
 
 

秋
る
 。以
下
次
の
項
目
で
記
述
す
る
。
 

  青 地方の講の実態 

太 

は
じ
め
に
 

 
 

 
 

の
講
の
実
態
を
報
告
し
ょ
う
と
す
㎝
 

秋
吉
地
方
の
講
の
実
態
 

伊
藤
芳
枝
 



 
 

 
 

組
 に
伝
わ
る
も
の
で
 

 
 

 
 

に
 下
の
組
か
ら
の
 踊
役
 

 
 

は
 一
年
お
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

、
大
年
寄
福
田
 繁
人
 

氏
 の
と
こ
ろ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

当
屋
組
を
廻
し
て
そ
 

0
 組
 内
 が
当
屋
を
補
助
す
る
。
 

ま
ず
念
仏
講
の
実
態
に
っ
き
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

組
 で
、
弁
天
 社
 の
 祭
 

 
 

 
 

出
組
で
、
こ
こ
か
ら
は
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

織
は
次
の
 よ
う
 で
あ
 

る
 。
 力
 "
 コ
 内
は
現
世
帯
数
で
あ
る
。
 

」
講
の
実
態
 

念
仏
講
を
手
が
か
り
と
し
て
 

二
念
仏
講
の
背
景
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秋吉地方の講の 実態 

 
 

 
 

 
 

あ
と
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

て
い
る
。
木
酢
二
九
、
半
 

軒
九
 

 
 

、
地
域
の
全
戸
が
加
入
す
る
。
 

 
 

 
 

原
則
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

江
原
 
組
 １
１
１
芹
田
 

（
 
2
 
5
 ）
 

１
場
 ノ
上
 

（
 
3
 
1
 ）
 

 
 

（
 
3
 
5
 ）
 

 
 

物
圧
 
旧
る
 
0
 こ
の
頃
に
こ
の
分
化
 

 
 

と
 思
わ
れ
る
。
こ
の
区
別
は
固
 

（
 
5
 
0
0
 

）
 

 
 

 
 

 
 

下
紐
 

 
 

っ
 た
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
 

 
 

な
い
。
こ
の
区
別
は
昭
和
四
十
四
 

 
 

十
八
、
 

-
 
Ⅰ
 
ト
 
レ
 。
 

 
 

 
 

昭
和
三
十
四
年
に
は
花
道
代
 

 
 

を
 平
等
に
一
事
出
費
す
る
こ
と
が
協
議
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

合
 が
記
さ
れ
る
。
明
治
 

。
文
化
年
間
は
人
数
 

 
 

っ
て
、
記
録
に
個
性
の
よ
う
な
も
の
が
出
さ
て
き
た
こ
 

と
を
感
ず
る
。
当
屋
は
 

 
 

 
 

あ
る
。
当
屋
に
つ
い
て
 

 
 

得
た
も
の
ら
し
い
」
（
日
本
民
俗
地
図
Ⅲ
、
 

囲
頁
 、
 解
 説
参
巴
と
 解
説
さ
れ
て
 3  (151) 



 
 

 
 

見
て
よ
い
と
思
う
。
 

 
 

重
く
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
時
的
に
せ
よ
、
 

他
出
し
不
在
の
場
合
 

 
 

 
 

時
に
復
帰
す
る
。
 
両
 

 
 

年
寄
に
申
出
、
講
中
の
承
認
を
得
る
。
 

 
 

 
 

ぞ
れ
の
講
に
一
人
な
 

 
 

 
 

者
で
あ
っ
た
。
念
仏
 

 
 

 
 

た
 。
 流
 田
の
場
合
、
 

 
 

 
 

固
め
」
の
儀
式
で
神
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
彼
は
権
威
 

 
 

 
 

る
 ）
 、
 五
の
井
手
は
 

皮
の
末
大
、
江
原
は
武
田
家
が
継
承
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

強
く
出
て
記
録
さ
れ
 

 
 

 
 

い
る
。
復
活
ま
で
あ
 

期
間
を
要
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

 
 

 
 

の
水
年
寄
の
選
挙
や
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
と
い
え
 

 
 

 
 

、
そ
し
て
九
月
七
、
 

日
の
現
行
の
も
の
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
 

入 る 祭 る て 檜 と 生 「 踊 い 者 は 当 い 
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秋吉地方の講の 実態 

 
 

 
 

想
像
さ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
 

 
 

 
 

し
て
、
維
持
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

り
 、
財
政
困
窮
の
た
め
 

 
 

 
 

不
足
し
、
そ
れ
を
補
 う
 

 
 

 
 

、
こ
れ
が
無
形
文
化
財
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

か
を
考
え
て
み
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 わ
か
る
別
府
堅
田
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
当
屋
組
で
も
あ
 

 
 

 
 

で
あ
る
限
り
、
い
つ
か
 

 
 

 
 

ら
れ
、
他
は
 う
 ち
 ね
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
然
の
よ
う
に
な
っ
 

 
 

 
 

名
誉
な
こ
と
と
し
た
だ
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ち
が
 ぅ
 役
に
当
 

 
 

任
 に
お
い
て
祭
の
 

 
 

は
 、
こ
れ
ら
の
 

 
 

自
が
 共
同
し
て
 平
 

っ
た
 。
 

 
 

、
他
部
落
か
 

ほ
 語
る
。
 

 
 

水
上
か
ら
流
出
 

 
 

進
め
ら
れ
た
。
 

 
 

で
あ
れ
ば
、
 部
 

 
 

行
 き
で
あ
っ
た
 と
 

 
 

よ
り
決
め
ら
れ
 

 
 

戸
 が
加
入
を
認
 

 
 

ら
な
い
よ
う
 取
 

 
 

 
 

次
の
当
屋
を
く
 

 
 

並
順
 と
ほ
ぼ
一
致
 

 
 

た
い
 0
 こ
の
 別
 

 
 

れ
る
。
 

し
て
い
る
。
 

 
 

標
識
 

 
 

し
て
 

 
 

得
し
、
 

 
 

的
に
承
 

 
 

と
で
あ
 

 
 

繁
 人
民
 

 
 

（
自
分
 

 
 

正
 初
め
 

 
 

た
親
 

 
 

個
人
 

る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
。
 

 
 

る
こ
と
 

 
 

ば
な
ら
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秋吉地方の講の 実態 
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た 量 て 
なと " い さ相はの当でれ 景と か " 措 のら持たな 一 少 別 か弁 。 で るで 本あ 
自 っ て 当 そ 田 屋 は る の 判 と 主 賓 そ 打 首 っ 
然 て 念 の の 立 の な の 変 新 訂 婦 で の う 姓 た     
つに い意楽のの事のを のも家行祭るかり ら、 辺 の 平台回ない平入 。 場 十 れ 思は正 
た 調 儀 に 普 が 」 え も 炊 事 軒 は 年 い 切 百 年 
ご さ の な 詣 す 週 な わ 第 清 か 平 臥 状 っ 姓   

本辞 当 く れる 執行 る 。 や、 べて 目前 斤目 かる v 「 こ につ ら本 軒と 降は 態の 大 た であ 

  

  
る 約 9 負 も 儀 」 一 の あ ょ 前 出 持 し あ 割   

。 集 わ 担 重 礼 の つ 観 る う に 費 ち て つ る 本 

回 をて負で しを要の儀の 際式持 念がにのだとそたて と 、 指べ げすれよ もと 軒 
母 く つ ハ の で 質 し い 摘 た 平 る に う れ ば てレ賄 いの」 あ るあ がて "  っさ かれ より 分で よう 対でた し " 。 もと 

し も か 日 切 。 る こ 回 て に あ 政 二 こ 福 年     
た 宗 な す と 当 わ 在 家 声 も 話 。 す の の 他 
組 教 か る で 日 れ 的 格 時 の 役 戸 る 余 話 薪 
織 的 っ と あ 踊 る に と 代 で 割 主 よ と か 炭 
で 機 た い る 彼 。 は な が な に 他 ぅ し ら な 
あ 能 と わ 。 が 

依っ 然 てるてい、 降 くつ出にてみど し肖 る 一 

    が た い っ が 百 あ 差 は り れ が 担 
黙 す ま 当 し た 兄 姓 っ は 幼 時 な 白 す 



 
 

 
 

0
 組
に
分
か
 

 
 

 
 

ご
と
を
、
と
な
 

 
 

物
 に
と
協
力
を
す
る
。
 

 
 

 
 

に
は
、
洗
い
 

 
 

招
か
れ
る
。
（
福
田
 ブ
ユ
氏
談
 。
）
 

 
 

 
 

レ
ベ
ル
で
 な
 

 
 

よ
く
示
し
て
い
る
 0
 講
の
機
能
は
ま
た
「
 テ
マ
ガ
ェ
 」
 の
 労
力
提
供
は
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
、
 と
 れ

る
。
 

り
の
 組
 

あ
げ
 ば
 

く
、
ぎ
 

も
と
よ
 

も
に
 血
 

さ
ら
に
念
仏
踊
の
奉
納
は
 、
 

原
 、
中
の
水
上
、
下
の
流
出
 が
 

そ
の
儀
礼
の
模
様
は
ざ
っ
と
 

上
 、
下
の
当
屋
か
ら
出
発
し
 

す
る
。
そ
こ
で
神
役
の
か
つ
 ぐ
 

て
い
く
 0
 お
旅
所
で
儀
式
が
な
 

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
念
仏
踊
が
 踊
 

以
上
念
仏
講
の
組
織
が
ど
の
 

ト
 O
 

 
 

 
 

で
は
弁
天
社
の
祭
礼
は
成
立
た
な
い
 0
 上
の
江
 

共
同
し
て
、
連
帯
し
て
運
営
す
る
。
 

次
の
 よ
う
 で
あ
る
。
 

 
 

る
 地
点
の
「
浜
の
宮
」
と
い
う
お
旅
所
で
合
流
 

 
 

中
 、
下
の
三
組
（
い
ま
は
四
組
）
で
順
に
当
て
 

 
 

社
の
森
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
 き
 、
こ
こ
で
 ク
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
 「
 
講
 」
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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秋吉地方の講の 実態 

講組 シンボル 場所 祭日 

流出・門双 天神 門前山 11.18 

宮 / 下 天神 壬生 社 11.19 

桧 皮 厄神 もと 大日 出 11.5 

江 原 上 森 大綬 原 基・ 秋 

T  森 下 の 組   

 
  

 

 
 

神
師
蔵
 

の
 

山
 

大
地
 

T
 

正
中
岡
 

 
 

芹
 

 
 

間
 信
仰
は
外
来
 

 
 

幾
重
に
も
層
を
 

 
 

も
の
に
な
っ
て
き
 

た
の
で
あ
る
。
 

 
 

を
 更
に
明
ら
 

か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
 

 
 

の
 美
祢
市
船
幅
 

 
 

し
ろ
み
た
こ
と
が
 

 
 

と
 後
の
浴
の
一
一
 

 
 

る
 。
川
上
に
講
 
9  (157) 

0
 通
い
あ
 ぅ
 連
帯
の
集
 

何
度
も
述
べ
た
よ
う
 

は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
は
 

講
は
連
帯
の
シ
ン
ボ
 

り
も
盛
大
に
行
わ
れ
、
 

飲
食
す
る
親
睦
の
機
会
 

門
前
と
流
田
の
天
神
 

し
て
い
る
。
 

団
 と
し
て
生
き
つ
づ
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

あ
る
「
 講
 」
と
 合
 

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 

 
 

一
覧
表
に
し
て
み
 

 
 

る
と
い
う
。
そ
れ
 

の
 最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

は
山
林
二
町
会
 を
 持 は ょ 致 
つ 。 親 ぅ し 

族 、 講 。 
て 

ま 

ナ， し 講 の 
組織 

会席 

中 小 さ 
な 祭 れ 

膳 ど は て 
や を 氏 しマ 

講椀 

招 神 る 
い の がュ 

を て 察 
  

保 大 礼 結 
管 同 よ 三計 韓 Ⅰ Ⅰ 



て
い
っ
た
。
 

 
 

る
 。
資
料
の
と
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
か
 

く
な
い
。
 

 
 

と
 、
婚
人
、
 

 
 

手
を
求
め
て
い
る
 

 
 

と
い
う
と
こ
ろ
 

 
 

る
 。
早
く
わ
か
 

 
 

と
い
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

っ
て
、
ま
と
ま
 

 
 

い
く
こ
と
が
で
 

 
 

、
 必
ず
系
統
の
 

 
 

講
の
 

 
 

少
な
 

 
 

大
津
 

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

。
 そ
 

 
 

る
 。
 犬
 

 
 

一
系
統
 

 
 

す
る
。
 

 
 

の
日
の
 

で
ま
り
る
水
神
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

M
 老
 ）
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

（
Ⅲ
 
老
 ）
、
県
内
 れ
 

 
 

 
 

れ
が
郡
内
へ
と
拡
が
っ
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統
が
、
 
一
つ
に
な
っ
て
つ
き
る
う
の
ほ
 
、
講
 と
し
て
、
 近
隣
で
あ
る
こ
と
の
方
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
の
寺
で
あ
り
、
末
永
は
於
 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

と
ま
り
に
分
れ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
治
 

 
 

家
を
中
心
と
し
た
二
系
統
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 ウ
ェ
ノ
 
ヘ
ヤ
は
別
れ
て
 

 
 

 
 

と
い
う
の
が
現
在
た
ど
 

 
 

 
 

せ
る
条
件
を
揃
え
て
き
 

た
 大
作
り
の
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

と
 、
そ
の
祖
母
の
実
家
、
家
長
の
祖
父
の
兄
弟
姉
妹
、
 家
長
の
父
と
兄
弟
 姉
 
 
 

姉
妹
と
従
兄
弟
姉
妹
の
家
、
家
長
の
兄
弟
姉
妹
の
家
 、
 家
長
の
妻
の
実
家
、
 
そ
 

 
 

 
 

あ
い
は
、
い
と
こ
ま
で
 

入
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
若
者
 

 
 

 
 

あ
と
五
合
飯
を
炊
い
て
 

能
ぬ
 

 
 

 
 

散
手
に
属
し
て
い
る
。
 
末
 、
水
 

講
 

ぬ
 

福
の
西
寺
に
属
す
る
。
 

七
口
 

 
 

鎮
守
」
を
ま
つ
り
神
主
が
祭
を
す
る
。
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め
の
も
の
で
あ
っ
 

た
 。
原
型
は
雨
乞
い
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

れ
で
切
り
開
い
た
 

 
 

 
 

っ
 た
と
い
う
。
 

 
 

 
 

。
水
量
は
充
分
で
な
 

 
 

 
 

、
戦
時
中
に
今
一
度
と
 

一 
一 

 
 

 
 

そ
れ
は
 盲
 長
屋
と
関
 

 
 

 
 

人
を
養
っ
て
い
た
と
 見
 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
転
出
者
の
家
屋
 

 
 

い
く
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

る
 。
議
員
の
う
ち
に
 

 
 

 
 

存
続
か
否
か
の
論
議
が
 

 
 

 
 

な
も
の
で
あ
り
、
村
の
 

 
 

 
 

き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
 

で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
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秋吉地方の講の 実態  
 

年
に
は
用
水
施
設
が
下
裏
方
 に
 完
成
し
た
。
 

 
 

 
 

明
細
氏
ら
の
紹
介
が
 

 
 

 
 

箇
所
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

汰
筋
申
 廻
し
、
地
下
 

人
格
者
に
て
昼
夜
水
廻
り
し
 仕
 」
と
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 宝
貝
仕
者
と
し
て
 
リ
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

天
川
の
水
が
越
え
た
 

 
 

 
 

か
ら
山
頂
に
至
り
、
 帰
 

 
 

Ⅱ
 
@
 
レ
キ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

 
 

 
 

黒
雲
を
 ょ
 び
、
雨
が
 

降
る
と
い
う
意
味
だ
と
い
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

五
の
井
手
の
年
寄
の
 

 
 

 
 

ね
、
案
内
に
行
く
。
 

 
 

 
 

、
堅
田
の
水
年
寄
 立
 

 
 

 
 

全
部
を
下
裏
方
 側
へ
流
 

 
 

 
 

争
い
が
お
こ
る
 0
 こ
の
 

間
の
事
情
ほ
樹
下
氏
の
紹
介
に
く
わ
し
い
。
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、
如
意
 ケ
岳
 、
 花
 尾
山
な
ど
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

さ
れ
て
ぎ
た
と
い
わ
 

ね
 、
こ
の
地
の
念
仏
踊
も
そ
の
事
例
の
一
 つ
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

た
 雨
を
撤
 き
 ち
ら
す
 

 
 

 
 

と
で
念
入
り
に
こ
し
ら
 

 
 

 
 

し
て
雨
を
模
倣
す
る
。
 

 
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

的
 背
景
に
触
れ
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

何
れ
も
真
宗
 手
 で
、
 
 
 

 
 

す
る
と
、
 喜
長
庵
は
教
 

 
 

 
 

方
 に
真
二
二
ロ
 

ゐ
 
不
寺
院
の
影
 

響
 力
が
及
ん
だ
こ
と
を
物
語
る
。
 

 
 

ね
 た
 い
 。
 

 
 

 
 

で
は
鹿
野
の
野
は
判
 

 
 

 
 

尾
山
で
あ
り
、
鹿
野
と
 

 
 

 
 

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

0
 社
が
配
置
さ
れ
て
 ぃ
 

る
と
財
前
氏
は
指
摘
す
る
。
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秋吉地方の講の 実態 

 
 

 
 

と
が
で
き
る
 0
 こ
の
 

 
 

 
 

佐
か
ら
こ
こ
に
峰
入
り
 

 
 

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
 

注
進
 実
 の
 所
 大
津
軍
制
渋
木
村
の
項
に
 

 
 

 
 

て
い
た
こ
と
を
語
っ
 

 
 

 
 

並
ん
で
、
山
伏
の
拠
点
 

 
 

 
 

活
の
各
面
に
多
大
の
影
 

 
 

 
 

じ
 」
（
陰
陽
師
）
 
と
い
 わ
 

ね
 、
 い
 わ
ゆ
る
修
験
者
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

の
 解
釈
を
附
し
て
 人
 

 
 

 
 

と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
 

 
 

儀
礼
も
 、
 彼
ら
の
司
祭
で
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
 0
 か
っ
て
 都
濃
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
、
 次
に
森
の
信
仰
 

 
 

き
な
影
響
を
持
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
見
て
お
く
。
 

 
 

 
 

焼
失
し
た
と
い
わ
れ
 

 
 

て
い
る
こ
と
は
先
に
の
べ
た
。
森
は
大
き
な
も
の
で
、
 し
め
縄
を
張
っ
た
巨
岩
 
15  (163) 



 
 

 
 

諸
研
究
が
な
さ
れ
て
 

 
 

 
 

事
と
結
び
つ
い
て
発
達
 

 
 

て
み
よ
う
と
し
た
。
 

が
あ
り
、
う
っ
そ
り
と
し
 

動
物
を
ま
つ
る
。
祭
り
は
 

明
神
を
ま
つ
り
、
 
下
 裏
方
 

森
 に
は
こ
の
ほ
か
流
出
 

ぅ
 。
 下
 裏
方
の
一
帯
に
も
 

い
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
森
山
の
信
仰
 

て
 強
め
ら
れ
、
浸
透
し
 、
 

地
神
祭
り
や
「
鎮
守
・
 一
 

赤
脚
（
現
在
美
東
町
）
 
か
 

外
来
の
信
仰
を
も
た
ら
 

れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
  

 

上
の
森
は
へ
ビ
 、
 下
の
森
 は
蛙
 と
い
わ
れ
、
と
も
に
 

 
 

木
か
ら
飛
来
し
た
鏡
が
松
の
木
に
か
か
っ
た
と
い
う
 

と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と
は
森
山
で
あ
っ
た
と
い
 

 
 

 
 

 
 

承
は
、
修
験
者
や
山
伏
た
ち
の
活
動
、
解
釈
に
よ
っ
 

 
 

縁
 な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

頭
が
招
か
れ
て
い
た
。
一
 つ
 山
を
こ
え
た
砂
地
や
 、
 

ら
 来
て
い
た
と
い
い
 う
 。
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秋吉地力の講の 実態 
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（
当
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男が女になる 病気 ? 

