。
 

 
 

 
 

た
 
（
（
年
年
（
㏄
 

ヨ
 

 
 

対
応
し
な
い
。
 

 
 

 
 

日
ロ
 ロ
 
p
1
 
.
 

0
 が
せ
円
づ
 

ヰ
 1
 



 
 

 
 

一
は
、
べ
 し
 作
 

 
 

る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

力
 派
の
影
響
の
も
と
に
 

 
 

㏄
心
下
）
。
 

 
 

知
識
一
種
類
し
か
認
め
な
い
。
 

 
 

 
 

ギ
ピ
ヰ
 
0
 ㏄
（
 
"
 
㏄
Ⅱ
 
ゅ
ゴ
 
ロ
卸
 

Ⅱ
 ）
 

一
つ
の
 

ト
ガ
 

Ⅱ
 
t
i
 

ガ
曲
 
 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

・
 0
 口
 ・
 n
 岸
 ：
 づ
 0
,
 
㏄
 串
ト
  
 

 
 

@
 ㏄
肚
の
 

 
 

 
 

 
 

㌧
 目
 Ⅰ
曲
コ
 
ド
 H
H
H
.
P
o
 

 
 

（
 
的
 ）
の
 パ
め
肚
 

 
 

の
宙
 H
 
）
：
り
下
 
0
 か
 
Ⅰ
・
Ⅱ
 
0
 ）
・
Ⅱ
 

づ
 ）
の
の
 

づ
 

 
 

様
に
、
発
声
・
叫
び
を
意
味
す
る
。
 

 
 

㏄
 0
0
.
 

ト
め
 

（
㏄
）
 ペ
ロ
 ・
 ロ
 ・
）
 
め
ひ
 P
o
 
由
 

 
 

に
 関
し
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
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子 一 で 別 別 の と 代 蔵   

の 教 詮 つ 当 明 こ る 四   三｜ 説に ㈹真 教 の 時ままり 確に とも 教判 

艮 一 と 化 で 五 で と 七 苛 丘 

し 分 し 法 の 教 き い 一 題 
て 満 て の 各 判 な っ 二 の 
自 救 五 四 種 を い て ） 
説 (4) て 教 の 否 。 も の 

所 

を 真 る の 裁 定 そ よ 教 
在 

生 臭 こ 影 刊 し れ い 判 
張 分 と 響 論 て は ほ 論 

的 を 判 特 に う っ   
  
    し 
で、 

もま 

問   

わ 
な 
  

法 
蔵 
の 

教 
半 u   

壬 百冊 A （ 充 蔵 
か   以 教 の 
ら め 法 門 十 干 判 と 

見 さ い 
る あノ 性とて）の五（ 間分 1 十 「Ⅰ 正 
と 速 し 数 列 定 面 ょ 

相 真 て は の 託 か り 

当 
v ァ ヒ 

大   
法
蔵
の
四
票
判
の
形
成
 と
 展
開
 

土
日
 

津
宜
英
 



胆
 な
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
法
蔵
が
中
途
 

せ
た
ほ
ど
の
人
物
が
何
の
理
由
も
な
く
五
教
を
し
り
 

厳
教
学
の
研
究
 ヒ
 の
中
で
 慧
 苑
の
四
教
は
法
蔵
の
四
 

に
 従
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
 

把
握
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

慧
苑
が
言
 

が
、
 彼
が
五
教
の
中
で
頓
教
だ
け
を
問
題
に
し
て
 ぃ
 

致
に
頓
教
を
加
え
た
 よ
う
 に
写
っ
た
の
か
も
し
れ
な
 

経
 以
外
の
 、
 主
と
し
て
如
来
蔵
系
の
経
論
を
注
釈
す
 

あ
る
が
、
法
蔵
の
教
判
論
の
解
明
の
た
め
に
は
こ
の
 

そ
こ
で
、
こ
の
小
論
で
は
法
蔵
の
多
く
の
著
作
の
 

理
解
を
伺
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
に
付
随
し
て
十
宗
 制
 

前
提
と
し
て
 
地
婆
河
羅
 （
日
照
）
三
蔵
が
伝
え
た
と
 

判
の
出
て
い
る
現
存
の
著
作
に
は
三
 つ
 が
あ
る
が
、
 

四
宝
判
の
形
成
に
焦
点
を
あ
て
て
法
蔵
の
教
判
論
の
 

し
い
教
判
の
試
み
、
さ
ら
に
は
澄
観
の
四
法
界
 説
 な
 

 
 

華
厳
経
 L
 の
注
釈
を
完
成
さ
 

 
 

で
に
坂
本
幸
男
博
士
は
日
華
 

（
 
3
 ）
 

 
 

て
い
る
 0
 私
も
こ
の
 街
 指
摘
 

 
 

が
 五
教
判
を
ど
の
よ
う
に
 

 
 

常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
 

 
 

慧
 苑
の
眼
に
は
天
台
の
四
 

 
 

で
あ
る
。
四
家
判
は
華
厳
 

 
 

く
 扱
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 で
 

四
宝
 判
 が
重
要
な
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
 

 
 

つ
 、
ま
ず
彼
の
五
教
判
へ
の
 

 
 

え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 

 
 

は
な
ら
ぬ
と
思
 う
 。
四
家
 

 
 

い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
 

 
 

へ
の
展
開
の
中
に
 慧
死
 の
 新
 

ど
を
も
把
握
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
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り
三
 転
法
輪
が
玄
英
三
蔵
の
教
判
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

そ
の
第
三
時
の
持
法
輪
に
は
 89 

 
 

 
 

 
 

、
 三
 法
輪
の
第
二
は
始
 教
 ・
 

 
 

四
 

 
 

」
の
点
は
後
の
「
華
厳
経
 探
 文
詞
 ヒ
 （
以
下
「
 探
玄
記
 L
 と
 略
す
）
に
お
け
る
始
終
 二
 

㈹
 

 
 

 
 

著
作
の
中
で
は
最
初
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

し
 、
そ
れ
ぞ
れ
を
定
義
 

 
 

 
 

問
題
は
中
間
の
三
教
で
 

 
 

 
 

て
三
乗
と
し
て
把
握
す
 

 
 

合
の
声
聞
縁
覚
の
二
乗
は
既
に
大
乗
の
教
え
を
被
り
、
 大
乗
に
 廻
 心
し
た
も
の
 

で
、
 愚
 洗
二
乗
と
は
区
別
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

漸
教
に
収
め
、
「
ミ
口
 

 
 

ず
る
」
教
え
が
頓
教
と
し
て
立
て
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

典
拠
と
し
て
は
日
牌
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
 

 
 

 
 

輪
 で
、
こ
の
 転
照
持
 の
三
浩
 

 
 

と
し
て
い
る
。
 

二
五
教
と
十
宗
 



 
 

 
 

こ
と
に
な
り
か
れ
な
い
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

教
を
明
ら
か
に
大
乗
 始
 

数
 に
位
置
づ
げ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

も
出
て
く
る
。
十
宗
 

 
 

 
 

宗
 ㈹
具
徳
不
空
宗
㈲
 相
 

 
 

 
 

通
ず
る
と
さ
れ
る
。
 第
 

 
 

 
 

十
宗
が
慈
恩
大
師
 基
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

は
 Ⅲ
教
法
 倶
有
宗
 ㈱
 有
 

 
 

 
 

、
第
一
か
ら
第
六
ま
で
 

 
 

 
 

円
 美
奈
が
護
法
正
義
を
 

内
容
と
す
る
法
相
唯
識
宗
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
基
の
も
の
に
準
拠
 

 
 

 
 

の
 宗
を
大
乗
胎
教
と
規
 

 
 

 
 

宗
 を
 夏
穂
不
空
宗
と
 

 
 

 
 

て
 ほ
い
る
が
、
前
と
同
 

 
 

も
 ゆ
く
ま
い
。
 

 
 

 
 

成
さ
れ
、
円
孔
日
章
 
口
 

（
 
托
 ）
 

 
 

 
 

り
な
が
ら
も
、
 玄
奨
め
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法蔵 の四塞判の形成と 展開 

 
 

 
 

輪
 と
持
法
輪
、
具
体
的
 

 
 

 
 

め
た
こ
と
で
あ
る
。
 
日
 五
教
 章
目
 で
は
五
教
の
体
系
の
 中
で
唯
識
仏
教
を
ど
こ
 

け
 

 
 

 
 

し
 十
宗
は
日
五
教
 章
ヒ
 

㎝
 

 
 

と
い
う
意
図
が
伺
わ
れ
る
こ
と
は
 

 
 

げ
る
始
終
二
教
と
唯
識
仏
教
 

 
 

と
 真
諦
所
伝
の
も
の
と
の
双
方
 

 
 

の
も
の
は
胎
教
 
に
 、
真
諦
系
の
 

（
 
腱
 ）
 

 
 

の
あ
い
ま
い
さ
は
意
図
が
あ
っ
 

 
 

 
 

す
る
た
め
に
、
は
じ
め
の
分
数
 開
 

は
 同
じ
く
定
性
二
乗
倶
に
 成
 

 
 

五
教
判
に
対
す
る
位
置
づ
 け
 は
 

 
 

し
て
す
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
 思
 

 
 

玄
談
土
門
の
第
三
正
教
差
別
 

 
 

教
 の
う
ち
始
終
の
二
教
の
区
別
 

 
 

仏
 に
由
っ
て
い
る
。
 

 
 

の
 法
理
を
尽
さ
ず
、
こ
の
故
に
 

 
 

に
 大
乗
至
極
を
尽
す
の
説
を
立
 

真
下
）
 

仏
 せ
ず
と
許
す
を
 以
 っ
て
の
故
に
、
今
、
之
を
 

立
て
て
大
乗
胎
教
と
な
す
。
三
に
は
総
数
と
は
 

て
て
総
数
と
な
す
。
」
（
大
正
蔵
二
五
巻
一
一
五
 

（
Ⅱ
）
 

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

と
の
対
応
を
見
る
と
、
少
々
あ
い
さ
 い
 で
あ
る
 

（
は
）
 

を
 
一
括
す
る
視
点
に
影
響
さ
れ
た
面
も
あ
る
の
 

教
学
は
終
 数
 に
明
確
に
区
分
し
て
い
る
よ
 う
 で
 

て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
つ
ま
り
法
相
唯
識
 

宗
 で
は
あ
い
ま
い
に
し
て
、
の
ち
の
所
詮
差
別
 

そ
の
推
測
で
よ
い
と
し
て
も
、
基
の
八
宗
に
 準
 

@
O
 

の
 項
が
ま
た
士
類
に
分
げ
ら
れ
、
そ
の
中
の
第
 

は
 
「
五
教
 卓
 」
の
よ
う
な
空
と
不
空
と
の
対
応
 



「
五
 

を
上
げ
 

婆
詞
経
 

る
わ
 け
 

「
 
華
 

、
、
で
 

情
報
も
 

仏
教
教
 

日
照
 

り
。
 こ
 

（
以
下
 

0
 名
前
 

こ
れ
 

 
 

 
 

て
い
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

（
六
八
四
）
 地
 

 
 

 
 

前
の
著
述
と
す
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 師
に
も
等
し
 

 
 

 
 

種
々
の
重
要
な
 

P
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

0
 日
照
所
伝
の
 

学
へ
の
教
生
思
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
と
 思
 

 
 

 
 

乗
 起
信
論
義
 記
 」
 

 
 

 
 

で
は
戒
賢
智
光
 

 
 

ゆ
 づ
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
に
 よ
 る
 と
 

三
戒
賢
智
光
の
論
争
の
記
事
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

は
い
り
に
く
い
よ
う
に
㏄
 

 
  

 

思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 



法蔵 の四家判の形成と 展開  
 

 
 

は
 伝
え
た
と
い
う
。
 戒
 

 
 

 
 

密
 経
ヒ
に
よ
っ
て
三
時
 

 
 

智
光
な
ど
の
 生
 仏
教
を
未
了
義
と
批
判
す
る
。
他
方
、
 智
光
は
遠
く
は
文
殊
 竜
 

 
 

 
 

心
境
保
有
」
、
法
相
大
乗
 

 
 

 
 

す
る
よ
う
な
法
相
大
乗
 

 
 

報
の
要
約
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

心
 に
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

ず
れ
を
井
と
限
定
し
て
 

 
 

 
 

あ
る
。
「
十
二
門
論
 目
 

 
 

 
 

セ
 ー
 五
八
一
）
に
触
れ
 

 
 

宗
の
教
学
を
も
視
野
に
入
れ
て
注
釈
し
た
と
思
 う
 

（
 
比
 
@
 ）
 

 
 

 
 

後
で
各
々
の
立
場
で
 

 
 

 
 

別
教
一
乗
を
内
容
と
す
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

文
詞
 目
 に
ゆ
づ
っ
て
 

 
 

 
 

宗
 ㈲
真
空
無
相
 宗
 ㈹
 唯
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

影
響
を
も
た
ら
し
た
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中
国
へ
来
た
人
で
あ
る
 

 
 

 
 

た
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
は
 

 
 

 
 

が
 、
そ
の
論
争
に
は
 教
 

 
 

 
 

っ
て
論
争
し
、
ま
さ
に
 

 
 

 
 

に
女
装
 が
 同
じ
も
の
を
 

 
 

 
 

握
 す
べ
き
で
あ
る
か
に
 

 
 

 
 

識
 批
判
の
教
判
を
知
り
 

 
 

 
 

二
つ
の
こ
と
を
結
果
し
 

 
 

 
 

説
 は
や
は
り
大
乗
胎
教
 

 
 

 
 

「
 探
 文
詞
 ヒ
の
 胎
教
 に
 

 
 

 
 

一
宗
と
し
て
無
視
し
え
 

 
 

 
 

。
法
蔵
の
十
宗
は
先
に
 

 
 

 
 

教
章
 」
「
 探
 文
詞
 ヒ
 と
も
 

 
 

 
 

て
 位
置
づ
げ
ら
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

で
き
な
い
が
「
 起
 信
義
 

 
 

 
 

か
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
 

 
 

 
 

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
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四
 

 
 

 
 

探
 文
詞
 ヒ
 の
方
が
早
く
て
も
、
 

 
 

 
 

ぅ
 。
「
無
差
別
論
所
 
ヒ
も
 同
様
 
95  (95) 

京芋 亜 

（
 
M
 ）
 

 
 

 
 

る
 著
作
目
録
を
見
る
と
 

の形成と展開 

四   
不幽刊 

の 

初 
出 

四 

坑 四   
@""" ・ し @ 万宝 

も 平町 

述 の 
べ 
七 - し 

形 

よ 
成 

あノ 

Ⅱ ブ "- 

起 「 
信 一 一 口 

義記 

B=. 

Ⅰ "" "@ 

臣、 オつ 

  
て 
て、 

あ 
る 
と 

居 、 
ノづノ 

本 
重日 

は 

探 「 

支証 

ヒ口 

を 
１ 目 

用 
し 
て 
  

る 
の 

て、   
 
 

土
忌
 
諭
 し
、
そ
れ
を
自
己
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
 

 
 

る
玄
 英
三
蔵
（
一
八
 
0
 ニ
ー
 一
八
一
八
四
）
の
大
翻
訳
、
 

 
 

で
あ
ろ
う
が
三
乗
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
法
蔵
 

 
 

に
女
装
門
下
の
基
（
六
三
二
 ｜
 六
八
二
）
を
始
め
 

 
 

上
に
唯
識
学
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
ぬ
状
況
に
あ
っ
 

 
 

単
 に
お
け
る
唯
識
の
重
要
性
を
評
価
し
な
く
て
 

（
 
W
 ）
 

 
 

ヒ
の
 千
重
唯
識
な
ど
は
法
蔵
の
唯
識
研
究
の
結
果
、
 

 
 

勢
は
「
大
乗
轡
蔵
経
口
や
「
大
乗
 広
 五
組
論
」
な
ど
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

が
四
宗
 判
の
形
成
を
 う
 な
が
す
と
と
も
に
五
教
判
 

 
 

を
 補
 う
 は
た
ら
ぎ
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
と
 考
 げ

な
け
れ
ば
 

そ
れ
は
「
旧
 

の
拠
り
ど
こ
 

と
す
る
論
師
 

た
こ
と
は
明
 

は
な
ら
ぬ
の
 

彼
自
身
の
 

を
訳
出
し
た
 

へ
の
唯
識
 学
 

え
る
の
で
あ
 な

ら
な
か
っ
た
 

訳
 不
正
」
を
 擦
 

ろ
と
す
る
ヨ
ハ
 

た
ち
が
輩
出
し
 

ら
か
で
あ
る
。
 

で
あ
ろ
う
。
例
 

中
心
的
教
学
と
 

日
照
三
蔵
自
身
 

0
 位
置
づ
 け
 を
 

る
 。
 



 
 

 
 

ぅ
 の
で
あ
る
か
ら
、
 十
 

 
 

 
 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
 理
 

 
 

 
 

と
 理
と
事
と
が
相
対
し
 

 
 

 
 

せ
ず
、
表
面
的
な
相
 状
 

頼
耶
 識
を
成
ず
と
許
す
を
 

則
ち
事
が
理
に
徹
す
る
な
 

着
や
世
親
の
立
っ
 
所
 、
四
 

い
て
も
本
支
 参
 の
 処
 あ
る
 

下
 ）
 

十
宗
の
う
ち
の
第
六
宗
ま
で
 

 
 

他
縁
 

 
 

一
 

 
 

不
は
 

 
 

四
門
 

 
 

る
 起

は
無
性
に
し
て
如
に
同
じ
と
許
さ
ば
 、
此
れ
 

は
 則
ち
竜
樹
や
提
婆
の
立
つ
 所
 、
三
は
こ
れ
 無
 

ま
た
前
後
時
限
の
差
別
無
く
 、
 諸
の
経
論
に
お
 

に
肖
 る
な
り
。
」
（
大
正
蔵
四
四
巻
二
四
三
頁
 
中
 

。
諸
法
の
相
を
分
別
し
、
そ
の
た
め
に
法
に
対
 

 
 

 
 

説
く
な
り
。
三
は
則
 

 
 

 
 

来
歳
 が
 随
縁
し
て
 阿
 

第
三
顕
教
 分
斉
 に
あ
る
四
宝
判
の
説
明
を
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

随
 相
法
 執
宗
 、
即
ち
 

 
 

 
 

唯
識
法
相
宗
、
即
ち
 

 
 

 
 

性
 等
の
論
の
所
説
こ
 

そ
の
事
 

。
，
 

清
 の
不
こ
完
成
し
た
と
思
 

v
 
,
B
 

う
 
1
 ）
 

 
 

三
 「
 
入
構
仇
む
 
玄
義
し
の
三
 
つ
 が
あ
る
。
ま
ず
「
超
悟
 

 
  

 

叢
記
 L
 
の
冒
頭
玄
談
の
㎝
 



法蔵 の四家判の形成と 展開  
 

 
 

、
第
一
宗
の
「
随
喜
 執
 

 
 

 
 

当
 す
る
 よ
 う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
 相
当
す
る
。
し
か
 

 
 

 
 

は
 華
厳
別
教
一
乗
の
超
 

 
 

 
 

位
置
づ
け
る
こ
と
・
 
そ
 

 
 

 
 

か
っ
た
よ
う
 に
 思
わ
れ
 

 
 

 
 

張
し
 、
一
分
不
成
仏
を
 

 
 

 
 

て
く
る
と
こ
の
四
家
 判
 

 
 

 
 

な
 意
図
が
あ
り
、
五
教
 
 
 

 
 

教
生
 畏
づ
 げ
ら
れ
て
お
 

 
 

 
 

を
現
 わ
す
の
で
あ
り
、
 

円
融
観
を
思
わ
せ
る
。
 

 
 

 
 

分
 け
 、
法
相
唯
識
宗
 

 
 

使
命
を
荷
っ
て
成
立
し
た
西
京
 判
も
 
「
無
差
別
論
 疏
し
 や
 
「
 入
 楊
柳
 心
 玄
義
 三
 

 
 

 
 

ら
ノ
 
0
 

（
 
れ
 ）
 

 
 

 
 

天
授
二
年
（
六
九
一
）
 

 
 

 
 

今
 問
題
に
し
て
い
る
 四
 

 
 

 
 

賢
智
光
の
名
前
を
出
す
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し
い
 
%
 超
信
義
 篆
 母
の
 

 
 

 
 

を
 区
別
す
る
根
拠
が
 詳
 

 
 

 
 

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
 場
 

 
 

 
 

」
の
玄
談
第
四
教
 所
被
 

 
 

 
 

目
で
は
 
四
 宗
の
視
点
を
導
 

（
 
羽
 ）
 

 
 

 
 

立
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
四
家
 判
 

 
 

挙
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

乗
 、
第
四
 宗
 …
一
乗
 

 
 

 
 

生
滅
不
生
不
滅
 

 
 

 
 

宗
 …
芽
生
非
有
（
 此
 

 
 

 
 

空
有
 倶
 

融
 、
双
 離
二
辺
故
云
也
 ）
 

 
 

 
 

立
 、
第
四
家
…
馬
鳴
 

聖
意
筆
研
 立
 

 
 

 
 

い
な
か
っ
た
が
、
㈹
 法
 

 
 

 
 

る
が
、
特
に
第
一
の
 頃
 

 
 

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
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99  ( 囲 ) 

吐 兄 に 体 し 儀     約 に 

画 一 一 

あ 廻 乗 で き ぅ の あ 方 度 の 生 口   
摘 あ は 信   

乗 な め こ 法 制 い へ を よ あ 教 れ 乗 て で 五 ヒ 
を 読 一 と 相 を か の よ う ら 判 て 論 い は 教 を 
高 く 乗 と 唯 建 と 手 り に う で い。 ヒ る な と 考 
唱 の で と 識 主 用、 紙 紐 待 と あ るきに よ い の 察 
す も あ も の す ぅ の 密 厳 は、 ろ も も う だ 相 し 

め そ   れ と 

  旨 に て も 三 仙 と 形   

表 と 一 張 は 法 を ょ す の 一 随 が 成 
錬 っ で を の の 必 @, こ 門を 包括され一乗一 する 力し ょ、 

うとい ろ 比較し 、   
て 経 て み 陀 方 要 師   義 巳 い 合 の を 件 惹 ， 

記 を注のせ をた ね教 え種 三で光 あ の 
成 （釈 で て の @ こ っ （ 説 
す ㊧ す あ 成 内 分 たぎに     た 円 
あ と 法 た 三 お れ と   の 

る で 蔵 の 種 り ら か こ 五 
の あ の が に 、 の わ の 教 

の う す 

の と教のたの 上   

    
  