19@ (167) 

断 
片 も   上玉 

的 と ら 何 れ が く 彼 海 
な も で 故 渡 そ 加 筆 の 

あ そ つ れ ら の 北   
し ス 岸の ろ 。 れほ し て 、 にっ れ て 中に 

か キ ど た い お 奇 ス 

残 ユ 
さ タ 意 見の書 もて り妙テ 、 なッ 
れ ィ が と き 罹 病 プ 
て に 

い 関   
な す れ れ て お 罹 を 
い る た る い よ る 中 

。 文 か が る T び 着 心 
へ 献 
ロ 資 
ド 料 

と い下 " そ 。 ）人がに 類あ " ぅと ると 最古 

ト沖 ス Ⅰ丈二 、   と ら 文 仁 の 
の へ そ そ い と え 騎 
- 一 言 己 ロ れ の で さ ら 馬 
述 ド   

に ト   
関 ス 誰 に か へ き と 

し の     い る 当 ト 占 る 

真 史 
偽 』     
問 外   
わ に の か 人 者 ャ イ 

か た の ァ で 人   男 、 は み リ 

箇 デ 心異 な ス 
植 

所 々   
は オ 
少 ド     ロ か、 9 ず テ レス七 0 所 
な p か幾 般 ス キ 世 

島 

と つ の   ュ 糸己   い も 八 区 タ 5 
Ⅰ 、 ヒ う の 々 学 べ 一 
の ポ 下 館 の の 人 世 

啓 

で、 ク 居 、 釈 間 祝 の 紀 
あ ぅ 議 が で ヒ 病 ） 
る テ な 広 も ポ 気 が 
  ス 

司 
病 ま か ク に 住 

ま な 気 っ な う つ ん 
だ て り テ い で   つ い 広 ス て お 

男
が
女
に
な
る
病
気
 ? 

１
１
ス
キ
ュ
タ
イ
の
 エ
 ナ
レ
ス
に
関
し
て
 
1
 ｜
 



 
 

の
タ
 三
報
 

 
 

 
 

タ
フ
ォ
 
リ
カ
 

 
 

難
を
経
験
し
 

 
 

子
を
み
ご
と
 

 
 

も
の
を
明
確
 

 
 

通
じ
て
 

 
 

あ
る
種
の
要
 

（
 
0
 
ト
 ）
 

 
 

話
 的
な
 キ
ヲ
 に

 沿
っ
た
一
つ
 

か
 な
（
タ
テ
 軸
 

て
き
た
。
そ
れ
 

に
通
り
抜
け
て
 

に
対
象
化
し
て
 

、
歴
史
の
ダ
 イ
 

素
を
体
現
し
て
 

｜
フ
 そ
の
も
の
 の

 思
考
運
動
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
体
系
の
表
面
に
 

（
 
4
 
廿
 
）
 

を
 移
動
す
る
）
過
程
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
話
 

は
い
つ
も
合
理
的
な
解
釈
を
す
り
抜
け
る
。
一
つ
の
 

し
ま
う
 0
 こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
の
神
話
研
究
が
 、
 

こ
な
か
っ
た
故
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
捉
え
直
す
よ
う
な
視
点
を
見
出
さ
な
 

い
 た
想
像
力
を
定
着
さ
せ
る
試
み
を
す
べ
 き
 な
の
で
 

の
 成
長
力
で
あ
る
と
か
、
神
話
・
 夢
 ・
 呪
的
 治
癒
に
 

 
 

 
 

と
 関
連
す
る
が
、
 
伝
 

（
 
9
0
 

）
 

 
 

す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

 
 

伝
承
と
か
 
"
 一
つ
目
小
僧
 "
 （
 
4
.
 篆
 

 
 

そ
こ
に
同
時
に
含
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
 

 
 

と
は
な
り
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

場
 ム
ロ
、
わ
れ
わ
れ
 ば
 、
神
話
的
な
 

（
 
り
乙
 

）
 

 
 

く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
 

 
 

表 プ 
  

わ 口         

歴 め 神 ソ 
史 よ 託 タ 
研 ぅ ウ な 究が ） 予 p 

タ卜 ス 
第 一   の 

極 っ 夢 類 
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男が女になる 病気 ?  
 

 
 

証
 に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
 

 
 

 
 

い
た
り
、
ま
た
、
全
く
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

 
 

 
 

歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
 

 
 

 
 

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 女
に
な
る
病
気
と
 

 
 

 
 

な
っ
て
と
り
わ
け
興
味
 

 
 

点
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
す
な
わ
 

（
 
0
0
 

）
 

 
 

 
 

領
域
へ
と
浸
透
し
て
お
 

 
 

 
 

に
 果
た
す
も
の
だ
か
 

 
 

 
 

ぎ
 は
し
な
い
」
 宙
 古
代
 

 
 

 
 

は
 考
え
ら
れ
な
い
 程
重
 

 
 

 
 

れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
 不
 

 
 

れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
 

 
 

 
 

も
 た
 げ
れ
ば
、
神
殿
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

、
 伝
え
ら
れ
て
い
る
の
 

 
 

 
 

ア
レ
ス
の
八
神
（
 2
 ）
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の
子
 

 
 

あ
る
。
 彼
 

 
 

老
な
 ェ
ジ
 

も
 言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

に
 伝
わ
る
 

ナ， ヒ ぅ る 

フ 広 
ス イ 大 
キ l な 
  と 地 

孫 
  

0% つ プは ト 、 
後 の 
  伝 万   
ま 承 ス か 
で、 を 
神 と 

キ ら   

Ⅱ きロ 由 @ タ ヱ 

を 上 イ ジ 

蒙 げ 詩 中 し、 プ 

り、 て 九 %  ト 

  ど か 
八 る 
お 
ん 、最 は らスキ 

な 古 ユ 

病 の タ 
V エ イ 
Ⅴ ァ し ス に 

罹 ノ わ 
  グ た 

2
 

 
 

の
 記
す
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

的
形
態
を
保
持
し
て
 

 
 

 
 

る
と
い
う
事
が
今
日
 

（
Ⅱ
 

り
 
）
 

は
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ク
ロ
 ァ
 の
 幽
戎
 
っ
か
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

か
と
推
測
さ
れ
る
の
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

 
 

 
 

か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
   

 
  

 

の
 

⑨
 

 
 

 
 

で
、
 

を
 

 
 

で
、
 



男が女になる 病気 ? 

 
 

 
 

節
 に
慢
性
の
炎
症
が
 

 
 
 
 

 
 

 
 

き
る
と
よ
い
と
さ
れ
て
㎝
 

 
 

 
 

ユ
 タ
イ
の
人
々
は
あ
や
 
囲
 

さ
ら
に
 

る
 。
こ
の
 

し
て
こ
の
 

を
 神
的
と
 ま

た
、
ス
キ
ュ
 

よ
う
な
男
性
は
 

人
々
を
崇
め
、
 

（
 
巧
 ）
 

考
え
る
。
 

テ
ィ
 ァ
 で
は
大
多
数
の
男
性
が
生
殖
 不
 

（
Ⅱ
）
 

ア
ナ
リ
 エ
 イ
 ス
 （
男
ら
し
く
な
い
者
）
 

自
分
た
ち
自
身
の
こ
と
を
心
配
し
て
、
 

能
者
と
な
っ
て
女
性
の
仕
事
 

と
呼
ば
れ
る
 0
 と
こ
ろ
で
、
 

叩
頭
の
礼
を
つ
く
す
の
で
あ
 を

し
、
 

土
着
の
 

-
 
る
 。
 わ
 

女
性
と
し
て
生
活
し
談
話
す
 

人
々
は
そ
の
責
め
を
神
々
に
 帰
 

た
し
自
身
も
、
こ
れ
ら
の
疾
病
 

 
 

の
町
ア
ス
カ
ロ
ン
の
社
を
荒
し
た
 

 
 

フ
 ニ
ア
・
ア
プ
ロ
デ
ィ
 年
ノ
 （
 
0
 も
も
 
漠
 。
 ハ
ミ
 

 
 

を
 中
心
に
東
方
一
帯
に
広
く
行
わ
れ
 

 
 

伝
え
る
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
最
古
の
 

こ
を
起
原
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

気
 ・
 水 ・
場
所
に
つ
い
て
」
の
中
 こ

と
に
よ
っ
て
 、
 

ム
モ
ち
 
。
 態
ミ
 ）
を
 

て
い
た
大
地
母
神
 

も
の
で
あ
っ
て
 、
 

で
 一
箇
所
次
の
よ
 う
 に
記
し
て
い
る
。
 

こ
の
病
気
に
 罹
 っ
た
と
 

祀
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

信
仰
の
ギ
リ
シ
ャ
風
表
 

キ
ュ
 プ
 p
 ス
 0
 社
も
こ
 

 
 

 
 

と
 呼
ん
で
い
る
こ
 

（
 
Ⅱ
 
一
 
リ
 
）
 

 
 

ば
 、
自
分
の
目
で
確
か
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
 



 
 

 
 

て
い
る
 0
 ヒ
ポ
ク
 ヲ
 

 
 

 
 

、
ス
キ
ュ
タ
イ
の
 

（
 
ド
ル
 

）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

来
 よ
り
性
病
・
男
色
・
半
陰
陽
・
去
勢
な
ど
様
々
 

 
 

に
ま
で
代
々
伝
わ
る
と
い
う
記
述
と
は
矛
盾
す
る
。
）
 

 
 

中
で
、
ほ
ん
の
三
行
程
で
は
あ
る
が
、
 エ
 ナ
レ
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

含
も
 、
 

な
 見
方
が
あ
っ
た
 2
9
 で
 

に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 

の
な
い
場
合
も
あ
る
。
た
 

で
あ
る
 0
 た
だ
、
こ
の
場
 

 
 

く
な
っ
た
と
認
め
て
女
性
の
衣
服
を
着
る
。
そ
し
て
、
 

女
性
と
し
て
振
舞
 

（
 
托
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
っ
て
い
る
。
 け
 

 
 

 
 

犯
し
た
た
め
だ
と
 信
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ま
ゥ
 て
こ
の
血
管
を
切
り
て
し
ま
う
の
だ
。
 

@
 



男が女になる 病気 ? 

さ
 

等
は
 て

 、
ギ
リ
 

性
交
不
能
 

 
 

関
す
る
ど
の
よ
う
な
 

 
 

と
 呼
ば
れ
、
 
ゑ
ゎ
 
e
a
 イ

メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
 

、
 
o
c
q
o
 

り
に
悩
む
 

、
ト
 

 
 
 
 

る
 だ
ろ
う
か
。
 
彼
 

㎝
 

占
 む
 職
と
す
る
、
 

わ
 

 
 

 
 

な
 方
法
を
用
い
る
と
 

い
 う
 興
味
ぶ
か
い
記
述
が
あ
る
。
 

 
 

れ
る
ほ
ば
す
べ
て
 ネ
 
Ⅰ
あ
る
と
舌
ロ
 
っ
ナ
 
Ⅰ
 
よ
 か
ろ
う
。
 

3
 

 
 

 
 

ま
と
め
た
大
き
な
 

 
 

 
 

一
木
ず
っ
並
べ
て
 
ぃ
 

 
 

 
 

た
ち
は
、
ア
プ
ロ
デ
 

 
 

 
 

、
菩
提
樹
の
樹
皮
を
 

（
㎎
）
 

 
 

り
し
な
が
ら
預
言
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

間
 に
伝
わ
る
」
と
い
う
 

事
と
合
わ
せ
る
と
興
味
ぶ
か
い
。
 

 
 

 
 



そ 
の 

，、 占、 、 
で、 

ふノ る と 
（ （ （ （ 

王 
み 
に 女 （Ⅰ） に書 祭司して 4 ）））） 3 2 1 わ族 れと 

生 さ わ 呼   活 て 神 田 王 女 ね ば 
働 同 い 性 し 的 有 族 牲 は れ 

中ま い じ   な の と と 

じ て 友   病 ト 呼 し 
め い 裳 裳 た 彼 黄 白 ば て 
ヰブ し る を を か 等 

ど が 
法 れ 振 

容 聖 者 身 
な 用 ケプ ヒ ぅ 女 

る 舞 
易 

つ 
乙ノ 

V ァ し る す か 性 
才 " ロ @ 目 " 対 る け サま と 

像 立 男 る 明 し 
ム佳 （ 

さ を 性 と も て 
反 月 Ⅱ 

れ 彼 祭 い か 振 
で， 舞 

仕 
ナ， し 自 同 以ノ 

エ 
事 

の 身 は は ぅ な 
Ⅱ ⅡⅠ @ ら ヘ Ⅰ 0 面 ス な と ど 

肉 桂       い 
） 

エ 部 具   が ぅ 

ナ   占ハ 
  で有 融 、   儀 に 
ス 合 し   ネし 関 

  と さ た の し 
女 せ が の あ て 
神 て っ 報 土 る 検 
キ い て 
  口ま サ 

場 討 
6 本 

べ 
面 し の ム目 ヒヒ 枚 

  で を 挙   
の あ 象 ケア し 女 よ 

祭 るデ徴 暇 
が 

性 ぅ 

司 。 ） ィヒ の   

（ し な 
て しマ 

女 役 

O 注 
裳 等 

    お 
Op   り、 

  
  

  
と 

た 実 
彼   こ 際 

の 

関 
を と に 

連 
と デ   

ノン 

は 女 
@ 間 性 

であ 

ま 
  

違 の 

  
@ 

  
い 仕 

ナ， Ⅰ 

環 な 事 
境   い な 
の は 

そ す 次 
  

の み の で 女 
祭 ず よ あ 桂 

，る れ、 し 

を ァ 
次 ス 
の ヵ 
よ ロ 

う 、 / 
に 社 
整 の 
理 伝 
し 承 
て に 

横 縞 
討 び 

し っ 

  
て そ 
み の 
よ 疾 

病は ぅ 。 
神 
的 
と 

さ 
れ 
る 
等 
  

であ 

る宛 o ） 
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男が女になる 病気 ? 

大 
拙 ェ 

母 ナ あ っ衣て、 の果でとな大樺太 っこ 群 苗ぎえ 考 さ 

神 レ 
た弗 。 ） 裳は立てと衆がなたて と狂研 いをに 鳴祭は、 

スが 信仰 

と 、 ン 

の り   

結 ア も に 去 を う よ 鼓 に っ リ 

び の っ な 勢 脱 ほ う が あ た ア 

つ ア て つ し ぎ な に 鳴 た 。 の 
き ス 
ャ %  カ 

実 垂 ロ   

げ ン う ぬ ぅ 一 
ら 神 
れ 段 
な と も い る く 人   

ぃ 結 ね く っ 叫 々 多 発 時 己 司 
は び 
ず つ 

で、 い   

あ て ぬ ど し ら に 々 が 々 生 ュ 

る 圭三 ロ 口 こ れ て 躍 そ は 小 が 活 べ ら と か 血 り の 祭 刀 シ に レ 
れ 
て 
  
る   

/@ 二ま お 投 一 廉 9 人 自 の 式 極 
を 
と りげ物ね " こ せて せと分近もめ " しの 隣 似て 
@ 被 か 手 そ 淋 て 身 地 て よ 

上 は の に の 璃 や を 方 い く 

げ 残 で 握 目 た っ 傷 か た 似 
れ る あ り 的 る て っ 5 0 て 
まト ⅡⅠ 4   生 っ し で 鮮 来 げ 聖 ヒ い 

西   

  通 こ が し 眼 に ち さ ポ あ 
、 ン 

ア 
    

帯 々 ま 誉をじめそれ え っ こ 惑 さ 想だ 宗教 雲集 にお 0 
ケ ア ヒ 

広   

@ に た 駆 を 次 な 奮 の 一 な 
見 っ 寒 け し 々 か が で 年 同 
出 げ 産 ま か と っ 参 あ 中 じ 

さ 
れ 
ナ， Ⅰ で， 女   
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な
ら
な
か
っ
た
と
伝
え
 

 
 

狂
っ
た
よ
さ
に
踊
り
ま
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

ィ
ザ
 ー
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 



（
 
笏
 ）
 

 
 

の
 論
文
で
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
た
。
 

（
 
咲
り
 

）
 

 
 

を
 シ
ャ
ー
マ
ソ
 と
 結
び
つ
げ
た
の
で
あ
る
。
シ
ャ
 

（
 
お
 ）
 

 
 

で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
 0
 
ハ
 リ
デ
ィ
は
 
エ
 ナ
 

 
 

く
い
か
な
る
要
素
も
見
出
せ
な
い
と
主
張
し
た
 

 
 

キ
ユ
 タ
イ
の
生
活
様
式
は
遊
牧
民
社
会
の
そ
れ
 

 
 

 
 

跡
は
な
い
し
、
特
別
に
 ゃ
 シ
ニ
ア
・
ア
プ
ロ
デ
 

 
 

述
の
中
に
は
、
神
占
・
病
気
・
衣
裳
交
換
と
い
 

 
 

聖
職
者
階
級
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
 

 
 

で
も
モ
ン
ゴ
ル
の
子
ス
ト
リ
ウ
ス
派
に
見
出
さ
 つ

ま
り
、
北
東
シ
ベ
リ
ア
の
 遊
 

｜
 マ
ン
が
女
性
の
衣
裳
を
身
に
 

レ
ス
と
シ
ャ
ー
マ
ン
と
の
類
似
 

。
言
 う
 ま
で
も
な
く
 豊
銃
 儀
礼
 

で
あ
っ
て
、
大
地
母
神
の
祭
司
 

ィ
テ
 女
神
信
仰
の
行
事
が
行
わ
 

っ
た
 側
面
を
強
調
す
る
も
の
は
 

は
 一
切
な
い
の
で
あ
る
。
 

れ
る
と
い
う
事
か
ら
も
、
ス
キ
 

 
  

 

神
 

い
る
 0
 そ
の
病
気
の
原
因
が
何
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
 

ま
 

 
 

で
，
 

（
㌍
）
 

ウ
 テ
ィ
ア
で
果
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

中に ある た の崇 

 
 

し
め
ら
れ
て
 
ぃ
 

 
 

ア
ソ
と
 呼
ん
で
 

 
 

さ
れ
た
と
 否
と
 

 
 

の
役
目
を
 ス
キ
 

 
 

そ
う
し
た
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
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モ
イ
 

は
次
の
 

は
 へ
ロ
 

 
 

 
 

は
 具
体
的
に
 

 
 

 
 

気
 V
 。
こ
れ
 

 
 

 
 

デ
 イ
 の
 こ
 

ヴ
ゼ
ボ
 

さ
 げ
ろ
の
 

強
 い
 影
響
 

シ
ャ
ー
マ
 

人
た
ち
が
 
ス
 

て
 、
記
録
に
 

を
訪
れ
た
 ギ
 

で
き
な
い
事
 

ミ
ノ
ア
的
伝
 

ヱ
 リ
ア
ー
 

 
 

一
 一
 
一
 
"
 

 
 

を
 

 
 

キ
ュ
 

 
 

キ
 

 
 

ス
レ
へ
 

 
 

ド
ク
 

 
 

る
 。
 五

年
の
 

と
り
 人
 

タ
イ
 人
 

ユ
 タ
イ
 

レ
ス
ポ
 

レ
ス
を
 

（
 
杓
 ）
 

 
 

 
 

（
 
ア
 バ
リ
ス
）
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
り
は
ス
キ
ュ
タ
イ
 

 
 

ン
ト
 を
越
え
て
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ
植
民
地
に
渡
り
、
 

（
㏄
）
 

生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

因
の
分
析
 

 
 

と
り
、
 イ
 

と
 支
配
と
を
認
め
て
は
い
 る
ヵ
 
。
Ⅰ
。
（
 

8
 
2
 

）
 

 
 

 
 

（
四
）
 

 
 

を
見
の
が
す
わ
げ
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

人
口
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 

29@ (177) 



    
に 権 八 股 

そ   
た 兄 的 ス 
宗 え 種 キ 
教 る 力 ュ 
的 世 者 タ 

権 界 に ィ 
力 め 同 で 
者 統 時 は 
が 治 に " 

確 ） 聖 宝 
固 Ⅰ 職 教 
と 宗 看 的 
し 教 と 行 
て 約 し 為 
は 権 て は 
与 力 の 首 
在 者 共 長 

し な （ 巨 同 体 た ち 
か に 的 に 

っ 見 没 よ 
た え 割 っ 

よ な を て 
う い 委 な 
で せ れ さ 

あ 界 た れ 
る の の た   

） る で 
と 。 あ 

いつる ぅま 。   
が 後 か 

行 の ら 

わ 各 部 
れ く 族 
る の 長 

  る 

ュ 政 ま 
 
 

 
 

神
 信
仰
の
祭
司
 説
 ）
 

 
 

 
 

を
 検
討
し
て
み
た
い
。
 

 
 

は
、
王
 ま
た
は
部
 

 
 

 
 

患
 に
か
か
る
の
は
 
ス
 

 
 

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
 

M
.
 グ
ラ
 コ
フ
 は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ズ
 
ム
や
大
麻
の
煙
に
ゆ
 

 
 
 
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ポ
ィ
や
 叙
事
詩
一
般
㏄
 



 
 

 
 

な
手
続
き
で
行
わ
れ
 

 
 

 
 

 
 

を
 求
め
、
そ
れ
を
一
点
で
結
 

 
 

 
 

 
 

と
五
ク
デ
 程
に
な
る
と
い
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

に
 、
亜
麻
布
の
長
さ
を
測
り
㎝
 

 
 

 
 

 
 

少
長
さ
に
変
化
が
で
る
よ
 う
綴
 

（
 
5
 ）
 

さ
れ
て
し
る
。
 

 
 

 
 

三
種
類
の
報
告
が
な
 

（
 
綴
 ）
 

 
 

で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
 よ
う
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

や
 サ
ク
ソ
・
グ
ラ
マ
 

 
 

無
縁
で
は
あ
 

 
 

ら
も
、
 エ
 ナ
 ン
 

 
 

配
す
る
世
界
で
 

 
 

す
る
権
限
を
委
ね
 

 
 

）
を
 受
 げ
も
た
 

で
あ
る
。
 

 
 

ト
教
 、
イ
ス
 

（
㏄
）
 

祭
式
執
行
者
は
い
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

り
 得
な
い
。
 

ス
が
 伊
勢
神
 

あ
る
。
そ
れ
 

ら
れ
た
の
で
 

せ
る
こ
と
に
 

ラ
ム
教
の
少
 人

間
の
 力
 が
 

宮
の
斎
宮
の
 

故
、
王
族
の
 

は
な
か
ろ
う
 

よ
っ
て
、
分
 

数
の
宣
教
者
 た
ち
を
別
と
す
れ
ば
、
家
長
以
外
の
 

及
ば
な
い
世
界
と
の
 橋
 わ
た
し
 

ょ
う
な
役
割
を
荷
っ
て
い
た
の
 

中
 よ
 り
選
ば
れ
た
 エ
 ナ
レ
ス
た
 

か
。
政
治
的
な
権
力
を
握
る
者
 

然
と
 昼
の
領
域
に
あ
ら
わ
れ
 出
   



 
 

 
 

あ
っ
て
も
、
こ
の
社
会
 

 
 

 
 

占
法
 は
 、
こ
の
世
界
の
 

（
 
如
 ）
 

 
 

一
般
の
聖
職
者
よ
り
も
大
き
な
力
を
持
つ
と
 バ
ラ
 ノ
 ブ
 は
報
 生
口
し
て
い
る
。
 

者
 ）
。
 

 
 

 
 

地
 は
な
い
よ
う
で
あ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
 

 
 

 
 

。
八
女
性
的
な
 V
 男
性
 

 
 

 
 

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
 

 
 

 
 

て
続
 げ
ら
れ
た
施
術
で
 

 
 

 
 

 
 

へ
の
移
行
は
、
悪
鬼
た
 

（
㏄
）
 

 
  
 

 
 

ら
で
あ
る
」
（
傍
点
 
筆
 

 
 

 
 

い
た
り
す
る
の
 

（
㌍
）
 

 
 

 
 

ま
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

災
 い
 ）
を
も
た
ら
せ
た
 
絃
 

（
㏄
）
 

 
 

原
因
お
よ
び
治
療
法
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
 

1
8
0
 

 
 

 
 

加
え
て
い
る
。
 



男が女になる 病気 ?  
 

 
 

象
 で
あ
る
が
、
そ
の
 表
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
こ
こ
に
、
 こ
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

V
 と
八
 同
会
す
る
 V
 と
 

 
 

 
 

底
的
 シ
ン
ボ
リ
ズ
 

 
 

 
 

オ
 ー
 ゼ
 の
 力
 と
し
て
 捉
 

え
る
視
点
が
ま
ず
大
事
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

生
ま
れ
る
、
動
物
か
 

 
 

 
 

て
見
ら
れ
な
い
事
も
な
 

 
 

る
べ
き
点
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

ィ
 に
お
け
る
擬
娩
」
 

 
 

 
 

が
 出
産
の
真
似
を
し
て
 

 
 

 
 

同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 

（
 
蛇
 ）
 

捉
え
る
視
点
を
も
と
に
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

い
う
 0
 こ
の
 ド
レ
 に
 

 
 

㌔
（
 1
 ）
命
令
。
病
気
が
超
自
然
的
存
在
の
指
令
の
 所
産
で
あ
る
こ
と
、
 

 
 

貫
 性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
 
エ
 ナ
 

た
も
の
を
ま
と
め
直
し
て
み
よ
う
 

野
生
の
下
ラ
ン
ス
は
、
内
容
の
な
 

れ
た
マ
チ
エ
ー
ル
を
こ
れ
に
与
え
 

後
の
習
合
形
態
の
如
何
に
関
わ
 

で
は
あ
る
ま
い
。
私
は
こ
こ
で
三
 

｜
 マ
ニ
ズ
ム
 な
 さ
さ
え
る
呪
師
 と
 

 
 

げ
で
あ
る
が
 

 
 

｜
ド
 の
次
の
よ
 

 
 

か
ら
、
民
族
 

（
 
仰
 ）
 

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
 

 
 

ア
ー
カ
イ
ッ
ク
 

 
 

エ
 ナ
レ
ス
を
 

 
 

担
当
し
て
い
 た 土 な の う 、 
と 着 シ 
み の ャ 

る ァ l   
見 l マ 伝 で ら 

万 カ 二 統 る 一 
が ィ ズ ほ ろ つ 
  ッ ム よ 。 の 
つ ク と つ つ 結 

て ま 論 
とな 、 シ関 無 
本 ヤ 係 めい 結ばり、 

は か な 

  あ は比か 、 楡っ 
敢 
付 祭 

た 不 能 て   
が 、 妊力 ・に め 祭 そ 守 
や 性 か 司 
は 支 げ   

れ 護 
を 霊 

持 た   主 ち 
誕   か l F ァ し ケナ し 

主 流 な マ 返 助 
  産 リ ン 
性 ・ の に 

す げ 
こ ら 

的 矢 熟 ょ 

関 婦 練 る 、とに ね 
よ ， 患 、 治療 係 ・ 和合 を示 つ 者 
て の   治 分 

し だ い お 療 身 
う つ た お 
人 た 事 む 

  
生 か は ね た そ 
の ら 擬 こ 
重 で い う す釜 o ） れを 

要 あ え し 捕 
、え ハ缶本 な局 こ るあ 0 ） 方Ⅰ よ、 串 ナ， し 

面 勿 。 徴 互巨   
な的 。 Ⅰ 壷   

か に 論 、 せ効 か 
か 盗 な 果 ら 

わ 離 ら を 奪 
い   か 

件 を 人 し 
が 晃 々 た 
本 っ が も 

ぇす 

ナ - Ⅰ 

節 げ 彼 の 
で て 等 だ 

め、 

あ 欲 に と 超 
つ し も す 自 

た い ち る 然   界 
  

わ 依 る 彼 子 
れ 頼 主 筆 宮     へ 

ろ う 的 
に フ 。 

旅 
を 

 
 

果
 的
な
治
療
が
八
出
産
を
お
こ
 

 
 

る
 八
象
徴
的
効
果
 V
 で
あ
る
。
 さ

せ
る
 V
 こ
と
に
あ
る
の
は
理
解
さ
れ
よ
 う
 。
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35  (183) 

 
 

 
 

象
も
 
（
前
兆
の
用
 

 
 

 
 

っ
て
生
ま
れ
た
一
種
の
 

 
 

 
 

と
の
結
び
っ
き
は
説
明
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
伝
え
る
 

 
 

 
 

う
 な
理
由
で
、
王
族
に
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
王
 

 
 

等
 が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
 そ
し
て
、
彼
等
の
病
気
 

 
 

 
 

た
 症
状
で
あ
っ
た
と
 思
 

 
 

 
 

等
 か
の
現
実
と
の
対
応
 

 
 

 
 

の
中
で
し
ば
し
ば
 見
ら
 

 
 

 
 

 
 

代
 ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
 
多
 

 
 

 
 

ず
、
エ
 ナ
レ
ス
を
し
ば
 

 
 

 
 

に
は
全
く
奇
異
な
も
の
 

 
 

 
 

は
 彼
等
が
予
言
を
職
と
 

（
 
即
 ）
 

 
 

 
 

あ
る
 0
 ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

て
、
 次
の
よ
う
に
記
し
 

て
い
る
。
 



 
 

語
 根
の
み
を
と
り
 

ず
 、
ミ
ラ
ー
の
異
文
を
要
約
し
て
次
に
掲
げ
る
。
 

 
 

を
 扱
っ
て
き
た
 

 
 

｜
フ
 に
よ
っ
て
構
成
 

 
 

ャ
空
車
 神
 ア
レ
ス
 

 
 

ト
が
、
バ
ト
ラ
ズ
 
の
 

（
㏄
）
 

か
に
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

上
げ
 

 
 

セ
 

 
 

祭
 

 
 

明
ら
 

 
 

ま
 

を
す
る
）
。
（
 

1
 
5
 

）
 

ヱ
 ナ
レ
ス
 

あ
る
ま
い
。
 

に
一
役
買
っ
 

ヱ
 ナ
レ
ス
 

｜
に
 つ
つ
ま
 

4 れはて 、 い す く を 襲 
屋 そ る な っ 
内 ぅ と く た 
に し み と 神 
暮 て る も 的   
時 の 可 が 気 

に衣能 そ裳で 直 " が " 
の を あ 接 一 
ト 身 ろ で 種     
人 ， 珪 もた 、 八 
々 と 

に し 
男 神 
が が 

失 て 女 か 
か 生   ケこ り 

す 活 な V   る の 

で、 ヴ   状態 病気 き と を 
な ン し ォ旨 

い ド   て し 
在 り 表 た 
在 ェ 
で、 ス 

現 も 

さ の 
あ も れ と 

っ 主旨 る み 
た 摘 た て 

め も   
う と 八 れ 
こ お イ 程   
で、 甘美 ジ ち 

き 々 め が 
よ な 速 い 
9 o タ ブ 繋 で 

V  は 
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こ
こ
に
描
か
れ
て
い
 

の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
は
 

か
く
し
に
し
、
屋
内
に
 

よ
っ
て
ピ
リ
オ
ド
を
 ぅ
 

 
 

 
 

生
 

 
 

 
 

よ
っ
 

 
 

気
と
 

 
 

ま
ち
 で

あ
る
。
 
ハ
、
、
、
ッ
 

て
 八
病
気
 V
 に
さ
 

は
 実
は
妊
娠
だ
っ
 

に
よ
 る
も
の
で
は
 ッ

は
 、
異
な
る
部
族
の
女
性
（
 他
 

ね
 、
ひ
と
り
で
そ
の
秘
密
を
ひ
た
 

た
 ね
 げ
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
産
に
 

 
 

な
く
、
直
接
の
原
因
は
、
一
族
の
 

 
 

肩
に
息
を
ふ
き
か
け
た
。
 

 
 

 
 

ッ
ツ
 に
膿
瘍
が
で
 

 
 

 
 

呼
び
寄
せ
、
膿
瘍
を
 

 
 

 
 

雄
バ
ト
ラ
ズ
 で
あ
っ
 

Ⅰ
イ
ハ
 

@
 
Ⅰ
。
 

ト
 

 
 

ス
 
フ
 
だ
 る
 ス
 
フ
と
 
中
心
土
ロ
 

3
 
ヰ
 る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

供
 が
生
ま
れ
た
ら
、
 

険
か
ら
彼
女
の
身
 

 
 

 
 

女
は
 ナ
ル
ト
の
村
を
 

 
 

 
 

む
で
し
ょ
う
。
そ
の
 

 
 

 
 

な
い
が
、
少
年
が
 

 
 

 
 

た
ず
ね
、
妻
を
得
た
 

 
 

 
 

心
 を
傷
つ
け
た
な
ら
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の か レ て れ の ハミッツ の妊娠 とエ ナレスの伝承との 対照表 
調 と ヴ い て 事   はヴ 和 」（ ）いう 5 8 々 ー よう いる 

スキュタイ 

を プ ス 。 性 ァ 王族に固有の   王族に固有の 

描 ロ ト 

ぎ セ ロ 的ン なド 病 気   く 病気 ノ 

出 ス @       

それ し「 く象 
に 報 徴 ム 娩 リズ 擬 の 一族の 辱 メ ンバ一による 侮 ンによる侮辱 トリックスター・シルド 

よ 古 的 
つ し 効 の説 鍵の 男が女になる   男が出産する 

てて 拾 い」 栗 
を 検 
彼 討 は の え 結 で こ 在 れ 亘亘 '[ ニ @" ) 

療 る 二 等 を 妊 で る 私 び は そ で デ る こ 戯、 

あ ャ 

ン シ 

  
  て そ て る し こ ト し レ で 四 と と り 

  考 こ い   

@@ 1 え ま た そ 
マ   

  
が な 点 ま り し は し ま   中 ） よ め 国 

つ ヰァ し 

て 際 
ず レ の 神 集 ェ 述 ア ラ で ハ 

  し 
れ ス で に 団 ナ ベ ジ 二 あ 「 

間 辱 

  V=  し 
で を は よ と レ て ア ア る ッ は た 

諸 田 は め な っ す ス い （ お   事 ッ 
と 難 
出 を なぐ いっ いてるを か 誤見 新 63 。 よァ びプ注妻 にの 

こと 明ら 

か に 
産 い 中 口 目 が な ょ 

と か   文才 る 
の に 明 り わ た 否 教 近デし 東ィ " 超 " 応 の 
平 治 ら め れ 病 定 案 の テ 実 目 が で 
行 療 か ぐ る 気 で 団 伝 の は 然 

ほ ら 。 が き と 
見 る 

関 す 統 原 後 約 て る 
係 る し さ こ 実 る 捉 と 聖 女 存 と 
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実
に
力
を
持
ち
相
乗
 

 
 

 
 

な
 は
る
か
に
越
え
て
、
 

 
 

 
 

 
 

る
 一
つ
の
英
雄
誕
生
譚
 

 
 

 
 

ろ
 う
 が
、
た
だ
こ
の
 モ
 

 
 

 
 

事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
 

 
 

 
 

ム
 ト
占
法
・
病
気
・
 
夢
 

 
 

 
 

た
 、
離
反
す
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

わ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
 
39  の 8 わ 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
は
記
号
 

 
 

 
 

っ
た
 災
禍
の
背
景
、
 
す
 

 
 

き
を
や
は
り
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

，
 
M
 片
 
（
精
液
）
を
 

（
㏄
）
 

 
 

あ
る
）
を
 づ
 く
ら
せ
る
。
 

 
 

 
 

を
 重
視
し
て
い
る
。
 

そ
の
中
に
』
 
つ
め
 興
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る
。
端
的
に
は
「
現
世
の
利
 
益
 を
願
 い
 り

、
 「
 セ
ヵ
所
 

に
 行
く
も
の
」
 

 
 

に
、
ニ
 、
三
人
な
い
し
、
四
、
五
人
が
連
れ
立
っ
て
 、
 八
十
八
カ
所
巡
り
と
 同
 

⑫
 

 
 

 
 

 
 

の
巡
 詣
も
行
わ
れ
る
。
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「参詣」の形態と 構造 

ぅ 本 寺 弥 
。 し に 谷 ） （   

ね 。 豊 
施 て 荘 浜 

ぃ 内 を 
る 平 緒 
地 鳥 ぶ 
名 と 線 
と 島 に 

0 手 し 養 ほ 々 囲 
傍 の の を ほ で ま 

重 は れ 
な と た 
る く 地 

式 。 に 域 
の 

参 
  

  で、 荘 
あ 内 
る 半 

ま 。 島 " 

わ 訪   
  
れ 志 
も 々 

  