努 法らあ る他 ば 援日二 用五教 
る 規 
糸 定 
口 ヵミ 

が あ 
な そ ま 一 流 存 真 こ ろ 
ュ の で 乗 が 在   の の 



ニ
ー
ク
な
修
行
者
像
 

乗
大
 な
り
三
乗
 人
 な
 

イ
ン
ド
に
お
け
る
 

相
 唯
識
と
展
開
す
る
 

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
 

の
中
に
仏
教
を
見
て
 

智
 厳
や
法
蔵
が
 
一
 

明
確
な
教
判
を
荷
っ
 

つ
げ
の
方
に
あ
っ
た
 

の
 教
判
の
含
ま
れ
て
 

確
か
に
、
こ
れ
ま
 

宗
 に
は
及
ば
ぬ
教
学
 

い
の
か
。
法
蔵
が
こ
 

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
 

「
 
約
乗
 」
の
項
で
四
 

如
来
蔵
縁
起
票
 は
 

な
ど
に
み
ら
れ
る
 一
 

五
姓
各
別
一
分
木
 成
 

 
 

 
 

一
 

り
を
予
想
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

ぃ
が
 、
中
国
華
厳
学
の
成
立
が
ま
さ
に
拙
論
・
 摂
論
 ・
 法
 

 
 

 
 

は
 

 
 

 
 

根
 

ゆ
こ
う
と
す
る
。
 

 
 

 
 

は
 

 
 

 
 

置
 

 
 

 
 

ィ
て
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

起
 

 
 

 
 

よ
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

の
 

 
 

五
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
参
考
に
な
る
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

E
=
s
 

 
 

 
 

の
 

（
 
扮
 ）
 

 
 

 
 

る
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法蔵 の四 宗 判の形成と展開  
 

 
 

は
な
い
か
と
も
思
 う
 。
 

 
 

 
 

げ
で
は
充
分
に
規
定
 

 
 

 
 

そ
こ
で
の
四
家
 判
 の
 扱
 

い
 方
か
ら
の
推
測
で
あ
る
。
 

 
 

「
入
隅
棚
経
」
に
対
す
る
注
釈
を
志
し
た
も
の
で
あ
る
 
が
 、
実
際
に
は
第
九
 

 
 

 
 

省
し
た
の
で
弥
陀
田
 三
 

 
 

0
 二
）
で
あ
る
か
ら
、
本
書
は
そ
れ
以
後
の
著
作
で
・
 

法
蔵
六
十
方
ご
ろ
の
 晩
 

年
の
成
立
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
戒
賢
智
光
 
 
 

 
 

短
く
な
っ
て
い
る
。
 
す
 

 
 

 
 

疏
 L
 の
四
つ
に
対
し
て
 

 
 

 
 

う
 に
な
る
。
 

 
 

 
 

、
第
三
案
…
三
性
 三
 

 
 

四
家
…
令
前
教
十
所
立
法
、
臭
木
管
 依
 如
来
蔵
縁
起
、
 
称
美
 

顕
現
、
 如
 金
作
 厳
具
 

㈱
 就
心
識
 

「
無
差
別
論
 疏
 」
の
②
と
同
じ
 

㈹
 約
 縁
起
浩
司
無
差
別
論
 疏
 」
の
㈹
と
同
じ
 

 
 

 
 

廻
 む
 、
自
下
位
 中
 、
 
101 aoi) 
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ら
の
三
時
教
を
融
会
 

 
 

 
 

は
な
い
か
と
考
え
る
の
 

 
 

 
 

明
確
で
は
な
か
っ
た
 よ
 

 
 

 
 

効
 な
方
法
か
も
し
れ
た
 

 
 

 
 

一
切
 

倶
廻
 

㈲
 就
乗
 

「
無
差
別
論
 疏
 L
 の
 田
 と
同
じ
 

㈹
親
拝
法
人
「
無
差
別
論
 疏
 」
の
㈲
と
同
じ
 

 
 

 
 

宗
 そ
れ
ぞ
れ
の
法
数
 と
 

 
 

 
 

書
 で
は
列
立
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

宗
の
教
学
が
質
量
 と
 

 
 

 
 

本
書
全
体
が
第
三
法
相
 

（
 
抑
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
乗
と
の
対
比
を
出
す
 

的
に
お
と
る
と
い
う
 意
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
か
ら
、
権
実
 二
 

 
 

 
 

示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
 

と
ノ
 
。
 



法蔵 の四宝判の形成と 展開 

冒
頭
 

頓
教
は
 

こ
れ
 

改
め
て
 

の
眼
で
 

な
ら
 べ
 で

 述
べ
た
 ょ
 

言
 亡
 虜
絶
 で
 

ま
で
法
蔵
の
 

五
教
を
問
題
 

見
て
い
る
と
 

て
み
る
と
 次
 

 
 

 
 

の
 

 
 

そ
し
て
 彼
 独
自
の
四
教
判
を
立
て
る
。
 

 
 

 
 

ら
 

 
 

 
 

古
木
 

 
  

 

 
 

 
 

を
 

㏄
 

 
  

 
 
 

の
よ
う
に
な
る
。
 

王
法
蔵
の
教
判
と
静
注
奇
態
苑
の
四
教
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
 

 
 

な
い
だ
ろ
う
と
思
 う
 。
 

て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
は
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

決
 ・
融
合
の
側
面
が
法
 

で
と
り
あ
げ
て
き
た
 如
 

教
判
に
関
し
て
 円
探
 玄
 

宗
竹
の
形
成
は
ま
さ
に
 

る
と
法
蔵
の
教
判
は
五
 

て
み
て
も
よ
い
が
、
 
と
 



小
乗
 数
 

蔵
教
 

随
 相
法
 執
宗
 

大
乗
胎
教
 

通
教
真
空
無
相
 宗
 

別
教
唯
識
法
相
宗
 

総
数
 

円
教
如
来
蔵
縁
起
票
頓
教
 

円
教
 

 
 

 
 

い
か
に
も
総
門
二
教
の
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
五
教
は
 

 
 

 
 

併
せ
て
持
っ
て
い
る
の
 

 
 

な
い
よ
う
に
思
え
る
。
 

 
 

 
 

法
蔵
の
そ
れ
を
継
承
 

 
 

 
 

の
 小
論
で
見
て
き
た
 四
 

 
 

 
 

、
そ
の
教
判
に
別
教
 

 
 

 
 

来
歳
縁
起
は
示
し
え
て
 

 
 

 
 

れ
ば
よ
い
と
考
え
た
で
 

 
 

る
よ
う
な
教
判
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

え
を
ま
と
め
た
も
の
 

 
 

 
 

の
二
 側
面
あ
る
ぅ
 ち
、
 

 
 

 
 

に
は
説
一
切
有
部
や
多
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法蔵 の四票判の形成と 展開  
 

 
 

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
 

る
 。
 

②
真
一
分
半
数
…
…
…
①
三
世
保
有
 宗
 

②
 法
無
 去
来
 宗
 

の
現
通
仮
 実
家
 

臼
 真
一
分
満
数
①
三
性
 皆
 空
宗
 

②
三
性
空
有
 宗
 

田
 真
具
 分
 満
数
①
理
事
無
 擬宗
 

②
事
事
無
 擬
宗
 

 
 

 
 

 
 

と
 ㈲
の
①
 と
 で
ち
ょ
う
 

1
0
5
 

 
 

 
 

 
 

0
 円
教
に
相
当
す
る
か
 

 
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
 
鵠
 

 
 

 
 

っ
て
生
法
二
空
の
教
 な
 

 
 

 
 

ず
れ
に
し
て
も
真
如
の
 

 
 

 
 

仏
教
に
相
当
し
、
事
事
 

無
擬
 門
は
華
厳
の
法
門
に
あ
た
る
。
 

 
 

 
 

中
で
は
真
空
無
相
 宗
 

（
 
然
 ）
 

 
 

 
 

相
 宗
を
収
め
て
い
る
よ
 



 
 

 
 

教
判
に
な
っ
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

に
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
 

 
 

経
口
を
注
釈
す
る
こ
と
が
日
続
華
厳
経
略
流
刑
 定
記
ヒ
 0
 題
名
に
ふ
さ
わ
し
く
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
た
自
然
な
形
の
 

 
 

 
 

法
門
と
を
同
一
の
教
で
 

 
 

 
 

に
化
法
的
な
側
面
は
 ょ
 

 
 

 
 

に
 四
票
判
の
第
三
家
 の
 
 
 

 
 

と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
っ
て
批
判
す
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
し
か
し
、
澄
観
が
 

 
 

 
 

、
そ
の
批
判
の
内
容
の
 

 
 

 
 

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
 

 
 

 
 

立
て
方
に
み
て
み
よ
う
。
 

Ⅲ
 我
法
 保
有
 宗
 

小
乗
 

②
 法
 有
我
燕
京
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法蔵 の   四家判の形成 と展  
 

 
 

。
し
か
し
な
が
ら
無
相
 

 
 

 
 

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
 

 
 

を
必
要
と
す
る
大
き
な
出
題
で
あ
る
と
思
 

。
，
 

昂
 

，
ハ
ー
）
 

う
 
3
 

開
 

㈹
 法
無
 去
来
 宗
 

小
乗
 

㈲
暁
通
 仮
 実
家
 

 
 

㈹
諸
法
担
石
 宗
 

㈲
三
性
空
有
家
…
…
胎
教
…
…
法
相
宗
…
…
大
乗
 

㈹
真
空
 絶
 柏
家
…
…
頓
教
…
…
無
相
 宗
 …
…
 
ガ
 

㈲
空
有
無
 擬
宗
 …
…
総
数
…
…
法
性
 宗
 …
…
 
ガ
 

㎝
円
融
具
徳
宗
…
…
円
教
 

 
 

 
 

定
記
 L
 の
影
響
で
あ
ろ
 
 
 

 
 

宗
 よ
り
深
い
も
の
と
し
 

 
 

 
 

如
 随
縁
を
内
容
と
し
、
 

 
 

 
 

三
門
の
影
響
が
伺
わ
れ
 

 
 

 
 

つ
い
て
澄
観
の
教
学
の
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（
 
1
 
2
 ）
 

註
 

（
 
1
 ）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

（
 
7
 ）
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
1
 
0
 ）
 

（
 
1
 
1
 ）
 

き
苑
 
「
判
定
訳
口
巻
 一
 （
 
続
 蔵
経
第
五
冊
九
頁
左
上
１
丁
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
 
（
十
二
頁
右
上
）
 

 
 

 
 

 
 

頁
 ）
に
よ
る
。
 

 
 

二
頁
 中
 ）
で
、
 
慧
苑
と
 同
じ
よ
う
に
五
教
判
は
天
台
教
判
に
 頓
教
を
加
え
た
 

 
 

 
 

ム
ロ
教
判
と
の
 関
 

連
は
単
に
 慧
宛
 だ
け
の
判
断
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

く
 通
称
に
よ
っ
 

 
 

 
 

テ
キ
ス
ト
の
 題
 

 
 

 
 

年
三
月
）
を
 参
 

昭
 し
て
い
だ
だ
き
た
い
。
 

 
 

 
 

上
 
八
巻
三
一
一
八
ハ
 

ハ
 

百
十
）
に
依
る
。
 

 
 

 
 

い
て
論
じ
て
い
 

る
 。
 

 
 

 
 

九
頁
上
申
）
 

 
 

六
巻
 一
 ①
七
頁
 中
 ）
 

 
 

論
集
第
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
）
に
 
よ
 る
。
 

 
 

 
 

講
説
」
第
二
節
 

「
五
教
判
の
起
源
と
玄
 突
 唯
識
 説
 」
（
 四
 0
 二
頁
）
に
由
る
。
 

 
 

 
 

い
る
。
日
刊
 定
 

 
 

 
 

経
口
に
 ト
よ
っ
す
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

い
て
法
蔵
は
玄
 

 
 

 
 

教
 を
も
含
意
し
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法蔵 の四票判の形成と 展開     
28  27 26 25  24 23 22 21   20 19 18 17 16   （

 
3
 ）
 

（
 
1
 
4
 ）
 

（
 
1
 
，
，
 
）
 

て
い
る
と
 

八
つ
 

@
 壬
 
一
口
え
よ
 

う
 。
 

 
 

 
 

収
め
る
。
円
玉
 

翌
日
十
目
で
は
は
 

札
 

ょ
ザ
 

（
 
肚
 
大
 却
恥
 「
 旧
は
論
口
 
は
は
あ
 
せ
 &
 
り
 引
用
し
な
い
。
 

 
 

 
 

智
 嚴
の
著
作
に
 

 
 

か
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

「
 探
 文
詞
」
 巻
 十
二
一
（
大
正
蔵
三
五
巻
三
四
 セ
頁
 上
申
）
 

 
 

右
と
同
じ
所
に
円
新
 
翻
 法
界
無
差
別
論
 疏
 一
巻
 ロ
 と
あ
る
。
 

 
 

 
 

吉
蔵
と
三
 

 
 

 
 

で
も
権
実
分
別
 

 
 

 
 

 
 

、
「
開
元
釈
教
録
 ヒ
巻
九
 
（
 
回
 、
五
一
八
五
頁
 
中
 ）
 

「
大
乗
法
界
無
差
別
論
 疏
し
 （
大
正
蔵
四
四
巻
六
二
頁
上
）
 

中
條
道
昭
、
注
（
 
じ
 前
掲
論
文
、
に
由
る
。
 

 
 

（
大
正
蔵
三
五
巻
一
一
 0
 頁
下
 ）
 

 
 

 
 

扁
 「
支
那
に
於
け
る
 仏
珪
 問
題
」
に
由
る
。
 

「
天
棚
 伽
心
 玄
義
二
（
大
正
蔵
三
九
巻
四
二
 セ
頁
 上
）
 

 
 

 
 

よ
う
に
な
る
。
 

 
 

「
 探
玄
記
口
 

「
判
定
訳
 口
 

「
華
厳
経
 疏
ヒ
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理
分
 斉
が
 次
第
に
前
に
移
動
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

論
の
 テ
ー
マ
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

方
か
ら
、
法
相
 

 
 

 
 

も
そ
の
変
化
に
 

 
 

呼
称
が
 玄
 柴
門
下
の
人
々
の
自
称
で
な
い
と
す
れ
ば
、
法
蔵
 の 新
し
い
名
称
 

 
 

で
は
「
慈
恩
宗
教
」
と
呼
ん
で
い
る
。
 

 
 

 
 

考
察
」
（
二
五
三
頁
 以
 

 
 

 
 

の
 関
連
交
流
 か
 

 
 

観
点
か
ら
論
究
さ
れ
て
い
る
。
 

③
並
数
差
別
 

④
 教
 折
破
 機
 

⑤
 能
詮
 数
件
 

⑥
所
詮
 宗
趣
 

⑦
 釈
 経
題
目
 

⑧
部
類
伝
記
 

⑨
文
義
公
 斉
 

⑲
 随
文
 解
釈
   

③
顕
教
差
別
 

④
衛
所
 被
機
 

⑤
 能
詮
教
体
 

⑥
所
詮
京
極
 

の
 顕
 義
公
 斉
 

⑧
部
類
低
調
 

⑨
 具
釈
 題
目
 

⑩
俊
文
正
 釈
 

③
義
理
分
 斉
 

④
 数
 所
 被
機
 

⑤
数
件
浅
深
 

⑥
 宗
趣
通
 局
 

の
部
類
 品
会
 

⑧
伝
記
感
通
 

の
総
釈
 経
題
 

⑲
 別
 解
文
義
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英国における 若者文化と宗教 

Ill (Ill) 

も 教 り し い 通 日 る る 
重 徒 と 、 が 過 曜   。 現 

要 で し 千 店 礒 田 数 量 代 
だ あ た 供 く 礼 に 会 初 の 

に ゆ （ 教 は に 英 
とる京 者 と教沈 き沈金も産国 
え 主 政 礼 わ 礼 に は 業 に 
て 張 単 を た ・ 奏 や 革 お 
い す を 施 っ 結 刑 政 令 げ 
る る 怪 し て 婚 す 治 を る 
  。 て 、 い   る や 経 若 ; 

し 個 い 阿 る 葬 の 社 験 者 ; 
か 人 な 午 。 式 は 会 し 文安 

しのいか プ信プ日 多 くや ）土生た化 ，， 。 活 社と 了 

  
ほ っ 

代 こ な れ 宗 

れ ぅ る 
に 心 

  

英 特 

国 
月 Ⅱ 

セ 

お 寄 

け 稿 

る 

若 
者 
文 
ィヒ 

と 
士 
刀 。 

教 

/ ベ 

  
    

ス 

  

マ 

  

T 
イ 

ン 



般
の
人
の
心
の
中
で
は
、
よ
り
あ
 

人
｜
 ほ
と
ん
ど
は
中
流
階
級
１
 0
 

 
 

も
う
一
つ
の
主
題
は
若
者
文
化
 

そ
の
萌
芽
 は
 戦
前
に
も
存
在
し
た
 

ま
り
）
が
、
好
景
気
や
完
全
雇
用
 

九
四
五
年
以
降
で
あ
る
。
戦
後
の
 

と
で
あ
る
。
若
者
文
化
 は
 商
品
を
 

社
会
学
的
に
言
っ
て
、
現
代
の
 

と
い
う
こ
と
ば
は
、
最
初
人
類
学
 

に
 由
来
し
て
い
る
。
「
 リ
 ミ
ナ
ル
 

ち
っ
 か
ず
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
 

る
 、
構
造
化
さ
れ
た
フ
シ
ェ
 タ
 

て
て
い
る
規
則
や
構
造
は
 、
 人
々
 

れ
と
は
別
に
、
秩
序
だ
っ
た
「
 ソ
 

続
い
て
い
る
間
、
規
則
は
ひ
っ
く
 

か
 な
体
験
の
特
徴
は
、
「
 反
 構
造
」
 

ム
を
 共
有
す
る
す
べ
て
の
若
者
た
 

 
 

 
 

  

ョ
ン
 
・
宗
教
の
ク
ラ
フ
、
そ
し
て
学
生
の
集
 

 
 

 
 

て
 「
若
者
同
げ
の
市
場
」
が
生
ま
れ
た
の
は
 

一
 

 
 

の
 
第
一
の
主
要
な
性
格
は
商
品
市
場
と
い
う
こ
 

売
る
の
で
あ
る
。
 

  

階
 に
あ
る
。
「
 

リ
ミ
 
ナ
リ
テ
ィ
ー
（
境
界
性
）
」
 

  

ま
 
叩
で
「
敷
居
」
を
意
味
す
る
「
リ
ー
メ
ン
」
 

  

で
 
得
る
所
が
多
い
。
日
常
の
生
活
を
組
み
立
 

  

エ
 
タ
ス
」
の
領
域
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
 

そ
 

  

時
と
場
が
存
在
す
る
。
 

り
、
、
、
テ
 

ル
 
な
 
状
態
が
 

  

の
 
祭
り
や
巡
礼
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
 

リ
ミ
ナ
 

  

の
 
拒
否
 
｜
と
 
、
こ
の
無
秩
序
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
 

 
 

タ
ス
」
と
が
。
ハ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
結
び
つ
い
て
 

 
 

列
す
る
こ
と
は
、
ご
く
ご
く
限
ら
れ
た
数
の
 

 
 

え
 。
は
、
以
上
が
こ
こ
で
扱
お
 う
 と
し
て
い
る
 宗
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い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 子
供
の
時
代
と
責
 

 
 

 
 

り
に
し
な
が
ら
、
あ
ま
 

 
 

 
 

て
の
役
割
（
定
職
、
経
 

 
 

 
 

る
ま
で
の
時
期
は
 、
大
 

 
 

 
 

 
 

し
た
段
階
と
な
っ
て
 い
 

 
 

 
 

す
る
）
 な
 状
態
に
置
か
 

 
 

 
 

い
る
「
コ
ム
 
ニ
 タ
ス
」
 

 
 

 
 

ム
ニ
タ
ス
」
の
こ
と
ば
 
 
 

 
 

の
 象
徴
は
や
は
り
 セ
ッ
 

 
 

を
 含
む
大
人
の
社
会
に
素
材
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。
 例
え
ば
、
十
字
架
や
国
 

 
 

 
 

着
に
）
で
使
 う
 。
「
 ジ
｜
 

 
 

 
 

よ
う
な
こ
と
を
ロ
ッ
ク
に
 と
 

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

影
響
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
の
時
と
場
は
 、
 

お
 

 
 

 
 

か
れ
た
時
と
場
で
あ
る
。
 
仕
 

 
 

 
 

あ
る
。
 六
 0
 年
代
に
学
校
が
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く
 自
己
表
現
で
あ
る
こ
 

 
 

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

式
 で
そ
れ
を
表
現
す
 

 
 

 
 

在
し
て
い
る
。
前
者
は
 

 
 

 
 

る
 。
若
者
文
化
の
こ
の
 

 
 

 
 

は
 不
良
少
年
や
ロ
ッ
カ
 

 
 

 
 

み
あ
っ
て
お
り
、
例
え
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

る
 。
逸
脱
し
た
こ
の
 極
 

 
 

 
 

彼
ら
の
行
動
が
見
た
眼
 

 
 

 
 

合
 な
ほ
ど
大
き
な
関
心
 

 
 

広
く
い
き
わ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
者
に
対
す
る
 一
 般の
 イ
メ
ー
ジ
は
大
き
 

 
 

 
 

の
が
多
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

換
 、
つ
ま
り
、
 り
、
、
、
 

 
 

 
 

強
烈
な
使
命
感
や
狂
信
 

 
 

 
 

表
現
や
快
楽
主
義
を
聖
 

 
 

 
 

後
半
の
 い
 わ
ゆ
る
若
者
 

 
 

 
 

一
種
の
生
き
地
獄
と
品
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英国における 若者文化と宗教 

 
 

 
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
 与
 

 
 

 
 

儀
礼
を
や
め
て
し
ま
お
 

 
 

 
 

を
 認
め
聖
別
す
る
こ
と
 

 
 

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
 少
年
少
女
は
学
歴
の
如
 

 
 

 
 

英
国
国
教
会
に
対
す
る
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ず
 、
教
会
に
行
っ
た
こ
㏄
 

 
 

 
 

 
 

位
だ
と
考
え
て
い
る
。
 

皿
 

 
 

集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
の
中
心
 

と
し
て
の
「
聖
な
る
も
の
」
 

 
 

 
 

み
ん
な
は
お
れ
た
ち
を
抑
え
っ
け
 よ
う
 と
す
る
 

た
だ
お
れ
た
ち
が
う
ろ
つ
き
ま
わ
っ
て
い
る
か
ら
 

や
っ
ら
の
や
る
こ
と
は
お
そ
ろ
し
く
冷
た
い
お
 

は
 上
、
英
国
の
宗
教
と
若
者
文
化
を
簡
単
に
概
観
し
 

 
 

と
い
う
だ
け
で
 

れ
の
望
み
は
、
年
と
る
前
に
死
ぬ
こ
と
さ
 

て
き
た
が
、
果
た
し
て
こ
の
両
者
は
ど
の
よ
 

方
向
性
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
 

に
 価
値
が
置
か
れ
た
。
こ
の
運
動
の
世
俗
的
 

」
で
あ
っ
た
。
 

な
 賛
美
歌
は
、
ピ
ー
ト
・
タ
ウ
ン
ゼ
 

う
 に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

 
 

屈
強
な
労
働
者
階
級
の
 

 
 

 
 

仲
間
の
葬
式
を
全
く
 宗
 

 
 