」 て 弥 
  
合 性 
手 枕 

に し 
の 島 

  
位 そ 去 れ   

清 水   
大 来 に 吹 
を の あ 島 

  る な 

校 木   
葉 ま 
で つ 

時 加 
代 え 
似 た   陣 地   

っ 行 経 に み   記 とり土。こ 域 

55  ( 却 3) 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

、
丸
亀
、
琴
平
、
財
 

 
 

 
 

婆
に
 書
か
れ
る
字
句
に
 

 
 

 
 

 
 

ぅ
 信
仰
上
の
現
実
が
見
 



て
 、
両
者
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
な
 

こ
の
よ
う
な
「
 水
 ま
つ
り
」
は
 、
 

国
の
主
と
し
て
真
言
宗
寺
院
で
は
、
 

な
お
、
「
水
場
」
の
 八
 霊
水
 V
 は
 、
 

心
 が
見
ら
れ
る
。
 

②
死
者
の
霊
と
共
に
「
 弥
谷
 

「
 水
 ま
つ
り
」
が
四
国
各
地
の
寺
 

日
 に
行
わ
れ
る
だ
け
の
他
の
寺
院
と
 

は
 、
寺
側
の
期
日
設
定
と
関
わ
り
な
 

荘
内
半
島
や
島
々
、
ま
た
記
問
、
 

或
は
一
週
間
以
内
（
大
浜
、
な
ど
）
 

わ
れ
る
。
 
弥
谷
 手
近
辺
で
は
、
葬
儀
 

こ
れ
ら
の
場
合
の
 
一
 
，
 
弥
谷
 」
は
 、
必
 

よ
 う
 で
あ
る
。
こ
の
種
の
弥
 谷
 参
り
 

げ
る
。
ま
ず
埋
葬
し
た
 墓
へ
 行
く
な
 

ら
 
「
水
注
つ
り
」
を
す
る
。
こ
の
あ
 

 
 っ

て
帰
り
、
「
帰
っ
た
よ
」
と
声
を
 

合
 に
は
、
死
者
の
霊
を
弥
谷
山
へ
送
 参

り
」
を
す
る
場
合
 

 
 

谷
山
で
は
春
秋
の
彼
岸
な
ど
、
特
定
の
期
 

 
 

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
 

 
 

 
 

積
 、
な
ど
）
、
三
日
目
（
高
見
高
、
な
ど
）
 、
 

 
 

 
 

い
る
。
そ
 う
 し
な
い
と
成
仏
し
な
い
と
い
 

 
 

谷
 参
り
を
行
 う
 例
も
見
ら
れ
た
と
い
う
。
 

 
 

ろ
弥
谷
 「
 山
 」
 へ
 登
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
 

 
 

な
い
し
八
人
、
偶
数
組
み
に
な
っ
て
出
か
 

 
 

 
 

 
 

て
、
 山
で
、
死
者
を
お
ろ
す
仕
種
を
し
て
か
 

 
 

 
 

い
う
 語
 
（
荘
内
地
方
）
と
、
㈲
ま
た
背
負
 

 
 

 
 

異
な
っ
た
や
り
方
を
聞
い
た
。
後
者
の
場
 

 
 

水
 ま
つ
り
」
は
、
も
と
も
と
死
者
に
対
す
 

も
の
と
は
い
 い
 難
い
。
 

 
 

道
文
化
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
 四
 

（
㏄
）
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
 

 
 

0
 弱
 い
 所
に
つ
け
る
と
よ
 い
 、
と
い
う
 信
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「参詣」の形態と 構造 

「 出 っす てる 先     
や 

    
いる るのと 寺 「 弥   
も 。 明 と 

ょそ確 るれに 「 弥   
別 は か   

し の て 双 
か 堂 ぃ 方 

し塔るを 、 がわ 意 
前 「 げ 味 

節出 の」は です る 

  
  
「 い り 、 「 い実 

参   
ん 者   

へ 登と 」と 青金 観 

57 (205) 

コ
 

「
参
詣
」
の
基
本
的
性
格
 

 
 

う
 に
も
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
荘
内
半
島
で
 

 
 

 
 

い
 う
 申
し
合
わ
せ
を
 各
 

 
 

は
 消
極
的
な
 よ
う
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

含
ま
れ
る
よ
う
な
 参
 

 
 

 
 

式
を
知
っ
て
寺
に
永
代
 

 
 

 
 

手
 で
先
祖
の
供
養
を
行
 

ぅ
 こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
 少
 く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

限
ら
れ
、
㈲
お
よ
び
 

（
㏄
）
 

 
 

山
 の
 週
 辺
地
域
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

れ
の
参
詣
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



 
 

と
 ㈲
と
は
、
「
死
者
供
養
」
を
寺
に
依
頼
 

 
 

葬
儀
の
途
中
で
導
師
を
待
た
せ
て
「
 い
 

 
 

奇
や
 、
 寺
が
連
な
る
「
仏
教
」
か
ら
 

 
 

も
 
「
 山
 」
を
観
念
す
る
も
の
と
な
る
。
 

 
 

り
 、
参
詣
者
は
明
か
に
「
 寺
 」
 へ
 出
向
 

 
 

う
 点
で
、
主
と
し
て
「
 諸
願
 成
就
一
の
 

 
  

 

参
詣
と
し
て
捉
え
る
と
き
に
ほ
 、
参
 

 
 

 
 

語
 者
の
観
念
す
る
所
に
お
い
て
は
、
参
詣
 

 
 

の
 信
仰
意
識
に
お
い
て
は
、
参
詣
者
全
体
 

 
 

措
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

い
う
論
議
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
つ
こ
と
に
 依
 

 
 

り
 、
「
 弥
谷
 信
仰
」
に
お
い
て
は
、
 

さ
 

詣
 対
象
が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

義
性
は
 、
参
詣
の
契
機
と
の
対
応
に
お
 

 
 

あ
る
の
か
死
者
の
八
供
養
 V
 に
あ
る
の
 

 
 

奇
や
、
死
者
供
養
を
果
す
 弥
 谷
山
と
し
 

 
 

参
詣
の
形
態
を
実
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 

詣
 対
象
 は
 「
 
弥
谷
寺
 」
な
い
し
「
 弥
谷
 

対
象
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
確
定
さ
れ
 

を
 通
じ
て
観
念
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
 

う
 0
 こ
の
こ
と
は
、
信
仰
が
本
来
個
々
 

っ
て
で
は
な
く
、
上
に
述
べ
て
き
た
 参
 

し
あ
た
り
三
項
目
六
部
門
に
異
な
る
 参
 

い
 て
、
参
詣
の
形
態
上
の
差
異
を
現
出
 

か
と
い
う
差
異
が
、
そ
れ
と
の
対
応
に
 

て
 観
念
さ
せ
、
さ
ら
に
、
塔
婆
供
養
を
 

だ
か
ら
、
先
に
見
た
参
詣
の
契
機
に
 

す
る
か
、
参
詣
者
自
ら
が
行
う
か
と
い
 

や
だ
に
さ
ん
」
 
へ
 登
っ
て
き
た
と
い
う
 

離
れ
た
非
組
織
的
信
仰
形
態
を
現
出
さ
 

そ
れ
に
対
し
て
、
㈲
の
場
合
は
、
そ
の
 

く
の
で
あ
る
。
し
か
も
㈲
㈲
は
、
そ
の
 

八
 祈
願
 V
 の
系
列
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
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「参詣」の形態と 構造 

と (b) 一 、 v こ 形 的 て る さ、 

設 先 に 

ぅ   大 いそな 

  
は 念 
  ヤプ し 

こお 
  
念 " 「 地態 彩 る方的 。 " に 
は 域 で 即 そ は   話者 台 する 信卯 4 。 （ 、） 木 目 

る 形 は 互 の 
も 態 全 に 観 百日   

の 」 国 差 合 と 

規 異 に しト 

て、 
と （ Ⅰ 

て、 し 

  模 を お あノ 常 く 夫 
へ 示 げ 統 ノ ブ @ つ 々 

る。 臣 生 の す る 
合的 

参 三ヒ 
か め 

広 形 参 
が 態 詣 田や 

0 位 
な 彩 乃 
，珪 拝 式 を     格 

有 そ 機   
を有 

っ しよネ力ャ一Ⅰ と 回 こⅠ   ど ぅ て 
しヴ の 臼 つ の の 町 Z 一 

場 キ ( 。 ) れ そ 信 
具体 

仕 わ 
合 ピ は が れ 卯 Ⅰ ， 方 れ 

-59  (207) 

 
 

 
 

 
 

弥
 谷
山
と
し
て
客
観
化
 

 
 

 
 

実
現
さ
れ
る
と
き
に
は
、
 

 
 

参
詣
対
象
が
対
応
し
、
 

の
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
の
区
分
と
な
る
。
 

 
 

く
 主
観
的
性
格
に
お
 

 
 

 
 

 
 



 
 

結
局
「
遍
路
」
 

 
 

 
 

 
 

達
成
と
い
う
 八
祈
 

れ
る
諸
契
機
は
 、
 

て
 整
理
さ
れ
る
。
 

 
 

八
供
養
 V
 と
い
う
 

 
 

わ
さ
 

 
 

「
 
後
 

 
 

す
れ
 

 
 

而
 の
劫
末
 

二
者
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

 
 

複
合
的
な
一
つ
の
地
域
的
信
仰
形
態
を
成
す
。
 

 
 

 
 

0
 日
 ヴ
の
 
Ⅱ
の
 
ゴ
 キ
 
%
 
 
ヰ
 
0
0
 
）
 
ご
目
鍍
 
）
 

 
 

 
 

の
 参
詣
を
実
践
す
る
わ
 

 
 

 
 

よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ら
れ
、
特
定
の
寺
社
 

 
 

 
 

象
 と
し
て
の
地
域
性
 と
 
 
 

 
 

ら
れ
る
が
、
「
地
域
」
 

 
 

で
は
な
い
。
 

  

 
 

 
 

 
 

、
 従
っ
て
組
織
性
を
 

  

  
  
  ま セ ）   

社 は 

(208) 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
ま
た
必
ず
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「参詣」の形態と 構造 

 
 

 
 

法
 に
よ
っ
て
果
さ
れ
 

 
 

 
 

存
在
し
て
い
る
も
の
と
 

い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

た
、
 
㈲
お
よ
び
㈲
の
㎝
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

得
る
が
、
実
は
、
参
詣
 

 
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

人
 と
な
っ
た
近
親
者
 

 
 

 
 

寺
参
り
と
し
て
の
参
詣
 

 
 

 
 

 
 

機
を
体
し
た
参
詣
を
要
 

素
 と
す
る
構
造
を
形
成
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
、
 専
ら
 八
 祈
願
 V
 

の
た
め
に
な
さ
れ
る
参
詣
の
例
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

わ
が
国
に
お
い
て
こ
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

域
 性
を
附
帯
さ
せ
て
 
 
 

 
 

構
造
化
す
る
、
と
い
う
 

 
 

 
 

に
 連
な
る
 八
 祈
願
 V
 の
 



三
 

「
参
詣
」
の
構
造
 

 
 

 
 

に
も
と
づ
 い
 て
実
践
 

 
 

 
 

て
い
る
と
 い
 え
る
だ
 る
 

 
 

 
 

る
 社
会
的
裁
可
分
 o
n
 
ざ
目
 

 
 

 
 

参
詣
の
信
仰
形
態
は
 、
 

 
 

 
 

が
あ
り
、
そ
れ
に
依
拠
 

 
 

ぅ
 "
 
事
態
 "
 を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

山
の
側
に
直
接
 
"
 
根
 

 
 

 
 

の
 存
在
を
認
め
得
て
は
 

 
 

 
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

裁
可
が
存
在
し
、
 そ
 

 
 

性
を
示
す
よ
う
な
、
「
 弥
谷
 信
仰
」
の
構
造
を
形
成
す
 る
の
で
あ
る
。
 

 
 

備
え
た
信
仰
の
地
域
的
複
合
現
象
で
あ
る
。
 

ま て 

つ り は 、 
」 「 
「 遍 

  

  
対 並に り 」、 

  
三傑 

  
  
が へ 

そ の 
れ 塔 
ぞ 婆 
れ 供 
復 奏 
含 め 
化 依 
さ 頼 
れ円 

し先 「 
か 祖 
も 供   

  
と 

称 し 
谷 て 
凹 め 
へ 水 

(210) 

 
 

 
 

た
 参
詣
の
形
態
と
し
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「 参 

 
 

 
 

域
 」
と
そ
の
社
会
的
㏄
 

    詣 」の形態と構造 

し 観 っ は 
て 化 て な 
の さ 捉 い 
ま れ え こ 
と た ら と 

ま 倍 れ に 
り 仰 る 留 
や 形 も 意 
組 態 の さ 
織 ひ で れ 
的 お 、 あ な 
佳 いる げ 格 は でし そ、 ね ば 

なら 右た 件 0 社ム   
いが裁 と分可。 い 

  
掛 握 る 信 
会、 さ 杜 仲   
で 所 と 存 
あ の し 立 
る も て Ⅴ こ 
こ の そ 先、 
と で   の 立、   

レ ま こ 」 る、 
な こ に の 
い で あ 、 で 

。 い る、 は 
ぅ の た 

「で 地は く 、 

ャ ふ 昧 Ⅱ Ⅹ   
社 詣 の 
会 と 分 
集 い 析 
回 り に 
と 客 よ 

(211) 

悟
 
「
八
十
八
ヵ
所
」
 や
 

の
間
に
寺
 檀
 関
係
は
な
く
 

る
の
は
、
ま
さ
し
く
非
組
 

同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 

は
 、
す
で
に
記
し
た
 よ
う
 

か
け
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
八
地
 

が
な
お
明
か
に
な
る
で
あ
 

な
る
。
 

あ
る
い
は
、
こ
こ
で
 捉
 

得
る
か
否
か
と
い
う
問
題
 

析
か
ら
「
地
域
」
の
作
用
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
㈲
の
場
合
は
、
参
詣
者
 と
弥
谷
寺
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

少
く
と
も
檀
那
寺
側
は
打
消
す
 ょ
 5
 組
織
的
に
働
 き
 

 
 

仰
 形
態
に
対
応
す
る
「
地
域
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
 

 
 

域
 」
は
、
社
会
的
裁
可
を
果
す
い
わ
ば
 

"
 作
用
者
 "
 と
 

 
 

織
 性
を
有
し
な
い
「
地
域
」
が
 、
 
"
 作
用
者
 "
 た
り
 

 
 

 
 

 
 

域
 」
論
か
ら
 "
 作
用
 "
 を
導
出
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
と
す
る
と
き
 



 
 

 
 

て
の
構
造
を
備
え
た
 信
 

 
 

 
 

さ
れ
る
よ
う
な
複
合
的
 

 
 

 
 

主
要
な
契
機
と
し
て
 含
 

 
 

 
 

は
 歴
史
的
変
遷
を
示
し
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

し
て
、
特
定
の
信
仰
 

 
 

 
 

 
 

こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
 

 
 

は
 対
象
的
把
握
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ゐ
 
示
教
と
い
う
 術
 五
町
 
の
 
 
 

 
 

識
 の
問
題
と
し
て
で
は
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
な
る
だ
 る
 

 
 

 
 

を
 見
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

%
 態
の
有
 っ
 不
確
定
 

 
 

 
 

有
す
る
 い
 わ
ゆ
る
成
立
 

 
 

 
 

教
の
立
場
に
お
い
て
な
 

 
 

 
 

て
は
、
例
え
ば
「
 蘇
悉
 

 
 

 
 

恭
敬
。
 巡
 凡
聖
 迩
 。
 禧
 

（
 
㏄
）
 

硅
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

臥
具
を
用
ふ
る
を
待
ん
」
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ら
な
い
。
「
 山
 」
を
 、
 例
え
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

造
 性
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
㏄
 

 
 

 
 

「
結
果
を
も
た
ら
す
だ
 る
ぅ
 。
 

態と構造 

て 「 題 
参 死 を 本 " "  目 妻 立 措 縞 

  
めに 仰的山 」 であ   
め 面、 てすし べた 
か 丁 て よ 
ら 北 は ぅ 

弥 の 試 に 
谷 恐 論   

信 山 の 弥 
仰 な 威 容 
な ど を 信 
捉 と 田 仲 
え 立 な を 

  
と 

  

  
ほ で る 
お は 例 論 
い な え 理   
物卜 と 山 に 
理、 し を 主 

来 場 ル が 尊 さ 等 
す 面 に 開 細 ら れ 々 
る に と か 織 非 な と 

と お ど れ 的 細 け 詳 
い け ま る か 織 れ 細   

わ 
向 仰 と ろ る 仰 ら め 
が め を う い と な ら 

り   

[ 甲 ら 措 る 間 織 底 か 各   へ 
す ら で 来 を 仰 木 の 

  るナ ばは事間 、 力 ょ とわ にお 穂蓼 で詣 
と さ い し ず け は を 
に ら 。 て " る こ 併 

  
い な 題 題 料 
し 対 を ヤこ 搬 

  のすたず仏 道 
題 と で 組 修 

る 的 の   

法 と 信仰 

  
に 経   関 典 
す に な信 しっ を構 な社 る 説 

っ 成 合 仰 問 か 
顕 れ 

そす の る、 的の 形 ひ ま て 
主 り 態 信仰 輪 ィ 々  固 形態 題 る 

0 人 詮 的 と ， 」 

は と 構造 構造 の体 的 レ せ も 

を 験 ヴ 分 
迫 め ェ 析 

ず留 、 立 
  



王
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

け
頁
 参
照
。
 

 
 

和
り
 年
、
綱
頁
。
 

 
 

綴
年
 、
所
収
）
、
 
卸
頁
 参
照
。
 

 
 

 
 

頁
 、
各
参
照
の
こ
と
。
 

 
 

 
 

照
 。
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
教
現
象
は
本
来
社
 

 
 

 
 

単
な
る
信
念
と
は
異
な
 

 
 

 
 

た
 形
態
論
的
領
域
は
 、
 

当
然
成
立
す
る
筈
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
 2
5
 。
 

 
 

 
 

る
 0
 た
だ
し
、
こ
の
 

 
 

 
 

択
一
の
方
法
の
み
が
 許
 

 
 

 
 

が
そ
れ
ぞ
れ
に
成
立
す
 

 
 

象
、
 （
と
い
う
 
よ
 り
は
、
組
織
性
を
有
り
限
り
で
は
む
 し
ろ
）
宗
教
現
象
の
も
つ
 

 
 

と
し
て
、
多
様
に
追
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

、
以
上
に
と
ど
め
た
い
。
 

（
昭
和
五
十
四
年
七
月
三
十
日
 稿
 ）
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る
わ
け
で
は
な
い
。
 ㏄ 



（
№
）
岡
君
、
 W
 頁
 。
 

（
Ⅳ
）
 注
 （
 
5
 ）
に
記
載
の
拙
稿
参
照
。
 

 
 

 
 

稿
 、
「
四
国
「
 弥
 各
停
 

 
 