 
 

受
 げ
い
れ
ら
れ
て
い
る
 

 
 

式
 と
が
、
極
め
て
特
殊
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
 ほ
か
の
時
は
社
会
の
し
 

 
 

 
 

も
あ
る
よ
う
な
 時
 

 
 

 
 

し
た
行
動
を
と
っ
た
。
」
（
 

4
 ）
 

 
 

 
 

て
 遊
ぶ
こ
と
は
、
 
若
 

 
 

 
 

 
 

思
慮
分
別
や
有
用
性
の
 

 
 

 
 

る
 。
第
二
に
 、
リ
 ミ
々
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
集
団
の
聖
 な
 

 
 

持
ち
込
む
こ
と
に
不
釣
 ム
ロ
 
は
感
じ
は
全
く
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

っ
て
さ
え
 

聖
な
 

 
 

 
 

 
 

を
 独
占
す
る
こ
と
は
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

時
 を
除
け
ば
宗
教
に
無
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

体
系
の
中
で
、
集
団
の
 

 
 

 
 

チ
ャ
ー
集
団
の
中
で
は
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ム
 に
 ょ
 れ
ば
、
儀
礼
的
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
、
最
良
の
 

グ
 Ⅱ
 二
 
r
 
イ
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

ぼ
 広
汎
な
ア
ノ
ミ
ー
 や
 

 
 

 
 

明
ら
か
に
「
ト
ー
テ
ム
」
 

 
 

若
者
を
結
び
つ
け
 ろ
 媒
体
と
し
て
働
い
て
い
る
。
 

 
 

一
 つ
か
 
り
事
が
舌
ロ
え
る
。
 

 
 

 
 

移
住
の
バ
タ
ー
ン
 や
 

 
 

 
 

の
こ
と
か
ら
、
「
共
同
体
 

（
く
 

し
 
）
 

 
 

 
 

キ
ン
ヘ
ッ
 ス
 の
よ
う
な
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
男
ら
し
さ
を
 

 
 

 
 

）
を
激
し
く
侵
犯
す
る
 

 
 

 
 

う
 い
う
こ
と
を
考
え
る
 

 
 

 
 

く
る
。
 

 
 

 
 

置
く
こ
と
と
、
精
神
 

 
 

 
 

そ
し
て
、
神
秘
的
な
 ェ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

対
抗
文
化
が
頂
点
に
達
 

あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
 

イ
 ー
が
問
題
と
な
っ
て
 



い
 わ
ゆ
る
若
者
 

し
て
扱
わ
れ
た
。
 

と
は
み
な
さ
れ
な
 

の
 見
方
は
、
タ
ル
 

物
 が
満
ち
る
 ふ
れ
 革

命
 

若
者
 

く
な
 

 
 

る
こ
 

 
 

れ
 自
体
が
、
木
質
的
に
聖
的
で
カ
リ
ス
マ
的
な
も
の
 と
 

 
 

 
 

る
 

 
 

た
 。
こ
の
無
茶
で
誇
張
さ
れ
た
も
の
に
な
り
勝
ち
な
 物
 

（
 
6
 ）
 

 
 

化
の
変
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

B
  

 

 
 

 
 

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
 

 
 

 
 

と
 
ユ
ダ
ヤ
教
）
を
拒
絶
 

カ
ル
 
@
 

 
 

 
 

教
や
仏
教
か
ら
発
展
し
 

 
 

 
 

と
が
目
に
つ
く
よ
 う
 に
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

全
て
の
境
界
や
 、
集
 

 
 

 
 

 
 

ま
り
、
い
ま
だ
覚
醒
 し
 

 
 

 
 

｜
ク
 と
か
ド
ラ
ッ
ク
 文
 

 
 

 
 

ア
ン
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
 

を
 支
え
る
儀
式
と
な
っ
て
い
る
。
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、
そ
れ
が
教
会
の
主
流
で
 

 
 

て
い
た
。
 

 
 

や
そ
う
と
す
る
牧
師
は
 、
 

 
 

肩
 の
こ
ら
な
い
形
式
の
礼
拝
に
 

 
 

ィ
ル
の
試
み
が
行
わ
れ
た
と
 

 
 

と
い
う
事
態
を
変
え
る
こ
と
 

 
 

に
 再
び
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
 あ

ろ
う
と
は
ず
れ
て
い
よ
う
と
 

「
若
者
の
ス
タ
イ
ル
」
を
採
用
 
ょ
 

は
、
教
ム
百
 
そ
れ
自
体
へ
の
苦
茗
 

し
て
も
、
こ
れ
ら
の
試
み
の
ほ
 

は
で
き
な
か
っ
た
。
若
者
ス
タ
 

は
な
い
の
で
あ
る
。
 

、
セ
 0
 年
代
中
期
 

5
 る
 傾
向
に
あ
る
。
 

・
革
命
の
影
響
が
現
 

と
ん
ど
は
、
ゆ
っ
 

ィ
ル
 を
採
り
入
れ
 

C
 
 若
者
と
新
し
い
宗
教
運
動
 

 
 

期
か
ら
の
約
二
十
年
間
、
若
者
は
 

 
 

 
 

っ
た
 
。
年
上
の
世
代
が
、
リ
ラ
ッ
 

 
 

る
と
、
若
者
の
聖
的
で
カ
リ
ス
マ
 

 
 

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

張
 し
た
。
つ
ま
り
、
若
者
革
命
に
 

 
 
 
 

表
現
の
可
能
性
を
拡
大
で
き
る
と
い
う
 メ
ッ
 

ク
ス
 し
て
気
軽
に
楽
し
む
こ
と
は
よ
い
こ
と
 

的
な
性
質
は
若
者
特
有
の
も
の
で
は
な
く
な
 

若
者
革
命
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
 

権
利
と
威
信
を
回
復
し
、
年
老
い
て
も
他
の
 

よ
っ
て
、
表
現
の
価
値
を
強
く
主
張
す
る
 道
 

イ
 ー
を
 ソ
 」
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
た
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る
の
は
ほ
と
 

者
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
 

力
ル
 
@
 

 
 

 
 

な
集
団
は
・
 

 
 

 
 

た
も
の
が
多
い
 

 
 

つ
い
て
の
議
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

 
 

 
 

学
的
な
手
順
 

 
 

 
 

 
 

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
 ん

ど
 若
 

十
六
歳
 

。
そ
れ
 

に
よ
っ
 

思
想
と
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

的
な
面
は
最
少
 限
 に
と
 

 
 

 
 

制
度
的
な
感
情
が
強
調
 

 
 

根
本
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
坂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 セ
 0
 年
代
中
期
の
若
者
 

 
 

 
 

な
た
め
、
何
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

向
の
宗
教
に
服
従
す
る
 

オ
ー
セ
ン
テ
イ
ソ
 

ク
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
特
に
 、
 

 
 

 
 

ぇ
 る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

 
 

終
わ
り
、
ロ
ッ
ク
で
用
 

い
ら
れ
た
こ
と
ば
と
大
変
 よ
 く
似
て
い
る
。
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｜
 ・
グ
ル
ー
プ
は
 、
こ
 

カ
ル
ト
 

 
 

 
 

0
 集
団
と
自
己
表
現
や
 

 
 

 
 

｜
な
 状
態
を
救
 う
 心
理
 

 
 

界
 に
意
味
の
体
系
を
調
達
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
 消
費
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
 

 
 

 
 

野
 の
一
つ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
中
で
あ
ま
り
に
も
 

 
 

 
 

運
動
で
あ
る
。
ド
ラ
ッ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
が
 ア
 ノ
ミ
ー
 や
無
 
 
 

 
 

は
 、
そ
れ
ら
を
全
く
 耐
 

 
 

 
 

な
 運
動
な
ら
ば
、
仲
間
 

 
 

 
 

の
 一
員
で
あ
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
 

 
 

 
 

多
 、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 

力
 め
 
@
 

 
 

 
 

的
に
関
わ
る
必
要
が
あ
 

 
 

 
 

 
 

成
長
し
っ
 っ
 あ
る
。
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キ
リ
ス
 

 
 

 
 

合
理
性
を
 

 
 

 
 

て
い
な
い
 

 
 

シ
ュ
」
に
彼
ら
は
満
足
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

さ
ほ
ど
 

 
 

 
 

る
 権
利
は
 ト

教
 信
条
、
 

原
理
と
し
た
 

こ
と
が
若
者
 

大
き
な
影
響
 

誰
に
で
も
 備
 

で
 特
定
の
 デ
ノ
 三
ネ
 
@
 
ヨ
ン
 

教
派
に
属
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

々
 な
 信
仰
や
宗
教
的
 

 
 

 
 

地
域
や
社
会
階
級
や
性
 

 
 

 
 

的
 実
践
の
特
徴
を
以
下
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

子
供
の
た
め
の
も
の
と
 

学
校
に
通
わ
さ
れ
る
 

 
 

 
 

と
 考
え
、
制
度
の
上
 

D
 
 若
者
と
既
成
宗
教
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化 こ さ ムフ 

  2 ）） Ⅰ 

ヮヌ富ギ目   

迅 え 若 君 信 傾 定 め 
べ て 老 者 じ 同 期 時 
た か が の る が 的 で 

現 る 積 間 権 あ に は 
代 。 極 の 利 る 宗 な 
の 簡 駒 焼、 を 。 教 ぃ 
意 単 な 成、 有 は 的 と   

ほ っ を 教 い ど 残 て 
と て 置 釣 る の に い 
ん し い 実 と 若 た る   ど ま て 銭 目 老 ず   の 持ば え いる に分はさ 対が 、 わ 
徴 、 の し 倍 倍 っ   
れ 若 だ い ろ に 友 

    て いにか 者や敵 意 こ とすに 山人 
る 「 な な を 八 宗 ㏄の 曲。 コ Ⅱ 二色 レ 0. の・ 。 共 個 い な 間 数 

有 人 だ か を に 
さ 主 ぃ ば 笑 っ 
れ 議 て 恥 い い 
た 的 い じ 者 て 自 宗教 の な央 るこ し て、 にし 

」 楽 と る 、 分 
びこ の サま 。 そ の 
は 迫 間 し の 考 

、 永 遠 か 内 え 
ト で い し の を 
@  " な " 多 生   マ 個 い こ く 張 

ガの ロ口 ス 人 。 ぅ は す     の い 、 る 
っ 誰 若 
た で 者   点 も は 

マ 人 に が 、   関 白 一 

ゼ仁 ㍉ ゆ Ⅱ ・ 0 ト 叶 

し ら 般 

  て の に 

  
  

若 好 は 
    
  

者 む か 
） ら あ 文 と に 
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な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

り，ブ し - ホ わ 

 
 

 
 

い
こ
と
で
あ
る
。
 
ェ
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

的
な
宗
教
は
自
分
達
 

 
 

 
 

と
は
考
え
て
い
る
。
 



  
7  ） 6  ） 5 ）） 4 

す の 。 ト   

  
のゴ 

  

<@4 トト の Ⅱ 巾 ア ・ o 片 の日     
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事鏑 ， - 如 八 
盲目下 @% 小口Ⅲ " 

  

がるこすのに 著 強を る 問し者 著のはて意しの こ恥来義 かでか 前 

  

  

  

大 

ヲ峯 
  

ヒ 顕 

    
  
セ 
三 略 
貢租 
  五   

有 一 五年 
O 一 

福 O  n ョ 

月刊 
孝 

岳 

書
評
と
紹
介
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
 

 
 

の
 研
究
 タ
 

 
 

ヒ
テ
 の
 苦
 

 
 

索
 
（
 目
 Ⅰ
 
土
 
@
1
 

 
 

ば
そ
の
 
フ
 

 
 

能
に
肉
薄
 

 
 

才
人
が
あ
 

 
 

平
明
・
 
平
 

 
 

心
と
し
て
 

 
 

ぅ
 で
あ
る
 

 
 

研
究
で
は
 

 
 

も
 俳
句
の
 

 
 

現
 能
力
）
 

 
 

最
 難
関
の
 

 
 

る
も
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

る
よ
う
 

 
 

。
ヘ
ル
ク
 時
 

 
 

の
 。
 ゴ
毛
の
 
Ⅱ
）
 

 
 

ィ
 ヒ
テ
 研
 

究
 書
は
極
め
て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

究
書
は
 

⑮
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
 

 
  

 
 
 

ぅ
か
 。
全
体
は
 セ
 つ
の
章
に
分
た
れ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 



 
 

学
 の
 代
 

 
 

哲
学
の
全
 

 
 

ず
 、
著
者
 

 
 

神
 ）
 と
の
 

 
 

）
と
自
己
 

 
 

思
想
圏
内
 

 
 

最
終
根
拠
 

 
 

題
 、
自
己
 

 
 

造
を
宿
命
 

 
 

思
想
 圏
の
 

 
 

い
る
 

 
 

ヒ
テ
 の
 ュ
 

 
 

思
図
 で
あ
 

第
一
章
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
理
念
 

第
二
章
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
構
想
力
の
概
念
 

ィ
エ
 ー
ナ
 期
 知
識
学
に
関
す
る
一
考
察
 ｜
｜
 

第
二
章
対
決
 斯
 の
フ
ィ
ヒ
テ
 と
 シ
ェ
リ
ン
グ
 

第
四
章
絶
対
的
反
省
の
問
題
 

一
八
 
0
 一
年
の
知
識
学
に
関
す
る
研
究
 

第
五
章
真
理
と
意
識
 

一
八
 
0
 四
年
知
識
学
に
関
す
る
研
究
 

第
一
八
章
 ド
ィ
ッ
 観
念
論
に
お
け
る
神
秘
主
義
と
形
而
上
学
 

第
七
章
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
と
現
代
 

テ 別時の 々学 う らを く 立は あ に つ ヒ究験 と 

    
外 ヨ代こ こ 「鼻 茎 者 真如主れで 関の取っで単純 あ 

  

て と 著       
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書評 紹介    
 

す
る
こ
と
 

 
 

「
哲
学
史
 

 
 

哲
学
の
可
 

 
 

困
難
は
 、
 

 
 

に
あ
る
の
 

 
 

自
己
」
の
 

 
 

あ
る
。
 
従
 

 
 

 
 

 
 

困
難
で
あ
 

 
 

し
て
、
 
著
 

 
 

学
的
人
生
 

 
 

き
た
わ
け
 

で
あ
る
。
 

 
 

に
さ
れ
 

 
 

哲
学
を
選
 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
 

 
 

て
は
ま
る
 

 
 

ぅ
 自
我
と
 

 
 

の
 仕
方
に
 

 
 

、
こ
の
 困
 

 
 

る
、
と
言
 

え
 よ
 う
 。
 

 
 

く
 O
 目
 

 
 

（
 
づ
 0
 ）
 
ガ
  

 

の
目
の
 
0
 ゴ
が
 
・
 

 
 

山
臣
ト
の
 
べ
こ
 

 
 

終
っ
て
 い
 

 
 

し
て
は
い
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

ィ
 ヒ
テ
 研
 

 
 

筆
者
固
有
 

 
 

研
究
書
で
 

 
 

若
さ
の
 為
 

 
 

の
に
比
し
 

 
 

れ
て
お
り
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
 

 
 

年
 ま
で
の
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

の
 
「
浄
福
 

 
 

リ
ン
大
学
Ⅲ
 

 
 

 
 

 
 

、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

Ⅰ
 と
し
う
 
、
介
 
1
 
Ⅰ
 
ノ
イ
 

人
 

プク の 

Ⅱ ） レ 

  
6% 若き 

のの   
0%   

  
    
て l 
  

る よエ （ 

ラ で年曲 オ 

あ 目 

の がが 。 日 

 
 

㍉
㏄
 
隼
 e
 Ⅱ
）
 
、
 

 
 

む
 シ
ュ
ス
 

 
 

始
め
と
し
 



 
 

に
は
、
 後
 

 
 

極
め
て
 

 
 

知
れ
な
い
 

 
 

。
も
し
、
 

 
 

体
 像
を
捉
 

 
 

ど
の
力
量
 

 
 

、
な
お
 
一
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

示
教
 哲
 

 
 

提
出
さ
れ
 

 
 

は
 、
た
だ
 

 
 

あ
り
方
 

 
 

読
み
取
る
 

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

Ⅱ
 ざ
ゴ
 叶
の
・
 

 
 

口
口
・
Ⅱ
の
・
 
か
 ㏄
 か
 

㈲
書
名
を
挙
げ
て
お
く
。
 

 
 

び
 神
の
 
コ
 

目
 ざ
す
 宙
 ・
）
 
ミ
ト
 

 
 

㏄
）
 
ド
の
 
・
 

 
 

 
 

）
の
 
ゴ
 Ⅱ
 e
,
 
 

）
の
Ⅱ
㏄
 

 
 

田
 
の
 臣
 "
 

ト
の
 
Ⅱ
。
 

 
 

の
 研
究
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                                                                                                  スも の 
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明
記
の
 
オ
 

 
 

の
点
に
 

つ
い
て
は
、
後
に
ふ
た
た
び
一
言
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

 
 

そ
こ
で
 

 
 

シ
ヤ
マ
ニ
 

 
 

 
 

げ
ら
れ
る
 

な
る
 山
 」
 

 
 

「
ワ
タ
 ツ
 

 
 

他
 の
 自
 

 
 

「
 ス
メ
口
 

 
 

の
 詰
責
、
 

 
 

思
想
」
 
な
 

 
 

憶
良
 の
 二
 

 
 

ふ
つ
 り
 の
 

 
 

典
 文
学
大
 

 
 

ハ
 首
の
中
 

 
 

 
 

 
 

、
 例
え
 

 
 

も
の
が
あ
 

 
 

い
る
こ
と
 

 
 

に
つ
い
て
 

 
 

ほ
 
つ
い
て
 

 
 

こ
と
も
 言
 

 
 

そ
れ
を
 プ
 

 
 

な
く
、
 し
 

 
 

ど
う
か
も
 

 
 

現
 
（
 
憶
良
 ）
 

 
 

、
 巻
三
 、
 

 
 

ズ
ム
 が
 急
 

 
 

）
 

 
 

で
 次
に
 

 
 

系
統
に
つ
 

 
 

し
 座
せ
ば
 

 
 

く
 、
天
皇
 

 
 

庶
民
と
は
 

 
 

」
性
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

事
実
を
解
㎝
 

 
 

「
聖
な
る
 

 
 

い
 う
 共
通
 

 
 

信
仰
に
 先
 

 
 

（
一
一
一
 

0
 

 
 

し
て
、
 歴
 

史
的
な
過
程
へ
の
推
論
に
進
ん
だ
一
例
で
あ
る
。
 

 
 

」
（
 
巻
 

 
 

二
 Ⅰ
ハ
ム
的
 

 
 

集
の
中
で
 



書評と紹介  
 

来
す
る
 

 
 

政
治
的
 

 
 

た
こ
と
に
 

 
 

頁
 ）
。
 そ
 

 
 

」
れ
に
 っ
 

 
 

ど
の
「
 神
 」
 

 
 

両
者
は
た
 

 
 

は
な
か
っ
 

た
か
、
と
の
考
え
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
 
二
 二
二
ー
三
頁
）
。
 

 
 

後
の
運
 

 
 

ろ
と
し
て
 

 
 

）
。
神
采
 

 
 

降
る
と
 考
 

 
 

尊
崇
せ
ら
 

 
 

そ
の
「
 仏
 

 
 

ろ
う
、
 と
 

 
 

あ
っ
て
 、
 

 
 

、
神
采
 で
 

 
 

か
ら
で
は
 

な
い
か
、
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
（
三
四
八
頁
）
。
 

 
 

詠
ん
だ
 

 
 

の
硅
 
何
社
 氾
が
 

 
 

と
 自
体
が
 

 
 

た
 後
で
  
 

の
 諸
相
を
 

 
 

つ
は
、
 こ
 

 
 

想
な
ど
が
 

 
 

0
 間
 題
の
 

 
 

二
四
八
、
 

 
 

想
は
日
本
 

 
 

的
な
 シ
ン
 

 
 

老
 不
死
の
 

 
 

国
 に
流
 

 
 

の
 切
実
な
 

 
 

た
 可
能
性
 

 
 

生
を
憂
し
 

 
 

教
 の
 影
 8
 日
 

 
 

も
と
づ
く
 

 
 

）
 

 
 

ぎ
 な
 い
 

 
 

と
く
に
は
 

 
 

の
 宗
教
理
 

 
 

曲
目
を
求
 

 
 

冒
 す
れ
ば
 

 
 

生
け
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
そ
の
 

 
 

 
 

極
面
 で
あ
 

H
 



 
 

頻
出
し
、
  

 

%
 と
、
 

 
 

 
 

オ
ッ
ト
ー
の
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 
ゼ
 

 
 

み
 等
々
 
と
  

 

説
 は
か
な
 

 
 

 
 

地
 を
も
っ
て
い
る
が
、
 

そ
 

 
 

る
よ
う
に
 

 
 

ヌ
 ミ
ノ
 
｜
 

 
 

 
 

 
 

う
こ
 

V
 思
う
。
 

 
 

を
な
す
 
ハ
 

 
 

 
 

え
る
石
橋
 

説
は
 
、
宗
教
 

 
 

 
 

に
 見
出
そ
う
と
す
る
発
想
 

 
 

 
 

 
 

 
 

線
的
に
異
 

 
 

種
 の
 問
 

 
 

ョ
 や
藩
 
気
 

 
 

 
 

て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

れ
る
対
象
と
し
て
の
 

ヌ
ゥ
 

 
 

 
 

て
 前
提
さ
れ
て
い
る
 

よ
う
 

 
 

族
な
ど
、
 

 
 

れ
ば
、
 
著
 

 
 

）
が
 
興
 っ
  

 

象
 と
の
、
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

が
 問
題
と
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書評と紹介 

書 と がを 「 

第 一構」、 の 俗ら論 じと 聖 
章成理 当家借 

は論初教の 
八次の予 学か 
間 の再起のな A 東 

5  一 月、 

0 解り討て 通検し将た 来 」 大 
学   一 世 

め っ 」 編 う う   版 一五四 会 
て ら論的 座 貫一 
（ な文 な宗 
ヤ か 「 構教 九 
ン っ ビ想学 セ 
  た ョ と 第 二八 
ス のン聞 正 中 0 年 

ィ で ドい巻 
  

日 刊 

@  上   
弘 

    
本聖 な 来 

  

ば 理 - 多い 書 と の書で 
浮 十 
ハイ 弔   

五 
巻 い省分伏 。 察 折口てる論）「 しす冗員 を 
a= 

百ロ ニ玉 三   
ムし 

俗 
  

の   
か 
な 水ん開あ " 並にで は " も その い 

た   
大 読第 う たらい 
き 者一に び導の 
なに 級は 、 微出ち 
寄 こ のわ 抄 しす 

第
二
章
 

脱
 工
業
時
代
と
教
団
（
阿
部
美
哉
）
 

 
 

め
ざ
し
 

て
 
（
中
村
ヰ
 変
 
Ⅰ
 

第
四
章
宗
教
の
未
来
像
 

 
 