ぢ
 、
一
九
七
九
、
所
収
、
参
照
。
 

（
㎎
）
「
香
川
叢
書
」
第
二
、
所
収
、
 
鯛
頁
 以
下
。
 

 
 

 
 

あ
る
（
三
豊
郡
 史
 」
 

田
頁
 参
照
）
。
 

（
 打
 ）
「
香
川
叢
書
」
第
二
、
 
冊
頁
 。
 

（
 羽
 ）
「
香
川
叢
書
 ヒ
 第
一
、
所
収
、
 
朋
頁
 以
下
。
 

ス
旦
 

尚
 、
以
下
で
は
「
 略
 縁
起
 ロ
と
 略
記
す
る
。
 

構
 

穐
 
鮎
 

（
 お
 ）
回
書
、
 
朋
頁
 。
 

 
 

た
 。
以
下
も
同
じ
。
 

形
 

の
 

（
 舛
 ）
（
 
お
 ）
「
香
川
叢
書
 L
 第
一
、
 朋
頁
 参
照
。
 

」
 

ヒ
日
 

豹
 

（
 お
 ）
 
注
 
（
㎎
）
に
記
載
の
拙
稿
参
照
。
 

r
 

（
四
）
 注
 
（
 
5
 ）
に
記
載
の
拙
稿
参
照
。
 

 
 

、
昭
和
典
 年
 、
 騰
頁
 。
 

 
 

館
 、
昭
和
 如
年
 、
℡
 ，
 ℡
 頁
 。
 

 
 

館
 、
昭
和
 如
年
 、
Ⅲ
 頁
 。
 

 
 

 
 

中
 」
、
的
、
 れ
 、
 俺
 、
 

 
 

 
 

奥
書
」
等
 

参
照
。
 

 
 

店
 、
昭
和
鈍
牛
、
Ⅲ
１
 %
 頁
 、
 等
 参
照
。
 

（
 
穏
 ）
（
 
M
 ）
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
㏄
 頁
 。
 

（
 
巧
 ）
周
布
、
 
訂
頁
 。
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て
も
同
じ
。
 

 
 

 
 

（
㏄
）
 
同
右
 。
 

 
 

 
  
 

 
 

場
合
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

比
較
相
対
す
れ
ば
こ
 

0
 区
別
は
成
り
立
つ
も
の
と
い
え
る
。
 

尚
 、
 注
 （
 5
 ）
に
記
載
の
拙
稿
参
照
。
 

 
 

 
 

、
参
照
。
 

（
 協
 ）
（
 
弘
 ）
同
士
 
得
 

 
 

八
巻
、
密
教
部
一
、
所
収
）
 、
 ㈹
 頁
 。
 

 
 

巻
 、
 佳
 所
部
、
所
収
）
 
、
 Ⅲ
 頁
 。
 

尚
 、
同
書
、
㎝
 ｜
 Ⅲ
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

 
 

創
立
社
、
参
照
。
 

 
 

 
 

う
 な
問
題
の
方
 

 
 

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

七
二
年
、
な
ど
。
 



 
 

 
 

多
元
化
、
多
極
化
そ
し
て
 

多
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

3 2 1 字 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
基
盤
 

 
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
の
方
法
論
 

相
関
の
方
法
 

評
価
と
批
判
 

と
 弁
証
論
神
学
 
（
 
侍
ゴ
 
の
が
で
 
0
 「
 
0
 
㏄
の
（
 

ざ
圧
 す
の
 
0
 ）
 
0
 
㎎
 せ
 ）
 

の
 

方
 

相
 

関
 １

１
 P
.
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 

法
 

神
学
方
法
論
を
 
め
ぐ
っ
て
 

新
藤
泰
 
男
 



る
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
し
て
の
社
会
と
客
観
 

 
 

 
 

お
い
て
は
、
信
仰
の
純
 

 
 

 
 

の
 
主
体
の
中
で
相
関
さ
 

 
 

 
 

が
 
、
結
論
を
先
取
り
し
 

 
 

 
 

置
か
れ
た
よ
う
な
神
学
 

 
 

 
 

り
 
立
た
せ
て
い
る
認
識
 

 
 

 
 

化
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
が
 

、
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相関の方法  
 

 
 

が
 、
入
相
関
の
方
法
Ⅴ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ツ
ァ
ー
ル
 ン
ト
 も
 

 
 

 
 

学
 目
の
序
文
の
中
で
、
 

 
 

 
 

負
 う
 べ
き
任
務
と
し
て
 

 
 

 
 

決
さ
せ
た
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
現
 

 
 

 
 

も
っ
と
も
重
要
な
問
題
 

（
 
り
 
Z
 
）
 

 
 

 
 

が
、
 ・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
 紹
 
 
 

 
 

な
 問
い
は
、
ど
の
 よ
う
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

あ
る
か
と
い
う
問
い
 

 
 

 
 

そ
れ
に
立
ち
向
か
い
、
 

（
 
9
0
 

）
 

 
 

い
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

索
 、
神
学
と
哲
学
、
 

（
 
ノ
丹
 

）
 

 
 

 
 

わ
た
っ
て
切
り
棄
て
 ろ
 

 
 

 
 

う
 に
す
ぎ
な
い
」
（
 

5
 ）
と
い
 

 
 

 
 

発
し
た
二
つ
の
思
想
の
 
71@ (219) 
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そ て テ 九 
の い 々 五 

講 一     

義 光 が テ 
門 三 こ ィ 

    
証 ッ 

「 ノ 法 ヒ 

（ の 

w. 

が ～ 
  
ガ 

常 」     
のプ の 

  づ 
ゴの 

o ） 
  

と 

弁 
証   論神 

学 
  

停 すの 

  
  

@  ケプ し o ） 

㏄の o 
  
  

任すの 

o ～ 
  
  
づ ）   

許 そ て て 流 
なの 六こ、 で れ 
かそのとて、 こ価しは 似 上 あ （ 
ど の 多 批 次 相 の   

と @   明 つ 
と 諸 た し 開 法 基 言 は 

し 本 

こ と 観 ィ 法 こ 
い 5 学術ての 間 値テ方、 とづ き て 質 

い 論 
と の を り の の 八 る 的 
を 関 も ッ 百 方 1 か な 
金 運 つ ヒ 効 法 V ら 流 
頭 の 現 神 性 が で 

に 置でとのつ組、 中伏 学 に日は 
でれ あ 、 

き 漬 い 将 い 織 テ る o （ ） 6 も う 

つ 極 う 来 て 神 ィ   
つ 

つ的現ヘテ学 テな実のキロ リ ， は 

リ床中里 ィ意の展 ス全 ト 休神 ヒ 
実 
存 
。 命 目 

ッな ヒも、 でににの つ従休め 学 
押 っ テ い っ 系 基 

的 
な 

学 て ィ て て の 盤 流 
な い り も 論 中 で れ     を 
す ろ は す る ど と 結 
ろ う 阿 る 。 の こ び 

つ   げ 
て に 弁 よ 

もその 、 し 生 貝 らノ 八周 3 い 証法 と   V も と す 
文 こ 実 で れ 弁 る 
の の 際 は て 証 の 
ね 日 に 結 い 論 が し 

9 本 な び る を 
  

い に し と か 考 自 

な 、 得 し を 察 分 
0 束 た   の 
で 洋 の 
あ に か   神 

学 
る 通 ど   関 に 2 ケ ア し 

o じ ぅ 0 者 V お 
る か 方 案 に げ も る 
の ま 法 の し 、 お 、 企 



相関の方法 

こ 的 で 前 は こ 約 を に に 人 で る し 移 歴 

っ史 

性戒 円い証のがえで 弁 次位 絶係にィ年 見り 、 。 た 構 

て ヒ こ   

  

のに の とろな 的 

そ て を （ 的 ル わ   
さ 説   

ィ と ィ 弁 組 と の 至 神 
リ 証 織 い 課 の 学 

  
ッ 法 神 5 題 間 」 
ヒ 神 学 論 か に で 

の 学 の 文 ら 強 あ 
提 Ⅴ 仕 を 」 い っ 

唱 を 事 発 方 形 た 
す ど に 表 的 響 の 
る の 着 し に を で 

（ ） 入弁手しょう ある。 て、 し 切り 与え 8 

学 て あ り れ の ろ 

さ 

  

に た 。 ヒ 傾 気   
つ め に 向 が マ 

い か と が っ l 

て   
っ て あ っ、 きめ フ 。 
は た 被 か 
一 か は ク     

衝 で 然 学 
るる肯もこかて 。 と定ののに、 無関 制 孫文 論 こサま と " 撃 あ と に 
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る
 。
弁
証
法
的
に
い
 

と
 見
る
立
場
で
あ
り
、
 

 
 の

場
に
立
つ
こ
と
が
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仰
に
だ
 け
 接
近
可
能
な
立
場
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

り
に
参
与
し
て
い
る
Ⅴ
 

（
 
W
 
り
 
）
 

 
 

 
 

然
り
と
否
の
も
と
に
あ
 

構 二 周 ぅ で れ な り に と な 
築 つ い に あ な い を 立 を わ 

 
 

 
 

も
 立
場
で
あ
る
こ
 

 
 

 
 

ら
ず
、
否
の
も
と
 

 
 

 
 

め
て
い
る
同
じ
 然
 

 
 

 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

 
 

 
 

れ
ゆ
え
に
放
棄
さ
 

 
 

 
 

あ
り
、
否
の
前
提
 

 
 

 
 

は
 、
バ
ル
ト
の
 よ
 

 
 

弁
証
法
は
、
「
 下
 」
か
ら
「
 上
 」
へ
の
行
き
づ
ま
り
を
 分
析
す
る
た
め
に
 

 
 

 
 

お
い
て
は
、
こ
の
 

 
 

 
 

ハ
ル
ト
ほ
神
学
を
 

 
 

 
 

ハ
ル
ト
の
弁
証
法
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
「
 す
功
 

 
 
 
 

 
 

 
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
大
胆
に
何
 



目 キ  
 

方
 

 
 

 
 

0
 対
立
は
、
決
定
的
な
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
 

法
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
危
機
の
こ
の
 

 
 

 
 

、
そ
の
立
場
は
歴
史
の
 

（
 
比
 ）
 

る
 、
文
化
と
宗
教
に
つ
い
て
の
深
さ
な
の
で
あ
る
。
 

う
 な
 

こ
対
 

Ⅴ
 メ
 

然
 ，
、
 

Ⅰ
 

も
の
 

説
的
 

の
で
 

同
 

り
、
 

る
の
 

恵
と
 

的
、
 

 
 

 
 

や
 い
 な
や
、
そ
れ
 

 
 

 
 

）
と
し
て
の
 自
 

 
 

 
 

な
く
、
肯
定
的
な
 

 
 

 
 

審
判
と
恩
恵
の
逆
 

 
 

 
 

い
る
も
の
と
知
る
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

の
場
所
な
の
で
あ
 

 
 

 
 

て
 支
え
ら
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

て
い
る
源
泉
、
恩
 

 
 

 
 

形
而
上
学
、
象
徴
 

 
 

深
み
の
感
覚
で
あ
り
、
然
り
と
否
の
統
一
に
お
い
て
 信
仰
的
に
見
ら
れ
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そ
の
状
況
を
八
熊
 制
 

 
 

 
 

せ
 、
同
時
に
、
弁
証
 家
 

 
 

 
 

、
自
然
主
義
と
超
自
然
 

 
 

排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 こ
こ
に
お
い
て
テ
ィ
 
リ
 

 
 

 
 

て
 、
こ
の
事
態
は
 、
無
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
 0
 こ
こ
に
 

 
 

論
理
解
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
が
 、
 八
弁
証
論
神
学
へ
の
 伏
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

（
 
Ⅲ
 
一
 
り
 
）
 

面
の
創
造
的
自
己
解
釈
の
総
和
」
 

R
 
 

、
（
 
2
 
 

0
 ）
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

時
代
の
状
況
と
い
う
 両
 

定
の
時
代
に
お
け
る
 人
 

術
 的
、
経
済
的
、
政
治
 

理
学
的
そ
し
て
社
会
学
 

る
こ
と
と
、
こ
の
真
理
 

次
の
よ
う
に
な
る
。
 

 
 

 
 

の
 （
 
ざ
円
ゴ
の
 0
 ～
 
0
 ㎎
 せ
 ）
 

 
 

 
 

強
調
し
す
ぎ
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

存
と
 要
求
と
に
含
ま
れ
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相関の方法  
 

 
 

な
い
な
ら
ば
、
そ
の
方
 

 
 

 
 

つ
、
 敢
え
て
自
分
の
立
 

 
 

 
 

関
係
を
 、
 然
り
と
 否
と
 

 
 

 
 

 
 

「
神
学
の
課
題
は
仲
 

 
 

 
 

 
 

大
と
グ
ル
ー
プ
の
変
化
 

 
 

 
 

題
 が
拒
否
さ
れ
る
な
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

葉
 そ
れ
自
体
が
調
停
を
 

の
証
明
を
越
え
出
て
神
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
ろ
の
理
解
と
の
あ
い
 

（
 
桟
 ）
 

（
田
り
）
 

 
 

一
 
・
神
学
に
お
け
る
調
停
の
方
法
の
一
つ
は
、
弁
証
法
的
 

な
も
の
で
あ
る
 0
 」
と
し
 
 
 

 
 

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
 

ぅ
か
 。
 

 
 

 
 

で
に
明
確
に
さ
れ
て
 

 
 

 
 

論
は
 
「
そ
れ
は
他
の
対
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

よ
っ
て
神
を
案
出
す
る
 

 
 

 
 

て
 神
を
経
験
し
ょ
う
 と
 

 
 

 
 

き
な
い
。
そ
し
て
、
 
こ
 

 
 

 
 

点
で
、
す
べ
て
の
懐
疑
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さ
 Ⅴ
は
 八
 止
揚
Ⅴ
 な
の
 

 
 

 
 

が
 結
び
っ
 ぎ
 弁
証
法
的
 

 
 

 
 

要
求
の
あ
い
 た
 を
調
停
 

 
 

 
 

入
神
学
Ⅴ
を
敢
行
せ
ね
 

（
 
吐
穏
 

）
 

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

き
だ
と
い
っ
て
 
い
 

（
 
お
 ）
 

 
 

 
 

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
っ
て
、
人
状
況
Ⅴ
に
 

（
 
打
 ）
 

 
 

ま
れ
て
い
る
問
い
に
答
え
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
弁
証
 
法
的
弁
証
論
神
学
か
ら
、
 

 
 

 
 

く
る
の
で
あ
る
。
し
か
 

 
 

 
 

て
 、
入
相
関
の
方
法
Ⅴ
 

が
 前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 神
の
現
実
存
在
と
、
 

（
 
舛
 ）
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

々
と
会
話
さ
れ
、
 
一
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相関の方法 

構 答 は は す 考 べ 糸 
㈲ け 造 テ え 、 し る こ 察 き 」 テ 

全 イ 問 な 試 の す も 三 々 

  

  
すう 概な に ょ、 性 関を l 足 こ合 と 

余宗 っ を と し " 占 

  
な い と と こ 仰 顧 問 古 ス   

ま 展義 に 

概 
念 
と 

の 

円目 け 田 意 用 け す さ に ょ l 
ケプ ヒ 

あ 
る 

論理 

  
る の 列 あ あ ら 々 含 

的   

日ゅ味 

  

  V ブ し 
  

お ィ 明 ㈲ ィ 的 こ ら る 
け リ す 概 り な と 答 答 

る相 

ッ 6 合 ッ 問 も え え     
関 は 

      
例     

，え で、 
ば 
  例 
神 と 牲、 。 学のな 的方 こ ょ う   
と し ㈱ な 法 と と な う 体 
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フ @ 

イー ノ 目 木 

関 ヒ 

  
め冊 一 Ⅱ @ - 



 
 

的
 ヱ
日
 

ゅ
味
 と
相
互
依
存
性
を
論
ず
る
方
法
、
す
な
 ね
 ち
、
 入
相
関
の
方
法
Ⅴ
を
 

 
 

 
 

を
し
、
そ
し
て
次
に
そ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
 

 
 

 
 

次
の
よ
う
に
な
る
。
 
人
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
そ
の
」
 
っ
 

 
 

 
 

ほ
 、
人
間
を
自
己
疎
外
 

 
 

 
 

本
質
的
性
質
、
す
な
わ
 

 
 

 
 

他
方
、
人
間
の
実
存
的
 

 
 

 
 

 
 

、
「
組
織
神
学
」
の
 
筆
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
次
に
、
実
存
 

 
 

 
 

、
 生
け
る
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
 

 
 

 
 

歴
史
的
実
存
の
分
析
 と
 

  

 
 

 
 

 
 

る
の
が
、
第
五
都
八
 歴
 

 
 

世
界
、
無
限
と
有
限
Ⅴ
の
よ
う
に
。
 

 
 

 
 

 
 

る
 相
関
。
こ
れ
は
 宗
 

⑧
 

 
 
 
 

（
㏄
）
 

教
 経
験
に
お
け
る
入
神
１
人
関
係
Ⅴ
を
指
し
て
い
る
。
 



相関の方法 
  

 
 

性
の
分
析
、
ま
た
有
限
 

 
 

  

赤
 
で
あ
る
、
と
し
、
 

こ
 

  

く
の
で
あ
る
。
 

 
 

  

、
神
論
、
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

的
で
あ
る
 

0
 
こ
こ
で
 

 
 

  

る
が
、
そ
れ
は
、
神
に
 

 
 

  

な
い
形
式
な
の
で
あ
 

  

 
 

り
 
、
啓
示
に
お
け
る
 

認
 

 
 

  

。
し
か
し
な
が
ら
有
限
 

 
 

 
 

  

は
、
 
神
か
ら
奪
い
と
ら
 

81@ (229) 



 
 

に
な
る
。
す
な
 ね
 ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
人
間
 

 
 

下
の
 （
の
 
口
 （
 匡
 ）
に
分
析
し
、
そ
れ
を
軸
に
し
て
、
 

理
 

 
 

相
関
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
人
間
の
 

 
 

己
 矛
盾
、
分
裂
そ
し
て
両
義
性
を
暴
わ
に
し
、
 

こ
 

 
 

一
の
と
れ
た
確
実
な
も
の
へ
の
探
求
と
な
る
、
 

と
 

 
 

 
 

と
 神
的
な
も
の
と
を
、
問
い
と
答
え
に
ょ
 り
 相
関
さ
 

 
 

 
 

し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
第
一
章
で
取
 

 
 

 
 