片
仲
山
）
 

し
 

第
二
節
折
口
信
夫
の
預
言
（
 島
薗
進
 ）
 

第
三
節
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
（
 
m
 川
 令
子
）
 

 
 

も
の
 

（
井
上
順
孝
）
 

 
 

 
 

｜
ド
 ）
 

 
 

一
章
と
 

 
 

ぅ
 べ
 き
位
 

 
 

調
の
人
間
 

 
 

第
三
章
は
 

 
 

、
モ
ザ
 ィ
 

 
 

徴
 的
な
表
 

現
 ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
、
意
欲
的
な
労
作
で
あ
る
。
 

 
 

配
っ
て
 

 
 

あ
る
。
 
し
 

 
 

と
い
う
の
 

 
 

」
（
 

5
0
 

Ⅰ
が
・
 

ま
の
 0
 （
 ャ
 ）
（
四
二
頁
）
が
濃
厚
に
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

動
期
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ぅ
 の
が
氏
の
基
本
的
立
場
 

 
 

 
 

、
多
様
性
の
増
大
と
統
 

 
 

 
 

シ
 で
あ
る
。
そ
の
多
様
性
 

 
 

 
 

化
 的
多
様
性
へ
の
転
換
と
 

 
 

 
 

象
徴
体
系
と
し
て
の
宗
教
 

 
 

 
 

し
て
機
能
す
る
、
と
捉
え
 

 
 

ル
ト
、
呪
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

的
 次
元
 

 
 

政
治
の
交
 

 
 

 
 

近
い
と
い
え
る
。
た
だ
 
ル
 

 
 

 
 

 
 

、
普
遍
宗
教
の
伝
統
に
生
 

 
 

 
 

族
 "
 を
念
頭
に
お
い
て
い
 

 
 

 
 

か
し
「
教
会
 
"
 宗
教
」
を
 
 
 

 
 

）
・
（
統
一
性
）
を
強
調
し
 

 
 

 
 

言
 う
 と
「
宗
教
を
も
た
な
 

 
 

 
 

い
 ド
グ
マ
に
再
び
陥
り
か
 

 
 

宗
教
の
個
れ
な
い
。
 

 
 

個
人
化
 

 
 

の
 超
越
 と
 

 
 

で
、
い
く
 

 
 

れ
て
ぃ
 

 
 

 
 

的
な
第
一
章
と
は
対
照
的
 

 
 

 
 

動
 ・
組
織
の
面
か
ら
検
討
 

 
 

 
 

要
す
る
に
、
教
団
は
現
世
 

 
 

 
 

支
え
ら
れ
た
出
家
集
団
と
 

 
 

 
 

ッ
ク
 教
会
は
そ
の
典
型
的
 

 
 

 
 

の
 旗
手
で
あ
る
 プ
 ロ
テ
ス
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と
 世
俗
 内
 

 
 

て
 現
代
か
 

 
 

よ
う
な
 自
 

 
 

、
多
様
性
 

 
 

事
例
に
も
 

 
 

プ
 ロ
テ
ス
 

 
 

を
念
頭
に
 

お
い
て
描
い
て
い
る
。
 

 
 

と
っ
て
 

 
 

逆
転
的
 発
 

 
 

宗
教
は
 、
 

 
 

家
を
捨
て
 

 
 

の
 出
家
 

 
 

史
的
高
等
 

 
 

で
あ
っ
た
 

 
 

ま
た
 イ
 ン
 

 
 

、
イ
ェ
ス
 

 
 

る
 点
に
も
 

 
 

場
の
外
に
 

 
 

い
か
に
も
 

 
 

社
会
的
・
文
化
 

 
 

絶
対
視
す
る
 教
 

と
 

 
 

せ
ら
れ
や
す
い
 

書
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

を
 例
に
 

 
 

し
た
直
後
 

 
 

 
 

 
 

げ
た
り
、
 

 
 

 
 

あ
る
」
（
 
九
 

 
 

し
か
し
、
 

 
 

刺
激
的
な
 

部
分
も
少
な
く
な
い
。
 

 
 

ウ
ィ
 

 
 

ウ
ィ
ル
 

 
 

と
 関
連
。
 
つ
 

 
 

二
ザ
 
ハ
ム
」
 

 
 

を
 宗
教
と
 

 
 

向
 に
注
目
 

 
 

ヱ
 リ
ア
ー
 

 
 

 
 

 
 

れ
た
 各
 

 
 

展
開
し
て
 

 
 

想
を
展
開
 

 
 

者
の
ロ
バ
 

 
 

、
 ソ
連
 か
 

 
 

タ
ン
ザ
 二
 

 
 

解
放
の
神
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の
 五
人
が
 

 
 

本
に
は
な
 

 
 

世
界
の
 ア
 

 
 

ソ
連
の
 

 
 

は
 「
物
質
 

 
 

人
主
義
を
 

 
 

と
り
な
が
 

 
 

化
に
基
づ
 

 
 

そ
れ
と
 反
 

 
 

い
る
。
 

 
 

直
後
、
 

 
 

、
道
徳
 と
 

 
 

0
 敗
北
」
 

 
 

だ
が
、
 そ
 

 
 

の
 興
味
深
 

 
 

と
ど
 う
い
 

ぅ
 関
連
性
を
も
つ
の
か
、
も
う
少
し
論
じ
て
ほ
し
か
っ
 

 
 

未
来
を
 

 
 

史
 が
判
 

 
 

「
ま
つ
り
 

 
 

の
 崩
壊
 

 
 

八
）
 お
ょ
 

 
 

か
 か
ぅ
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

 
 

キ
リ
ス
 

 
 

記
録
で
あ
 

 
 

一
 ・
坂
東
 

 
 

釈
講
 宣
 

 
 

所
長
ヤ
ン
 

 
 

コ
 ソ
か
ら
 

 
 

に
お
け
る
 

 
 

セ
ッ
シ
 ョ
 

 
 

三
 に
つ
い
 

 
 

の
報
 と
口
論
 

 
 

討
論
、
第
 

 
 

の
 新
し
い
 

 
 

ン
 で
は
 上
 

 
 

と
 討
論
が
 

 
 

司
会
し
、
 

 
 

」
に
 つ
 い
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
 

「
宗
教
体
験
と
言
葉
」
 

紀
伊
国
屋
書
店
一
九
 セ
 八
年
刊
 

B
6
 
 四
一
四
頁
二
六
 0
0
 円
 

野
田
久
夫
 

(136 Ⅰ 136 



 
 

る
 話
し
合
 

い
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

ど
い
た
 

 
 

よ
く
分
る
 

 
 

、
そ
れ
が
 

 
 

中
々
面
白
 

く
 読
め
る
。
 

 
 

ッ
シ
ョ
 

 
 

の
よ
う
な
 

 
 

ド
邦
 

Ⅲ
 
旺
 
-
 
布
眺
み
 
ン
し
 

@
 

 
 

、
漫
然
と
 

 
 

か
も
知
れ
 

な
い
が
。
 

 
 

る
と
き
 

 
 

来
 仏
教
は
 

 
 

対
す
る
、
 

 
 

ャ
沖
 

こ
 よ
ま
 
l
 

 
 

そ
れ
が
あ
 

 
 

る
 竜
樹
の
 

 
 

が
 特
に
こ
 

 
 

は
そ
の
最
も
大
 

 
 

言
葉
」
と
し
て
 

 
 

の
と
す
る
。
 そ
 

 
 

と
に
お
い
て
 キ
  
 

に
 対
す
る
 

 
 

い
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

り
 両
者
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

い
 わ
ゆ
る
 

 
 

ら
 日
本
へ
 

 
 

来
て
い
る
 

 
 

も
の
に
な
 

 
 

。
名
号
は
 

 
 

南
無
阿
弥
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

教
 で
あ
る
 

 
 

に
 徹
底
す
 

 
 

り
 仏
の
導
 

 
 

弥
陀
仏
の
 

 
 

リ
ス
ト
の
 

 
 

ば
 、
仏
教
 

 
 

と
め
な
い
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

げ
で
 事
 

 
 

。
ま
ず
 ィ
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る っ 視にの 教似 「 る 一なの す ぅ は、 よ こ   
， で 人が ぅ の でたで 説 

とと を 居 、 量 後 ったもも」 てす、 のり 禅 っす 二か詩 。 あ に 

ヰは @, こ 

  

て ラ ン宗 祇た王手 知ジが を る も いか い発をおの 
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0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日
（
月
）
午
後
五
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
七
号
 室 

出
席
者
小
口
佳
一
、
補
正
弘
、
桜
井
秀
雄
、
竹
中
信
 
常
 、
 田
丸
 徳
 

善
 、
住
戸
田
一
八
三
郎
、
早
鳥
銃
 正
 、
藤
田
富
雄
、
柳
川
 啓
 

一
 
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

 
 

一
八
月
二
一
日
（
木
）
 

選
挙
公
示
葉
書
発
送
 

セ
月
 二
一
日
（
土
）
 

有
権
者
資
格
締
切
 

八
月
四
日
（
土
）
 

有
権
者
決
定
の
選
挙
管
理
委
員
会
 

八
月
二
二
日
（
水
）
 

投
票
用
紙
発
送
 

九
月
二
二
日
（
土
）
 

投
票
受
付
締
切
 

九
月
二
九
日
（
土
）
 

開
票
 

一
 0
 月
一
三
日
（
土
）
 

き
 選
者
の
辞
退
申
込
締
切
 

一
一
月
三
日
（
土
）
 

評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
藤
田
富
雄
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

 
 

派
遣
 

 
 

推
 

 
 

 
 

報
 

ム
 下
 

-
 
。
。
 

Ⅰ
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
五
月
一
四
日
（
月
）
午
後
五
時
半
 

場
所
学
士
会
館
分
館
七
号
 室 

 
 

徳
忠
 、
 

小
池
良
之
、
小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
田
丸
 
徳
 

善
 、
住
戸
田
一
八
三
郎
、
早
鳥
銃
 正
 、
藤
田
富
雄
、
前
田
 護
 

郎
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 
也
 

議
題
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
三
一
八
名
が
新
た
に
本
学
会
会
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
五
四
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
の
互
選
 

 
 

芳
 

契
 、
藤
田
富
雄
、
森
岡
清
美
 

の
 セ
氏
を
選
出
し
た
。
 

 
 

務
理
 

事
 よ
り
計
画
の
概
要
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

日
時
は
一
一
月
二
、
三
、
四
日
。
 

場
所
は
東
北
大
学
日
程
は
前
年
度
に
準
じ
る
。
 

 
 

 
 

申
込
み
は
参
加
者
が
行
 
う
 こ
と
と
す
る
。
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

一
 、
九
学
会
連
合
理
事
会
の
報
告
 

 
 

 
 

学
 

㎎
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

%
 
ぅ
 

み
が
あ
っ
た
。
 

0
 
「
宗
教
研
究
 L
 編
集
委
員
会
 

日
時
五
月
二
三
日
（
水
）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
九
号
室
 

出
席
者
加
藤
智
見
、
芹
川
博
道
、
薗
田
稔
の
各
氏
 

 
 

四
一
号
 

内
容
お
よ
び
特
集
に
つ
い
て
討
議
し
た
。
 

0
 新
人
会
員
紹
介
（
五
月
一
四
日
承
認
 
分
 ）
 

阿
部
 
慈
 風
大
宮
市
宮
前
町
一
 
セ
 0
0
 
 
東
大
・
大
学
院
 

 
 

大
学
院
 

 
 

容
人
 

大
学
院
 

 
 

講
師
 

 
 

子
 大
講
 

師
 

 
 

院
 

 
 

大
 ・
 大
 

学
院
 

 
 