し
て
、
こ
の
神
的
な
も
の
は
、
象
徴
的
な
表
現
な
 の

 認
識
、
存
在
そ
し
て
経
験
 

性
と
啓
示
、
存
在
と
神
、
実
 

状
況
を
実
存
論
的
に
分
析
す
 

こ
に
い
た
っ
て
人
間
的
な
も
 

論
ず
る
の
で
あ
る
 0
 こ
こ
に
 

せ
て
は
い
る
が
、
こ
の
答
え
 

り
あ
げ
た
 八
 然
り
と
否
の
と
 

の
で
あ
る
、
と
断
言
す
る
と
 

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
他
の
箇
所
で
は
 次
 

「
神
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
 

つ
い
て
何
ご
と
か
を
言
う
た
 

験
の
部
分
を
含
む
に
は
ち
が
 

は
な
る
が
、
そ
れ
は
、
肯
定
 

れ
が
指
し
示
す
も
の
に
よ
っ
 

は
、
そ
の
正
し
い
意
味
が
否
 

越
え
て
指
し
示
す
正
し
い
 基
 

（
㏄
）
 

の
よ
う
に
も
説
明
し
て
い
る
。
 

な
 具
体
的
主
張
も
、
象
徴
的
で
な
 

め
に
は
、
有
限
な
経
験
の
あ
る
部
 

い
な
い
が
、
そ
れ
を
超
越
し
て
い
 

さ
れ
る
と
同
時
に
否
定
さ
れ
る
。
 

て
 、
そ
の
正
し
い
意
味
が
否
定
さ
 

定
 さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
も
 

盤
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 る さ れ そ る 分 け 
  れ

ば
な
ら
な
い
 
0
 な
ぜ
な
ら
。
は
 
、
 具
 

を
用
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
 

。
有
限
な
実
在
の
部
分
は
 、
 神
に
つ
 

れ
は
象
徴
に
な
る
、
と
い
う
の
は
、
 

る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 肯
 

 
 

体
的
 主
張
と
い
う
も
 

の
主
張
は
、
そ
の
中
 

い
て
の
具
体
的
な
主
 

象
徴
的
表
現
と
い
う
 

し
か
し
な
が
ら
、
 

定
が
 、
象
徴
的
表
現
 の

は
、
神
に
 

に
有
限
な
経
 

張
の
媒
介
に
 

も
の
は
、
 そ
 

象
徴
的
表
現
 

に
 、
そ
れ
を
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相関の方法  
 

揚
 す
る
、
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
と
 い
 え
 よ
う
 。
 

 
 

 
 

が
 八
象
徴
Ⅴ
と
い
う
 

概
念
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

よ
 う
 に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
 、
 ロ
 
ブ
 ロ
テ
ス
タ
ン
ト
時
代
 L
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

ら
、
 三
つ
の
点
で
考
察
 

す
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
こ
れ
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

者
に
並
ん
で
、
も
し
く
 

 
 

 
 

か
ら
区
別
す
る
。
し
か
 
 
 

 
 

げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
 

 
 

 
 

。
こ
れ
に
対
し
て
、
 
自
 

 
 

 
 

 
 

 
 

然
 と
同
一
で
あ
る
と
い
 

ス
 ・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
 や
ス
 

 
 

 
 

根
拠
、
と
同
一
で
あ
る
 

 
 

 
 

心
 な
の
で
あ
る
。
自
然
 

 
 

 
 

る
 、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 

説
明
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
の
も
の
の
創
造
的
 
83@ (231) 



 
 

 
 

は
 存
在
自
体
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
 

 
 

 
 

的
な
、
税
目
的
な
言
 い
 

 
 

 
 

に
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 

（
 
沖
ぬ
 

）
 

 
 

な
い
」
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

一
 を
明
ら
か
に
す
る
 

 
 

 
 

次
の
よ
う
に
な
る
 0
 こ
 

 
 

 
 

ら
 引
き
出
さ
れ
て
は
な
 

 
 

 
 

あ
る
。
自
然
神
学
の
神
 

 
 

 
 

範
囲
に
お
い
て
は
正
し
 

 
 

 
 

い
 と
神
学
的
答
え
は
 相
 

互
に
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
つ
楕
円
で
表
象
さ
 

 
 

 
 

資
料
と
な
る
。
他
の
中
 

 
 

 
 

容
 に
関
し
て
い
 う
 な
ら
 

 
 

 
 

答
え
は
、
こ
の
答
え
が
 

 
 

 
 

え
は
神
で
あ
る
が
、
 非
 

 
 

 
 

で
は
、
神
は
勇
気
の
無
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時
代
の
教
義
的
 教
説
を
 

㎝
 

関
 

8
5
 

 
 

対
す
る
。
 

方法  
 

 
 

的
 か
っ
和
解
的
な
行
為
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
 
テ
 

 
 

 
 

す
の
で
は
な
 /
 Ⅹ
答
え
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

義
 神
学
の
間
の
対
立
を
克
服
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
。
 こ
れ
に
つ
い
て
、
 

 
 

 
 

ア
ス
タ
ン
ト
原
理
と
し
 

 
 

 
 

さ
せ
、
義
認
の
逆
説
を
 

 
 

 
 

っ
て
聖
書
に
接
近
し
 、
 

 
 

 
 

、
心
理
学
的
そ
し
て
 社
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
、
自
然
と
 

 
 

 
 

反
対
す
る
宗
教
改
革
的
 
 
 

 
 

聖
化
さ
れ
た
他
律
性
を
 

 
 

 
 

の
だ
、
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

 
 

ば
れ
た
す
べ
て
の
聖
書
 

 
 

 
 

な
す
こ
と
、
ま
た
、
 人
 

 
 

 
 

、
そ
し
て
い
か
な
る
人
 



（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

し
て
立
場
の
境
界
に
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
い
げ
な
い
。
 
こ
 

 
 

 
 

る
の
で
も
な
く
、
排
除
 

の 証 で す て 的 立 い 

中 相 似 法 あ な と し 場 テ え こ 

  

評 の 置はで立 、 あ 場 

批 
Ⅱ 半 

  「 

神 兵 ィ 

単 に リ   の 古 ッ 

中 い ヒ 
に 。 の 

含 そ 次 ソ 

ま れ の 
れ ゆ こ ば てい と えに 

た ね を 
煮 れ 結 
味 ね び 
な れ と た る 

明 は し 

日 新 た 
に し い 
し い   

2 万 
ぅ 法 
と を 
し 発 
た 明 か プ 
の し 9 口 一 の に 

だ との た 居 、 
い で、   以ノ 

え は 論 ン 史 決 で   が 
よ な 理 ト 的 所 あ が 

  

く、 う 。 4 ） （ 0 
解 の 付 す る そ 技、 
で 根 為 る と れ 術、 

古 的 ・ 

  用、 
方   ミニ Ⅰ 仁 二 Ⅰ ) 

浩 分 度 。 し 受 の で 
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相  
 

 
 

っ
 普
遍
的
歴
史
的
思
惟
 
押
 

関の方法  
 

 
 

げ
 評
価
し
、
他
の
部
分
 

 
 

 
 

か
 顕
在
か
の
中
で
、
 
究
 

 
 

 
 

な
 態
度
を
八
批
判
的
 現
 

 
 

 
 

的
 態
度
と
も
 い
 え
る
だ
 

 
 

 
 

「
こ
の
方
法
論
的
ア
プ
 

 
 

 
 

目
 に
ま
ず
、
そ
の
概
念
 

 
 

 
 

神
学
は
そ
の
す
べ
て
の
 

 
 

 
 

に
 主
張
す
る
。
し
か
し
、
 

 
 

 
 

例
 選
択
の
問
題
が
困
難
 
 
 

 
 

、
純
粋
現
象
学
に
批
判
 

 
 

 
 

素
 と
実
存
的
批
判
的
要
 

 
 

 
 

い
る
、
キ
リ
ス
ト
 
と
し
 

 
 

 
 

 
 

身
を
置
き
、
本
質
か
ら
 

 
 

 
 

に
と
っ
て
、
こ
の
六
突
 

（
 
材
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
解
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
は
 、
 一
九
二
二
年
「
カ
イ
 

（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

り
 、
そ
れ
は
歴
史
哲
学
 
(235) 



 
 

 
 

で
は
歴
史
学
者
に
と
っ
 

 
 

 
 

わ
れ
に
と
っ
て
の
特
殊
 

 
 

 
 

で
く
る
こ
と
で
あ
る
」
。
。
 

（
 
6
 
4
 

）
 
O
 

 
 

 
 

的
 過
程
の
水
平
の
弁
証
 

 
 

 
 

彼
は
、
ド
イ
ツ
宗
教
 社
 

 
 

 
 

で
は
、
神
学
的
終
末
論
 

 
 

 
 

と
を
、
入
人
格
Ⅴ
に
お
 

 
 

 
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 視
点
か
ら
理
論
を
 

 
 

 
 

時
代
を
越
え
て
歩
ん
だ
 

現
実
的
な
神
学
者
と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

 
 

た
 。
そ
の
時
彼
は
「
 
哲
 

 
 

 
 

が
 一
番
ふ
さ
わ
し
 い
、
 

 
 

 
 

よ
 る
な
ら
ば
、
哲
学
的
 

 
 

 
 

ら
 哲
学
に
二
二
ロ
 

及
 す
る
こ
 

 
 

 
 

学
的
神
学
は
、
こ
の
 回
 

 
 

 
 

あ
る
 0
 し
か
し
、
こ
の
 
雨
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あ
っ
て
 、
 決
し
て
哲
学
的
 思
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
文
字
通
り
八
組
織
神
学
Ⅴ
②
 

 
 

 
 

容
 で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
 
神
 
㏄
 

法 

 
 

 
 

論
 に
お
い
て
言
及
し
 

（
 
兜
 ）
 

 
 

、
で
あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

全
 な
統
合
Ⅴ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
終
末
の
成
就
の
 

 
 

 
 

学
 で
は
な
く
、
古
く
か
ら
の
言
葉
で
い
え
ば
、
 

 
 

就
 ）
を
見
て
い
る
神
学
者
Ⅴ
で
あ
り
、
同
時
に
 、
 

観
点
で
一
切
の
も
の
を
体
系
化
 

人
旅
人
の
神
学
Ⅴ
（
日
の
 
0
 ロ
 
0
 性
曲
 

「
地
上
で
は
旅
人
で
あ
り
寄
留
 

 
 

 
 

し
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

（
 
乾
 ）
 

 
 

 
 

と
す
る
の
で
あ
る
」
と
 

 
 

 
 

を
 用
い
て
い
る
 0
 本
質
 

 
 

 
 

な
 逆
転
し
が
た
い
運
動
 

 
 

 
 

が
、
 「
も
し
も
、
神
学
 

 
 

 
 

の
 体
験
を
正
当
に
扱
 う
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
。
 

 
 

 
 

で
 」
の
中
に
あ
る
「
 
神
 



 
 

 
 

 
 

程
の
水
平
の
弁
証
法
的
 

 
 

 
 

証
 法
で
把
捉
し
て
い
る
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
 実
 

 
 

 
 

ッ
ヒ
 の
い
う
 八
 究
極
的
 

 
 

 
 

主
体
か
ら
み
る
な
ら
 

（
 
坊
 ）
 

 
 

 
 

り
 認
識
さ
れ
る
も
の
 

 
 

 
 

章
と
 論
じ
て
き
た
 八
キ
 

 
 

 
 

あ
る
の
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

え
て
ぎ
た
 0
 し
か
 
 
 

 
 

マ
 的
な
強
さ
を
ど
れ
 た
 

 
 

 
 

に
 神
学
の
立
場
を
位
置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
平
線
よ
り
も
、
垂
直
 

か
ぅ
 も
の
と
し
て
の
 働
 

（
 
甜
 ）
 

 
 

 
 

 
 

立
っ
 新
 
・
弁
証
法
Ⅴ
 か
 

 
 

 
 

遣
 さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

性
 解
明
の
た
め
に
、
 

 
 

 
 

証
 法
が
欠
落
し
て
い
る
 

 
 

 
 

か
は
、
今
後
の
課
題
な
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関の方法   
12  11  10  9 8   Ⅰ） ） 軒並 （ 7 ） （ 6 ） （ 5 ） （ 4 （ ） 3 （ ） 2 （ ァ @ 

円
 い
ロ
 

）
 
い
 
の
 ゴ
，
 

 
 

二
円
 プ
の
 
o
p
o
 

Ⅰ
 ト
ト
 の
の
 
づ
 ・
 で
 も
 

 
 

上
 良
雄
監
修
 ヨ
 一
十
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
 口
 （
上
）
 
新
教
出
版
社
、
 

一
九
 セ
 八
年
、
一
山
ぺ
一
 
ジ
 。
 

Ⅰ
ヴ
日
・
の
 
簿
づ
 ・
邦
訳
（
下
）
一
 
%
 
八
五
 ｜
 一
山
ハ
七
ハ
ヘ
ー
ジ
。
 

目
日
 ・
の
・
健
の
・
邦
訳
（
下
）
一
八
 
0
 ぺ
ー
ジ
。
 

（
 4
 ）
に
同
じ
。
 

 
 

訳
 、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
九
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

 
 

「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

 
 

に
し
た
の
は
、
 

 
 

 
 

に
よ
る
と
、
 
マ
 

 
 

 
 

講
義
の
時
期
と
 

 
 

 
 

0
 ㌃
 拝
 Ⅰ
山
片
 

0
 
１
・
 

 
 

 
 

コ
 ・
の
め
）
。
 

宇
田
・
 %
 お
・
邦
訳
八
八
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

 
 

0
 コ
・
 ロ
の
 
は
の
 @
w
 
下
 

 
 

ぺ
 ー
 ジ
）
。
 

与
田
 
紺
は
寒
 ・
邦
訳
、
二
九
五
ぺ
ー
ジ
。
 

し
田
・
 紳
い
 お
・
邦
訳
、
二
九
五
 
｜
 二
九
六
ぺ
ー
ジ
。
 

宇
乙
 ・
 臼
い
お
 ・
邦
訳
、
二
九
六
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

へ
 1
 Ⅰ
 
ノ
ア
 
。
 

の
で
あ
る
。
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（
 
2
 
8
 ）
 

（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ 5 2 ） ） 27 ） 26 ） 225 ） 4 ） 3 2 ） 2 2 ） 1 2 ） 0 ） 1 9 ） 1 8 ） 1 7 ） 1 6 1 （ Ⅰ 4    
 

 
 

で
は
 な
い
。
 そ
 

 
 

 
 

を
 、
八
神
 V
 、
 

 
 

 
 

、
 彼
の
初
期
の
 

 
 

 
 

じ
 意
味
で
用
い
 

 
 

 
 

を
 中
心
に
し
て
 

 
 

 
 

ま
 ・
野
村
順
子
 

訳
 
「
キ
リ
ス
ト
と
歴
史
」
、
新
教
出
版
社
、
所
収
）
 

宇
田
，
 篆
ゅ
ぢ
 ・
邦
訳
、
二
九
七
ぺ
ー
ジ
。
 

Ⅱ
 
ヴ
ぃ
口
 

・
 鱒
 N
N
H
 

ー
 N
N
N
.
 

邦
訳
、
三
 

0
0
1
 
三
 0
 
一
 。
 
へ
｜
ジ
 。
 

し
目
鉾
 
の
じ
・
邦
訳
、
三
 0
 三
ぺ
ー
ジ
。
 

注
 
（
 M
 ）
参
照
。
 

の
ぺ
降
 
0
 
目
 ヲ
 
P
 侍
ざ
づ
ゴ
 
の
 O
p
O
 

幅
せ
ゲ
ト
 の
 切
 H
 
、
 ワ
の
｜
あ
 

Ⅱ
 
ゴ
り
 

Ⅰ
 
@
m
 

Ⅰ
・
 
づ
 ・
 か
 

 
 

 
 

ジ
 ）
。
 

（
 万
 ）
に
同
じ
。
 

 
 

八
｜
 三
九
ぺ
ー
ジ
。
 

Ⅰ
 荘
臼
紳
き
 １
 %
.
 

邦
訳
、
四
 

0
 ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

丹
 
邦
訳
、
一
五
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 わ
 ）
に
同
じ
。
 

の
セ
降
 
・
 円
 二
の
 
0
 ゲ
ゲ
づ
 
の
 

 
 

 
 

の
ゆ
 
の
 コ
 の
 
ヰ
 
㏄
 コ
 隼
の
 
コ
 

 
 

 
 

（
し
み
の
 
日
 e
 田
の
 

 
 

 
 

丈
二
ロ
 
隼
仁
コ
幅
年
 

0
 の
 

 
 

 
 

曲
が
 
1
 
の
 ガ
ま
ガ
年
 0
 Ⅱ
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相関の方法 

Ⅰ） 44 ） （ （ 1 ） （ 0 20 ハ 

（
血
合
）
 

（
 甜
 
m
 ）
 

（
 1
 ）
 

（
の
 
ル
 
）
 

（
 3
 ）
 

（
 4
 ）
 

（
 3
 
5
 ）
 

（
 3
 
6
 ）
 

（
 3
 
7
 ）
 

（
 0
0
 
0
0
 

）
 

 
 

邦
訳
「
著
作
集
 ヒ
 第
十
巻
、
一
一
。
 
へ
｜
ジ
 。
 

93 

 
 

 
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
の
 初
 

 
 

 
 

ト
 
Ⅱ
）
。
こ
の
 劫
畑
 

 
 

 
 

ト
 ・
ア
ダ
ム
ズ
 

 
 

 
 

ぬ
 出
版
社
、
一
 

 
 

 
 

に
 収
め
ら
れ
て
 

 
 

も
 、
こ
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
 

の
 Ⅱ
 降
 ・
 円
ゴ
の
 
0
 Ⅰ
 ゲ
 で
か
 

Ⅱ
ヴ
山
ロ
・
 

0
.
 か
 0
@
.
 

あ
ト
 

Ⅱ
 
サ
 レ
口
・
 

せ
 ・
 ト
の
ト
 

Ⅰ
 
ヴ
 w
&
.
 
づ
 ・
 ゆ
 ㏄
 の
 

Ⅱ
 
サ
レ
 
&
.
b
.
 
メ
メ
セ
円
 

 
 

第
二
巻
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
九
年
、
六
ぺ
ー
ジ
以
下
。
）
 

Ⅱ
 
ヴ
ト
隼
 
・
Ⅰ
・
㏄
 

の
せ
降
 
・
 づ
ゴ
 の
 0
 目
 5
 つ
の
か
 

 
 

二
 二
ぺ
ー
ジ
以
下
。
 

 
 

 
 

み
て
く
る
と
、
 

 
 

 
 

の
 主
体
た
ら
し
 

 
 

 
 

目
 1
 か
驚
 ）
が
 、
 

 
 

 
 

に
 近
く
、
テ
ィ
 

 
 

も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
 

 
 

 
 

館
 、
一
九
四
四
 

 
  
 

生
 ・
、
二
二
ぺ
 ー
 ジ
）
。
 

 
 

 
 

の
 Ⅱ
の
 
ヴ
づ
ゴ
 0
o
 
Ⅰ
 H
H
.
 
づ
 ・
 ト
の
 



 
 

 
 

も
 、
 J
 
.
M
 
.
 

イ
ン
ガ
 

 
 

 
 

芙
氏
も
 B
.
 

（
 
弘
 ）
新
約
聖
書
、
 

ヘ
 ブ
ル
善
一
一
章
一
三
節
。
 

（
 
的
 ）
㏄
 せ
の
ヰ
 

・
 ビ
コ
 
の
 O
p
.
H
-
 

づ
 ・
 H
P
 
ゆ
 

（
㏄
）
 

o
b
.
 

臼
 （
・
・
の
 

，
 ㌍
・
邦
訳
、
四
 
0
 ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
田
 ）
 い
ぎ
 
Ⅰ
 
ざ
 主
力
生
町
 
ざ
コ
 
・
・
 

U
.
 

か
ト
 

（ （ （ （ （ （ （   5 59 ） ） 541 ） 0 ） 4 ） 8 アサ ） 7 ㏄） ト 廿 Ⅰ 

  
佃 ） 牡 鳴 ） ） 

Co0  00 

  

り ヒ 円 た こ 理   
  
g % 岸の ヨダト ・ 0 

    
モく 、 H 

  
  
鰹掲 
（ 室 目 

  
俊ス 哲 
訳 ト 

  
    

求   （ 的 

理 

想社 、 
  

九   
/ Ⅱ   

年 ・）   
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相
 

関
 

の方法 

  

5 ） 7 
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初期ティ リッ 

る の 年 
こ 蒔 か 
と 期 ら 
が め ァ 
で テ メ 

き ィ リ 

る （ リ カ 
がゑッ ヘ 

" ヒ の 
こ の 移 
め ぼ、 住 
宗 想 を   
社 ひ な 
会 と く 

主 つ さ 

義 の れ 
の 統 た 
立 一 一 
場 約 九 
で 親 三 

  
  
蔵 教 ワ 

面 的 イ 

両 社 マ 
の 会 l 
論 主 ル 

理 義 時 
代 

  
  
Ⅴ ヰ @ し し 

す と て 
る 特 い 
「 徴 る 
信 づ   

ィ卯 げ こ 

97  (245) 
 
 

 
 

刊
行
さ
れ
、
初
期
の
諸
論
文
 

 
 

 
 

が
向
 げ
ら
れ
る
よ
 
う
 に
な
っ
 

 
 

 
 

索
 活
動
を
始
め
た
一
九
一
九
 

の つ で 

関 い あ ヮ 
，い て っ イ 
が 十 た マ 
何 分 。 l 
時 の パ ル 

代 注 ゥ 共 
の 意 ル 和 

ヤブ し 

  
筆姦努舌 

  
  

芳 

賀 

直 

哉   
を ヒ に 期 

初
期
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
論
理
 

１
 
l
 信
仰
的
実
在
論
を
中
心
に
し
て
ー
 

｜
 



 
 

 
 

流
れ
の
う
ち
に
、
 真
 

（
 
ム
し
 

）
 

 
 

 
 

主
知
主
義
の
流
れ
 

 
 

 
 

駁
論
な
ど
の
支
流
を
と
 

 
 

 
 

て
中
 後
期
の
シ
ェ
リ
ン
 

る り 的 問はぅ規 題 いな定幅 -C r 宜 に な 周 「一実 

  

  

わ あ 、 上 荻 お 
な る 現 の す い   

    v 、 マ ヒテ 刀て 

  ぅ と れ 一 と の 
ヒ こ に 実 る 方 も 答 
ほ で 洞 存 べ 的 に え   
を 信 れ 動 の 格 り 関 
今 仲 る 態 で の の に   
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初期ティ リ " ヒの 宗教論理  
 

 
 

よ
れ
ば
、
前
者
は
ロ
ゴ
 

 
 

 
 

0
 表
現
を
か
り
れ
ば
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

あ
っ
て
、
真
理
を
動
 

 
 

 
 

及
び
思
惟
の
主
体
で
あ
 

（
 
ハ
り
 

）
 

 
 

る
よ
う
な
瞬
間
を
意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

機
の
対
比
を
前
提
 し
 

 
 

 
 

立
場
が
な
 い
わ
 げ
で
は
 

 
 

 
 

系
譜
に
お
い
て
概
観
す
 

 
 

 
 

て
 観
念
論
（
ム
ロ
理
論
）
 

（
 
鳴
 ）
 

 
 

 
 

で
あ
る
し
、
 演
 経
と
い
 

 
 

 
 

も
の
で
は
な
い
。
従
っ
 

 
 

 
 

そ
れ
と
も
こ
れ
を
創
造
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
す
る
試
み
で
あ
る
 

 
 

理
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

"
 ゴ
ス
 が
カ
イ
ロ
ス
を
 

（
睡
り
）
 

 
 

 
 

コ
ス
 を
規
定
す
る
」
論
 

 
 

 
 

を
も
っ
も
の
と
規
定
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云 『 

ち
 理
念
で
 あ 
る 

 
 

 
 

歴
 

 
 

 
 

て
 「
カ
イ
ロ
ス
 
へ
空
変
 
、
 

 
 

 
 

ぜ
な
ら
、
先
ず
「
純
粋
 

 
 

 
 

「
ロ
ゴ
ス
に
対
す
る
 

禁
 

 
 

 
 

を
 超
え
出
る
こ
と
が
で
 

 
 

 
 

に
 不
可
能
だ
か
ら
で
あ
 

 
 

卜
ト
 

舌
口
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
ひ
と
っ
の
哲
学
が
 

 
 

 
 

す
と
い
う
こ
と
を
妄
想
 

（
 
騰
 
）
 

す
る
の
と
同
様
に
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

こ
か
ら
も
分
る
よ
う
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 へ
｜
 
ゲ
ル
が
 
真
 

 
 

 
 

 
 

客
体
）
と
の
適
合
な
 

 
 

 
 

統
一
と
規
定
し
て
い
る
 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
理
性
 

概
 石
仏
 C248) 

 
 

 
 

麸
杏
欲
 
（
下
の
 

F
g
 

の
）
」
と
㎝
 



 
 

 
 

性
 @
@
 
時
間
性
の
契
機
が
免
は
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
理
」
は
普
遍
妥
当
的
な
も
㎎
 

 
 の 宗教論理 

の
で
あ
る
。
 一

 

ち 焦 性 史 と は 龍 青 に 立 

 
 

 
 

、
へ
｜
 ゲ
ル
自
身
の
 

 
 

 
 

満
も
実
は
こ
の
点
 

（
 
初
 ）
 

 
 

 
 

不
十
分
で
あ
る
。
」
と
 

 
 

 
 

安
 と
自
己
否
定
の
可
 

 
 

 
 

証
 法
論
理
の
う
ち
で
 

 
 

 
 

命
の
意
味
」
を
知
る
 

 
 

 
 

に
 身
を
置
い
て
、
 
歴
 

 
 

な
ら
、
歴
史
は
未
だ
完
結
し
て
い
た
 い
 か
ら
で
あ
る
。
 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 、
思
 

 
 

 
 

険
 で
あ
る
よ
う
な
 時
 

 
 

（
 
n
 
巾
 ）
 

 
 

 
 

る
 歴
史
的
現
在
の
 う
 

 
 

 
 

の
 言
 う
 カ
イ
ロ
ス
 な
 

 
 



 
 

 
 

 
 

ぐ
れ
な
い
、
そ
う
で
な
 

 
 

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
は
当
然
起
る
で
あ
ろ
う
。
 し
か
し
、
そ
の
場
合
で
 

 
 

 
 

っ
て
制
約
を
 ぅ
 げ
な
い
 

 
 

 
 

り
な
が
ら
、
こ
れ
に
 埋
 

 
 

 
 

で
は
な
い
の
契
機
 

 
 

 
 

る
 。
「
学
問
的
禁
欲
」
の
 

 
 

 
 

切
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
事
柄
に
対
 

 
 

 
 

ら
 ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
 、
個
 

 
 

（
 
羽
 ）
 

 
 

 
 

「
時
代
の
宿
命
を
正
面
 

（
 
り
り
 

）
 

 
 

 
 

は
な
く
指
導
者
を
求
め
 

 
 

 
 

え
る
こ
と
こ
そ
学
問
 の
 

 
 

 
 

感
じ
て
新
文
化
建
設
の
 

 
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
 

（
 
叩
り
 

）
 

 
 

 
 

は
 反
対
し
て
、
 
ヴ
ヱ
 

 
 

 
 

面
 ）
の
結
合
を
求
め
 

 
 

 
 

 
 

対
す
る
原
則
的
な
禁
欲
 

（
 
篠
穏
 

）
 

 
 

 
 

１
 0
 学
問
態
度
に
向
け
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初期ティリッヒの 宗教論理 

ィ は 
リ な 
      い   
に 従 
従 っ 
え て 
ば さ 

「 本 た 、 
質 判 
解 析 
秋 方 

  

  
し で 
」 も 

っ な 
ま い @ 
現 「 却つ 

実 て 
を   

精 そ 
神 れ 
的 は 

現実 に理 

縛 め 
す 本 
る 質 

（ 口 」と 月 

  
mnp の 

  
ぺ で 

のり、 0 も 0 Ⅰの 侍 

テ ゴ 臣 の 
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か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

悟
性
的
性
格
の
も
の
で
 

 
 

 
 

 
 

時
代
の
宿
命
を
見
据
え
 

 
 

 
 

体
系
の
擁
護
者
で
は
な
 

 
 

 
 

な
る
と
言
え
よ
う
 0
 し
 

 
 

 
 

わ
ら
ず
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

い
 と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
で
は
な
 

 
 

 
 

し
て
関
わ
る
決
断
で
あ
 

 
 

 
 

断
を
回
避
で
き
な
い
と
 

（
 
的
り
 

）
 

 
 

 
 

、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
 
 
 

 
 

で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
 

 
 

 
 

、
そ
れ
は
同
時
に
個
々
 

 
 

（
 
巾
側
 

）
 

 
 

 
 

は
 決
断
す
る
こ
と
そ
れ
 

 
 

、
 即
ち
究
極
的
関
心
（
 E
 ）
ヰ
巨
 
笘
の
 n
o
 
目
目
 し
の
事
 柄
 で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
 、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
 



 
 

 
 

で
 問
題
に
さ
れ
る
レ
 ア
 

  
一
般
 

実
在
論
 

と
、
ム
口
 

れ
ぅ
る
 

て
、
人
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

る
が
、
一
き
口
で
 

 
 

ま
 実
在
の
真
の
形
姿
で
あ
る
と
す
る
素
朴
実
在
論
（
 ぃ わ
ゆ
る
模
写
説
）
 

 
 

 
 

と
し
て
 抱
 え
ら
 

 
 

 
 

実
在
で
あ
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
テ
ィ
 
リ
 

  

      

  

  

こ 後 断 ス の 
次 機 

の   ロ面ははス邑 、 さ   

史 の を ィ し 歴 的 、 決   

置 ロ と ヒ る 実 史 、 し     

塵 土 い 靭 

  

度 握 或 ） 出 で 約 の 
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初期ティリッヒの 宗教論理  
 

 
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
 

 
 

 
 

あ
る
。
無
論
、
 
い
 か
な
 

 
 

 
 

的
に
と
ら
え
ら
れ
両
者
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
 重
 

 
 

 
 

 
 

行
為
で
あ
る
よ
う
な
 事
 

 
 

 
 

上
 の
よ
う
な
音
 牡
 
外
で
、
 

 
 

表
わ
す
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

の
 立
場
を
、
西
洋
 精
 

 
 

 
 

仁
の
 
）
、
技
術
的
実
在
論
 
 
 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
 

 
 

 
 

破
 ・
総
合
と
い
っ
た
性
 

 
 

 
 

縁
性
 を
も
つ
。
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

ッ
ヒ
 は
い
か
な
る
精
神
 

 
 

 
 

現
実
的
な
も
の
）
を
 概
 

 
 

 
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
 

 
 

 
 

れ
は
実
際
何
を
み
る
の
 

（
 
何
 ）
 

 
 

 
 

の
か
 0
 こ
れ
ら
の
問
い
 

 
 

 
 

ら
の
 問
い
は
 、
そ
れ
に
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の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

め
 精
神
は
、
現
実
（
日
の
 

 
 

 
 

接
 桂
を
超
え
て
自
己
を
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
と
二
言
 

。
。
（
 

ロ
ぅ
 
3
 
 

5
 ）
 以
 

 
 

 
 

。
「
現
実
」
と
は
作
用
達
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
で
あ
る
。
「
現
実
」
と
 

 
 

 
 

。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 は
 「
 
現
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
真
に
 
 
 

リ
て
 

円
盤
。
 

プ
仔
 
俺
の
）
な
の
で
あ
る
。
」
（
 

7
 
3
 
 

）
 
し
 力
し
一
力
あ
る
」
 

，
、
 
ー
、
 、
、
 

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

力
 」
が
考
え
ら
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

れ
る
が
、
反
対
に
「
 現
 

 
 

 
 

に
は
矛
盾
対
立
と
い
っ
 

 
 

 
 

作
用
（
反
応
）
も
生
じ
 

 
 

 
 

」
を
見
い
出
そ
う
と
す
 

 
 

 
 

よ
う
な
態
度
、
つ
ま
り
 

 
 

 
 

ぅ
 働
 き
 、
そ
れ
こ
そ
が
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初期 ティリッヒの 宗教論 

そ
れ
自
体
ロ
ゴ
 

い
て
は
、
一
般
 

ャ
 に
お
い
て
 侍
 

ら
で
あ
る
。
 
ァ
 

な
わ
ち
人
生
上
 

 
 

 
 

学
 に
お
 

（
 
姐
 ）
 

 
 

 
 

ギ
リ
シ
 

 
 

 
 

れ
る
か
 

 
 

 
 

在
 が
す
 

 
 

 
 

ぬ
 ム
ロ
 
一
 

理  
 

 
 

う
 に
、
現
実
世
界
（
感
 

 
 

 
 

実
在
と
は
み
な
さ
れ
な
 

 
 

 
 

 
 

ヒ
の
 理
解
の
仕
方
に
従
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

る
 0
 
こ
の
真
実
在
は
 

 
 

 
 

接
点
を
も
っ
の
で
あ
 

 
 

と
 、
芸
術
領
域
に
お
け
る
自
然
主
義
や
写
実
主
義
を
 、
 あ
る
い
は
哲
学
上
の
立
 

 
 

 
 

な
 い
 立
場
を
意
味
す
る
 

 
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

げ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
 

 
 

 
 

は
位
置
づ
げ
ら
れ
る
も
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

ア
 
（
日
の
 
0
 「
 
守
 ，
観
照
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
 と
で
あ
る
。
テ
オ
 リ
 

 
 

 
 

よ
う
な
性
格
が
、
先
述
 

エ
ロ
 
l
 ス
 

 
 

 
 

て
 「
 ヵ
 イ
ロ
ス
に
対
す
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し
か
し
、
「
ロ
ゴ
ス
へ
の
愛
」
 

あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
 テ
 

次
に
、
技
術
的
実
在
論
に
若
 

神
の
担
い
手
た
る
人
間
の
所
有
 

支
配
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
 

 
 

約
ロ
。
コ
ス
の
 
円
 現
態
（
の
 コ
 田
の
汀
の
汗
 

ざ
 ）
な
の
で
 

 
 

典
型
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

は
 人
間
以
外
の
理
性
的
存
在
者
に
で
は
な
く
、
 精
 

 
 

り
 、
人
間
が
自
然
的
事
物
の
中
心
で
あ
り
他
を
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

術
 に
よ
っ
て
 、
 次
い
で
技
術
に
よ
っ
て
」
事
物
の
 

 
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
あ
る
と
さ
れ
る
が
㌔
 

ネ
 

 
 

 
 

の
力
」
を
有
す
る
程
度
 

 
 

 
 

と
き
の
 抱
 え
方
で
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
 

ん
と
す
る
個
々
の
運
動
 

 
 

臆
 す
る
こ
と
に
お
い
て
合
一
を
求
め
る
と
説
か
れ
る
。
 
「
・
存
在
す
る
一
切
の
も
 

 
 

 
 

は
と
る
。
即
ち
、
栄
養
 

 
 

 
 

 
 

の
 純
粋
観
照
な
の
で
あ
 

 
 

 
 

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

一
者
に
対
す
る
積
極
的
 
 
 

 
 

の
う
ち
で
は
、
時
間
 契
 

 
 

 
 

な
い
 0
 従
っ
て
、
こ
こ
 

 
 

 
 

れ
を
一
生
の
う
ち
四
回
 

（
 
ミ
リ
 

）
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、
た
し
か
に
一
面
で
は
 

 
 

 
 

れ
機
械
的
に
計
量
可
能
 

（
 
邸
 
）
 

 
 

動
物
は
労
力
に
 

、
 
岩
は
建
築
石
材
に
…
…
。
更
に
 

、
 九
世
紀
に
入
る
と
人
間
 

 
 

し
て
管
理
す
る
事
態
を
招
来
せ
し
め
た
。
こ
う
し
た
」
 

連
の
背
景
に
は
、
ム
ロ
 

理
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 （
（
 

9
 
日
生
日
の
し
こ
と
を
 

 
 

 
 

ぅ
 
の
も
、
歴
史
に
は
、
技
術
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と
は
木
質
的
に
異
 

 
 

 
 

 
 

能
 性
を
む
し
ろ
 奪
 

 
 

 
 

リ
ッ
ヒ
 ハ
リ
 
舌
ロ
 
い
方
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

い
る
と
同
時
に
緊
 

 
 

 
 

は
 、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

 
 

 
 

へ
｜
 ゲ
ル
・
マ
ル
 

 
 

 
 

ら
、
 少
く
と
も
 へ
 

 
 

 
 

ら
の
意
識
の
う
ち
 

 
 

 
 

に
 展
開
す
る
個
々
 

 
 

 
 

 
 

え
に
反
映
し
た
も
 

 
 

 
 

変
 的
な
も
の
と
さ
 

 
 

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

n
p
 

（
母
の
）
に
 

対
 

 
 

 
 

な
る
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

な
い
も
の
は
真
の
 

 
 

 
 

存
の
深
み
に
自
己
 

 
 

 
 

の
 根
本
規
定
は
そ
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
背
馳
す
 で す 
るれ もが 自 身存 「 あ る れ る、 のので 生、 体ゲス l クに ょ 張を をすこの ぅ る 
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初期 ア
 
イ
 

（
 
肘
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
 

 
 

 
 

る
こ
と
（
 日
あ
ゴ
オ
 
0
 コ
下
 
Ill  (259 

 
 

 
 

あ
り
、
同
時
に
「
精
神
に
そ
 

   
 

 
     の 宗教論 

転 と 

換 ら 

さ え 
ね ら 

て れ 
基 て 
礎 い 
づ る 

  
臼 え む る 

  
" "  八 百冊 5 

正しく信仰的と名宗教意識を「信仰」、 は 、、 
  
  
  
Ⅴ こ 臼 

ょ が 

  

信仰とは 或由のロ も の田の ・ 

る コ 

特 に 
 
 

 
 

 
 

 
 

に
 宗
教
的
実
存
と
は
 言
 

こ
と
は
あ
り
う
る
。
 
テ
 

 
 

 
 

か
 、
歴
史
的
運
命
の
究
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

の
 問
い
に
対
す
る
答
え
 

 
 

 
 

ム
が
 最
終
結
論
と
な
っ
 

 
 

 
 