大
学
院
 

 
 

月
天
 

松
本
光
正
 

松
村
一
男
 

国
重
和
子
 

桜
木
 

蔵
 

笹
川
ひ
ろ
こ
 

佐
竹
夫
 隆
 

佐
藤
三
郎
 

高
木
哲
也
 

棚
沢
正
和
 

長
井
英
子
 

中
西
裕
一
 

生
井
 
智
紹
 

福
田
孝
雄
 

前
野
立
 政
 

真
柄
 
和
人
     

    
  

  
  

  九 セ一 l   
東 0  二 八 四 @  大 半日 六四 O 

  

    
セ   井 澤   
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東
大
 

大
学
院
 

 
 

大
学
院
 

 
 

八
駒
 

 
 

院
 

 
 

1
 し
 
・
 
ル
 

ダ
ム
清
心
女
子
大
講
師
 

 
 

国
学
 

暁
天
・
大
学
院
 

 
 

教
授
、
 

 
 

 
 

，
 
イ
 ソ
 G
 号
 京
人
・
大
学
院
 

 
 

大
学
院
 

 
 

学
院
 

 
 

大
 ・
 
図
 

書
館
嘱
託
 

 
 

大
学
院
 ぬ

 筆
者
紹
介
 

市
川
 

裕
 

加
藤
智
見
 

稔
 

松
田
 

茂
木
秀
 淳
 

古
律
 
宜
英
 

ハ
 ー
ニ
ス
・
マ
ー
テ
ィ
ン
 

有
福
 
孝
岳
 

田
丸
 
徳
善
 

十
枚
弘
光
 

野
田
丈
夫
 

東
京
大
学
大
学
院
 

東
京
工
芸
大
学
講
師
 

国
学
院
高
校
教
諭
 

京
都
大
学
大
学
院
 

駒
沢
大
学
助
教
授
 

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
 

京
都
大
学
助
教
授
 

東
京
大
学
助
教
授
 

国
立
民
族
博
物
館
助
手
 

甲
南
女
子
大
学
教
授
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Zum Entstehen des VolksbewuBtseins im alten Israel 

Hiroshi ICHIKAWA 

Der Genealogie der Patriarchen im AT (bes. in Genesis) liegt das 

VolksbewuBtsein zu Grunde, daf3 die Stamme Israels aus einer Familie 

eines Ahnherrn entstanden seien, obwohl sie urspriinglich, den 

uberlieferungsgeschichtlichen Forschungen nach, einzeln unabhangig 

von einander gewachsen waren. Die Aufgabe des Skizzes ist das 
Entstehen des VolksbewuBtseins vom Gesichtspunkt des Gemeinbe- 
wul3tseins alter israeltischen Stamme her genetisch zu erklaren. 

1) Das genealogische Anliegen wurde im Leben der Nomad- bzw. 
Halbnomadsippen gepflegt. Dann wurde Gedeihen der Sippe, das 
sich als ununterbrochene Kette der Genealogie erweist und in der 

Art die natiirliche Hauptinteresse der Sippenangehorige war, einig 
mit was sh216m bedeutet in ihrem Leben, d. h. Friede und Gedeihen 

dank dem Verbundensein mit dem Gott Israels. Dies geschah aber 
erst mit der Entstehen Volks Israels unter Bundesgott Jahwe in der 
Zeit der Kanaansiedelung. Und seitdem drang die sehr eigenartige 

israelitische Interesse fur Genealogie tief und in groBeren MaBen 
ins ganze VolksbewuBtsein durch. 

2 )  In Festen, bes. im Bundeserneuerungsfest, haben Israeliten 

wiederholt das Exodus-und Sinai-Ereignis in der LWeise erfahren, 
da3 sie dabei uraltige Ereignisse einiger kleineren Sippen als die 
des gesamten Volks Israels erlebten. Und es verwirklichte sich 

hauptsiichlich als eine Vergegenwartigung der geglaubten Volkser- 
lebnisse der alten Zeiten im kultischen ,,Gegenwart6', und dam mit 

Erfolg die israelitische Stamme in eins zu bringen, und zwar ihr 

GemeinbewuBtsein ,,sentimental6' zu garantieren. 



Eine Betrachtung iiber den Begriff 
,,WerkU bei M. Luther 

Chiken KATO 

Im Verhaltnis zum endgultigen Ziel jeder Religion zeigt, meine 

ich, ,,das religiose Werk" uns verschiedene Erscheinungsformen und 

eine eigentumliche, innewohnende Logik. Deswegen ist es wohl 
sinnvoll f iir die religionswissenschaftliche Forschung, da13 die Bedeu- 
tung des ,,religiosen Werkes" geklart werden mu13. 

Hier mochte ich gern dieses Thema auf den folgenden drei 

Punkten naher betrachten. 1) Wie allgemein bekannt, wird das 

sogenannte ,,gute Werk" von Luther einerseits abgelehnt, aber and- 

erseits wird ,,das Werk" als ,,eynigs werck" (WA. 7, S. 23) von ihm 
anerkannt, insoweit es den Glauben starkt. Daher glaube ich, da13 

der Begriff ,,WerkU bei Luther :einen doppelten Sinn hat. Diese 
Doppelsinnigkeit mu13 klar gemacht werden. 2) Wie denkt e r  iiber 
die innere Beziehung zwischen ,,Werk6' und ,,GlaubenU? 3) Luther 

sagt wie folgt: ,,an zweifel kompt er (d. h. der glaub) nit ausz deinen 
wercken noch vordinst, sondern allein ausz Jesu Christo, umbsunst 
vorsprochen und geben" (WA. 6, S. 216). Nach seiner Meinung 

kommt der Glaube unzweifelhaft allein aus Jesu Chrito. Hier wird 

das schwierige Problem, wie feine solche Denkweise moglich ist, 

angetellt. Theoretisch darauf zu antworten ist unmoglich. Dies 

kann man unr durch den personlichen Glauben verstehen. 
Dann mu13 weiter gefragt werden, was Luther dazu gefiihrt hat, 

den personlichen Glauben anzunehmen. Erst wenn dieses Problem 

einsichtig gemacht wird, kann die Bedeutung des ,,Werkes6' bei 
Luther begrif f en werden. 



The Transition of the Notion Concerning the Direction 
in Bringing Back the Soul in Ancient China 

Minoru MATSUDA 

In ancient China, we can find two ways to bring back the SOUL 
in literature. One is the way to call out to the all directions and 

heaven and earth, as found zhao hun j@$j in chu ci %@, and 

another is to call out to the northward, as fu @ written down in yi 

li +j&& li ji &gZ. It is thought former was influenced by yin @, 

which was the theocratical nation and regarded the conception of 

all directions a s  the universal conception, and the latter was based 

on the courtesy in zhou Ej, esteemed the rationality not bound with 

the influence of yin E. 
We can realize, from a head's lying northward in a tomb, the  

notion that the soul would go northward quite remarkably revealed, 

While they increasingly buried the dead lying his head northward, 

they came to lead a settlement life based on the agriculture from 

the nomadic life simultaneously. 

For this fact, I conclude as follows. In yin E ,  the nomadic element 

in life firmly remained and the politics based on shamanism was 

taken, they were not conscious of the particular place the soul would 

go. In zhou m, however, they came to settle on the agriculture 

and have the rational way of thinking, they came to be positively 

conscious that the soul would go northward, conceptionally thought 

of the dark and gloom place. 



The Changing Concept of the Creator 
On Mahatmyasarira 

Shu jun MOTEGI 
The YuktidipikB, an anonymous commentary on the Siimkhyakii- 

rikii, often makes reference to the views held by the earlier Siim- 

khya teachers, which makes this work an important material in 

tracing the early history of the Siimkhya system. In the passages 

referring to ohe early views, there occurs some terms of obscure 

meaning that are not found in other commentaries on the Siim- 

khyakarikii. 

This article is intended to study one of these terms, i. e. Miihiit- 

myagarira (abbr. Miih), which appears eight times in various con- 

texts throughout the text. The occurences can be classified into 

the following four groups : 

A) Miih, who is endowed with special powers 

B) Miih in the quotations from the "65stra" 

C) Miih within the world of transmigration 

D) Miih mentioned in a fragment from Paurika, one of the 
early Siimkhya teachers 

Examining these four groups, we come to the following conclu- 

sion regarding the the character of Miih: Miih was originally a 

god who presides over the creation of the world. However, in the 

"6iistra", which can be identified with the lost Sa~fi tantra of ViirS- 

aganya, he appears in the passage in which the author gives a 

mythical explanation of the fifty pratyayas, which considered to 

be the concepts explaining transmigration in the early Siimkhya 

system. He was thus regarded as the orginator of the transmin'g- 

ration, but it is not certain whether or not he had the power of 

creating the world in the Sastitantra system. By the author of 

the  Yuktidipikii, Miih is given a place together with other sages 

at the primary creation that precedes the creation of worldly 

beings. Here he has no power of creation a t  all. 
The examination of the term M5h gives us a clue for clarifying 



The Formation of Ssii-tsung (DS) by 
Fa-tsang (:&a) and its Development  

Yoshihide YOSHIZU 

It is said that Wu-chiao (5%) and Shih-tsung (f-z) are two 
representative chiao-p'an (&#J) theories in Hua-yen School. 

The former was established by Chih-yen (@#), the teacher of 
Fa-tsang, and the latter was constituted by Fa-tsang himself, referr- 

ing to Pa-tsung (As) of Chi (&, 632-682), the disciple of Xuan- 

tsang (2%). 
In these two theories, the problem is how to treat the Vijfiapti- 

matrat2 Buddhism which Xuan-tsang transmitted from India. 
I guess that Ssii-tsung was formed to conclude this serious 

problem. On that formation of Ssti-tsung, Fa-tsang attached 

importance to the news of the dispute between ~i labhadra  (&@if) ' 

and Jfignaprabha (gjrt;), brought to him by Div5kSra (BR). Up 
to this time, the Hua-yen scholars set too low a value on this 
Ssii-tsung, but I think that is very important to study the thought 
of Fa-tsang after T6n-hsiian-chi (RzgFJ), and it is justifiable to 
rocognize the development from Wu-chiao to Ssii-tsung in his works. 

According to K'an-ting-chi (TIJZgZ) by Hui-yuan (g,E), the desciple 
of Fa-tsang, Hui-yuan himself denied Wu-chiao and, instead of it, 
insisted the new chiao-p'an' Ssii-chiao (a&). 

Ch'eng-kuan (:@@)criticized Hui-yuan's thought thoroughly. Since 
then, Hui-yuan has been a heretic in Hua-yen School. But, resea- 
rching Ssii-tsung now, I think that Hui-yiian was a devoted 
follower to his master, tried to combine both Wu-chiao and 

Ssii-tsung, and intended to demonstrate the supremacy of Hua- 

yen-jing, restricting the VijAapti-mStrat5 as the lower teaching. 



other points that are not yet clear in the history of SZmkhya 

thought. 

In the SiimkhyakZrikZ the transmigration is explained by the 

theory of the eight bhiivas. BhZva is a state of buddhi, i. e. intel- 

lect, which decided the condition of the next life of animate beings. 

Each bhZva is formed in three ways, i. e. naturally (samsiddhika), 

effortlessly (prakytika), and with effort (vaikyta). This classifica- 

tion was not seen before the SZmkhyakZrikZ. The study of the 

term M3h has led me to the assumption that originally this clas- 

sification was applied by the early SZmkhya teachers only to jfiZna 

or knowledge. Later, when "the theory of the bhiivas"(inc1uding 

jiiZna as one of the bhavas) was formulated by the Siimkhyas, this 

classification came to be applied to other bhiivas as well. 