越
し
て
現
実
的
脅
威
と
 

な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

信
仰
的
実
在
論
」
は
 

 
 

 
 

 
 

存
的
 契
機
を
媒
介
に
し
 
 
 

 
 

）
態
度
で
あ
る
と
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

の
 Ⅱ
 ゆ
コ
 由
の
局
と
く
 

0
 Ⅱ
宙
の
 

コ
 ）
 

 
 

 
 

と
は
無
制
約
的
な
も
の
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

の
こ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 



 
 

 
 

る
 。
精
神
を
と
ら
え
る
 

 
 

 
 

し
な
が
ら
、
「
 
無
 制
約
的
 

 
 

 
 

内
の
存
在
で
あ
る
と
す
 

 
 

 
 

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
年
 
5
 
 
円
Ⅰ
曲
コ
 

の
い
 
の
 コ
 隼
の
 
コ
 N
 

 
 

 
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
 テ
 

（
 
甜
 ）
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
 

 
 

 
 

 
 

（
 
円
 Ⅱ
曲
コ
 

の
 
年
ぢ
 
い
 
の
 コ
 Ⅰ
の
 
コ
ぃ
 
）
 

 
 

 
 

こ
ま
で
も
歴
史
的
現
実
 
 
 

 
 

機
 も
こ
れ
を
歴
史
を
超
 

 
 

 
 

ら
ん
だ
瞬
間
即
ち
 ヵ
イ
 

 
 

 
 

的
 内
在
、
内
在
的
超
越
 

 
 

 
 

現
実
へ
の
垂
直
的
突
破
 

 
 

 
 

で
は
な
い
 0
 そ
れ
は
っ
 

 
 

 
 

決
断
の
性
格
を
も
つ
に
 

 
 

 
 

は
ヵ
 イ
ロ
ス
で
は
な
く
 

 
 

 
 

に
 、
む
し
ろ
歴
史
的
 運
 

 
 

 
 

示
す
の
で
あ
る
。
で
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英
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

こ
の
相
対
主
義
は
懐
疑
論
 
113  

 
 
 

 
 

。
即
ち
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 
信
 
㏄
 

 
 

 
 

。
こ
れ
で
は
、
動
態
的
 真
 

 
 

ヒの 

 
 

 
 

 
 

ス
 か
ら
の
認
識
に
よ
っ
 

宗教 話 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

担
 う
 も
の
で
あ
る
か
ら
 

Ⅰ
の
 
/
 

テ理且  
 

 
 

Ⅰ
の
Ⅱ
の
仔
が
 

ヱ
 の
甘
の
目
ト
リ
 

す
 Ⅰ
 
，
 

 
 

 
 

面
を
含
み
な
が
ら
、
 な
 

 
 

強
調
さ
れ
た
が
に
立
脚
す
る
信
仰
的
実
在
論
は
 、
 真
理
を
 い
 か
な
る
も
の
 

 
 

 
 

予
想
せ
し
め
る
も
の
な
 

 
 

 
 

性
の
関
係
を
信
仰
的
 実
 

 
 

 
 

も
の
の
直
接
取
上
げ
ら
 

 
 

 
 

が
ど
う
と
ら
え
直
す
か
 

を
み
て
み
た
い
。
 

五
 

 
 

 
 

と
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
 

 
 

 
 

対
し
て
実
存
的
疑
念
を
 



 
 

 
 

ス
に
 立
脚
す
る
か
ぎ
 

 
 

 
 

無
 制
約
的
に
力
あ
る
も
 

 
 

 
 

っ
て
表
現
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

の
な
か
に
そ
れ
を
置
き
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

相
対
主
義
を
神
 律
 の
も
 

、
 （
㏄
）
 

 
 

 
 

貌
 を
お
び
る
の
で
あ
 

る
 。
 

は
 カ
イ
ロ
イ
 

の
両
義
性
に
 

る
 。
相
対
が
 

あ
り
、
ま
た
 

識
 、
カ
イ
ロ
 

 
 

 
 

そ
の
も
の
 

 
 

 
 

か
で
あ
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
 

 
 

 
 

人
 Ⅲ
 らハ
り
靭
咄
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
は
 

 
 

 
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
は
「
カ
イ
ロ
 

 
 

 
 

に
 立
つ
か
ぎ
り
に
お
い
 

 
 

 
 

る
 点
で
は
相
対
的
な
の
 

（
㎝
）
 

 
 

 
 

。
そ
れ
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
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初期ティリッヒの 宗教論理 

 
 

 
 

教
説
 に
示
唆
さ
れ
た
も
 

  

 
 

 
 

コ
幅
し
 &
 

（
㏄
田
口
 

ヰ
叶
ゆ
由
 

Ⅱ
 
再
 @
 Ⅱ
Ⅱ
 
0
 目
 ）
～
（
）
が
ロ
ロ
・
 

ゴ
 o
p
 
い
す
 
0
0
 
幅
 -
 
 

ト
の
 
Ⅱ
 肚
 ）
の
・
 ト
か
 
の
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セ
 0
 臣
 Ⅱ
 匹
巴
米
ワ
 
二
 
%
 臣
 e
 「
・
 
ト
の
 
切
切
）
・
の
・
 

ト
の
 

（
 
け
 ）
下
の
の
の
㌃
日
ま
 

色
 -
.
 
 

の
・
 H
 
ト
 

註
 

 
 

 
 

・
（
 援
 0
%
 
ご
リ
 
@
 ガ
 0
 目
（
 
話
耳
 

 
 

（
二
の
 

ゴ
 の
い
目
の
す
 

幅
 e
 の
の
 
コ
 の
の
 
ゴ
燵
 
Ⅱ
（
 
、
ト
 
0
 の
の
，
の
・
ゆ
 

り
 1
,
 
げ
の
 

 
 

 
 

以
下
。
 

 
 

九
五
五
年
、
一
六
二
 
｜
 一
六
三
頁
。
 

 
 

0
 
C
 

口
才
 

e
 
Ⅱ
臼
田
 

ぺ
 0
 Ⅱ
の
す
 
ざ
 ㏄
 岨
 0
 
 
㌧
Ⅱ
 
0
 の
 
9
 
 
ト
の
 
町
ト
 
）
で
・
の
 

（
 
5
 ）
㌧
・
田
ぃ
）
Ⅰ
 

ぃ
 
ハ
目
 

ゴ
 ・
 ヨ
乙
 ・
 
-
 
 
づ
 ・
ハ
リ
 

 
 

 
 

e
 「
）
が
ゆ
の
毛
の
Ⅱ
 

ガ
，
ト
 
の
 0
 Ⅱ
）
 

の
 ・
 ト
の
 
1
 か
 む
 

（
 
7
 ）
（
 
8
 ）
㌧
・
Ⅰ
 イ
 p
p
 

ぢ
ゴ
、
ぎ
 
山
ロ
 
，
 
・
の
・
 
か
 Ⅱ
 

（
 
9
 ）
㌧
・
円
 い
 
）
 
ロ
い
 

の
す
 
-
 
 
邑
乙
 ・
 
、
の
 ・
仕
の
 

 
 

 
 

主
義
の
娘
な
の
で
あ
 

る
 。
」
 

 
 

 
 

ト
ゆ
 

 
 

の
 ・
肚
の
 

（
 レ
 ）
㌧
・
 円
 二
ロ
 
ざ
 F
.
 ヰ
ヱ
 
&
.
.
 
の
・
 づ
ト
 

（
 穏
 ）
㌧
・
円
円
）
）
 

ざ
サ
 
・
し
日
・
 
-
 の
 ・
 m
o
 

（
 
M
 ）
（
 
巧
 ）
 
中
 ・
 H
 二
目
 
り
ゴ
、
レ
ヴ
山
 

q
.
.
 
 

の
・
か
 

め
 

 
 

 
 

叫
か
う
す
 
仁
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幅
 @
 づ
簗
綴
幅
 



（
 
弗
 ）
㌧
 p
O
 

（
山
ロ
二
の
 

、
い
 
す
 い
口
 
・
・
 

H
H
M
.
 

の
。
の
・
 

づ
 ・
 い
ヰ
 
㏄
 

 
 

 
 

源
 」
「
 
実
 な
る
者
」
「
 
根
 

 
 

 
 

岸
 二
の
 
F
.
,
 
い
 旦
ヨ
 

6
1
 

 
 

 
 

 
 

肉
 す
る
、
即
ち
 

 
 

 
 

 
 

p
 
 ヰ
 Ⅰ
 ト
 
ド
。
 
拉
 

の
 ・
轄
の
 

 
 

へ
 、
四
目
 

（
 
四
 ）
㌧
・
 円
二
 p
 
ざ
ゴ
 -
 ぎ
田
 ：
の
・
 白
 け
 E
 口
 隼
 0
.
 
釦
か
 

 
 

 
 

職
業
と
し
て
の
学
問
 b
 

岩
波
文
庫
、
昭
和
一
一
年
、
二
九
頁
。
 

（
 
お
 ）
ヴ
ェ
ー
。
ハ
ー
、
同
重
日
、
五
エ
 

ハ
 吉
日
月
。
 

（
 
舛
 ）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
同
室
 目
 
、
五
七
頁
。
 

 
 

穏
 ・
～
 
d
 
：
 
、
い
 お
 

（
四
）
（
 

あ
 ）
㌧
・
 

H
p
 

目
ざ
ゴ
 
・
 デ
乙
 ・
・
の
・
の
 

ト
 

（
四
）
（
㏄
）
 
づ
 ・
 H
 岸
 Ⅰ
 
ざ
甘
 ・
 p
 
サ
ロ
ロ
 

・
・
の
・
 

胡
卜
 
Ⅳ
 

（
 
紐
 ）
 づ
 ・
 ビ
田
 
）
 
ロ
ざ
ぽ
 
-
 ヨ
日
 ・
・
 
m
.
m
 
の
 

 
 

）
 @,
 
パ
住
 「
 
o
 の
 H
,
 
、
ぎ
 @
 の
 ・
 ミ
 ・
く
 と
 ）
 
0
 の
㏄
）
 
絆
ト
 ㏄
 

 
 

、
一
一
三
頁
以
下
。
 

 
 

N
 q
 
、
 
：
 
，
目
 ）
 
@
Q
.
 
寒
 Ⅰ
・
～
 

丈
 ・
 
，
の
 ・
Ⅱ
～
 

（
㏄
）
（
 

舘
 ）
（
 
舘
 ）
 中
 ，
 H
p
 
目
ざ
ォ
 
・
 子
呂
 ・
・
の
・
 
お
 

 
 

お
 ・
の
脚
註
を
参
照
の
こ
と
。
 

 
 

山
 
（
）
 

@
@
 
Q
.
 
 

づ
ナ
 
-
 
Ⅱ
・
Ⅰ
 

申
 Ⅰ
 
、
の
 ・
の
 ト
 

（
Ⅱ
）
 づ
 ・
 ゴ
い
 
Ⅰ
 
卜
ざ
ゴ
 
-
 ぎ
日
 ・
・
の
・
 
ド
ソ
 

ハ
イ
 

 
 

 
 

Ⅱ
）
 
で
 ・
め
の
の
 



初 

 
 

 
 

な
る
も
の
」
 

1
V
 
I
 

こ
 

明 う 

 
 

 
 

の
 「
義
認
 
と
衷
 
7
 

  

 
 

 
 

ッ
ヒ
 は
次
の
表
現
を
し
て
い
 

 
 

 
 

 
 

ア
 イ
 リ
ッ
ヒ
の
 

狐
 

ヒの 宗教論理 

  4 ） ） 55 （ （ 6 ） （ 5 5 

6 3555 （ （ （ 2 （ 1 5 （ 0 4 （ 9 4 （ 84 （ 7 4 45   

  

巨 の 妾巨ミ 0 % 
  

  

    
ニ % 

が 分 目 

  

ナ， し 

と     

  て の 曲 と 

と の は 
合   

わ 
せ 

て、     
  越そ   

  

    宜の cD 純 、 せ ぜ ・ r 



 
 

 
 

あ
り
か
つ
根
底
 

 
 

参
照
。
 

 
 

薫
 ・
 抽
 Ⅰ
 四
ぷ
 

 
 

 
 

絶
対
の
契
機
を
も
つ
も
も
の
み
 

 
 

 
 

候
の
立
場
」
と
 

し
て
絶
対
的
地
位
を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
㌧
・
 
q
 ぃ
コ
ざ
す
 

-
 ヨ
乙
 ・
・
の
・
 

べ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

見
て
い
る
。
し
か
し
そ
 

 
 

 
 

時
に
は
、
わ
た
 

 
 

」
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書評と紹介 

 
 

１
に
 関
 

 
 

先
生
の
牌
 

 
 

て
 、
木
室
 日
 

 
 

宇
野
先
生
 

 
 

っ
た
 問
題
 

 
 

著
者
の
い
 

 
 

っ
 た
の
で
 

 
 

が
 、
先
生
 

 
 

ズ
ム
 の
 研
 

 
 

度
も
応
召
 

 
 

五
年
（
 
一
 

 
 

手
伝
っ
て
 

 
 

 
 

書
評
と
紹
介
 

竹
中
信
 常
著
 

「
タ
フ
ー
の
研
究
 L
 

山
高
扇
昭
和
五
二
年
三
月
刊
 

A
5
 版
四
三
二
頁
八
五
 0
0
 円
 

小
口
俸
 
一
 

 
 

い
 。
こ
の
 

 
 

り
を
つ
げ
 

ら
れ
た
著
者
に
敬
服
せ
ざ
る
を
え
た
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
と
 同
 

 
 

わ
れ
る
こ
 

 
 

が
 
「
神
聖
 

 
 

い
 う
 形
で
 

 
 

た
 経
緯
を
 

明
か
に
し
て
い
る
。
 

 
 

的
 タ
ブ
 

 
 

フ
ロ
ー
ム
 

 
 

を
 紹
介
し
 

 
 

呪
術
的
 タ
 

 
 

げ
る
。
 
そ
 

 
 

詞
 と
す
べ
 

 
 

摘
 す
る
。
 

 
 

な
も
の
で
 

 
 

祝
 す
る
。
 

 
 

も
 重
要
 

 
 

理
論
を
批
 

 
 

族
 心
理
学
 

  

 
 
 
  
 

か
ら
、
さ
ら
に
精
神
分
析
学
派
の
所
説
の
究
明
に
及
ぶ
。
 

 
 
 
 

 
 

的
 機
能
 

 
 

 
 



現
 さ
れ
 ば
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
 う
 。
 

 
 

ラ
ド
 ク
リ
 

 
 

」
れ
に
 関
 

 
 

調
査
 報
 

 
 

 
 

体
 、
価
値
あ
る
報
告
で
あ
る
 

 
 

の
 最
後
に
 

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

問
 項
目
の
中
で
も
「
 十
 

 
 

 
 

曜
日
の
十
三
日
」
と
す
べ
 き
 

 
 

 
 

し
て
は
い
げ
な
い
」
と
い
 

 
 

 
 

層
 に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

っ
 た
か
も
し
れ
な
い
。
折
角
の
調
査
な
の
 
で
、
今
後
さ
ら
に
継
続
し
て
 

は
こ
れ
に
入
ら
な
い
の
で
あ
 

合
 と
は
関
係
な
く
お
こ
 
た
 

干
 十
二
支
と
の
関
係
の
箇
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

い
う
 副
 

 
 

社
会
的
 規
 

 
 

 
 

い
 わ
ゆ
る
聖
地
・
聖
域
に
 

 
 

 
 

馬
や
奄
美
の
事
例
は
、
す
こ
 

 
 

よ
 う
 に
 変
 

も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
お
 

 
 

 
 

女
 ）
の
神
事
に
は
、
特
定
 

 
 

を
 見
る
こ
 

い
る
。
 

 
 

 
 

五
五
）
の
光
学
会
連
合
 

 
 

 
 

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

れ
て
 ぃ
 

 
 

果
 で
あ
る
 

 
 

 
 

塞
 い
て
い
る
の
で
、
日
忌
の
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知
ら
れ
て
 

 
 

民
俗
学
的
 

 
 

隣
の
村
落
 

 
 

B
 地
区
で
 

 
 

と
に
注
目
 

 
 

に
よ
 る
も
 

 
 

俗
学
的
な
 

 
 

 
 

と
の
 接
 

 
 

し
、
 俗
の
 

 
 

タ
ブ
ー
が
 

 
 

と
 甘
ロ
い
、
 

 
 

ら
 心
理
的
 

変
化
の
面
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
」
こ
と
に
賛
同
し
た
い
。
 

 
 

て
い
 

 
 

権
威
と
が
 

 
 

性
 に
よ
る
 

 
 

「
物
忌
」
 

 
 

術
 ・
宗
教
 

 
 

意
味
」
に
 

 
 

ね
 、
宗
教
観
念
 

 
 

て
い
る
と
こ
ろ
 

 
 

い
る
。
 四
 、
「
 イ
 

 
 

で
は
十
分
で
な
 

  式 でめ あ な と 観 とな さ る く 

  
井 と 

門社 
富会 

変動 二夫   

会 
頁   

二九 
四七 
O 九   

R く 円 - 
月   Ⅱ 干 さ 

べれ 
さ   一見 

l う 金属 l が なナ 認 にき で か こ教 宗親しる読て 念え。 明い 
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教
 L
 
、
 森
 

 
 

「
現
代
案
 

 
 

が
 代
表
的
 

 
 

し
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 

取
れ
ま
す
 

 
 

の
 理
論
的
 

 
 

す
 。
本
書
 

 
 

な
 困
難
で
 

 
 

会
 変
動
を
 

 
 

論
文
執
筆
 

 
 

ら
に
論
文
 

集
 と
い
う
性
格
に
も
帰
国
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
 

 
 

機
 と
な
 

 
 

に
関
す
る
 

 
 

に
関
す
る
 

 
 

こ
こ
で
 

 
 

述
べ
る
こ
 

と
に
し
た
 

い
と
 
思
い
ま
す
。
 

 
 

、
幕
末
 

 
 

ば
し
た
 
教
 

 
 

す
る
」
 
五
 

 
 

す
 。
国
家
 

 
 

桔
 の
な
か
 

援
 

 
 

 
 

、
戦
後
 そ
 

 
 
 
 

 
 

外
 の
 話
要
 

②
 

囚
が
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
 

」
で
は
 

 
 

及
ぼ
す
 ょ
 

 
 

の
方
向
を
 

 
 

合
性
格
論
 

 
 

ス
ト
教
に
 

 
 

ね
く
存
在
 

 
 

て
い
ま
 

 
 

が
 重
層
 円
 

 
 

代
 化
の
進
 

 
 

始
ま
り
、
 

 
 

的
 遍
在
的
 

 
 

0
 社
会
 体
 

 
 

い
 主
日
午
 
層
 

 
 

述
べ
ら
れ
 

 
 

は
 普
遍
 主
 

 
 

て
は
象
徴
 

 
 

く
る
ア
ン
 

 
 

の
場
ム
ロ
に
 

 
 

理
解
さ
れ
 

 
 

と
は
筆
者
 



書評と紹介  
 

の
 説
明
が
 

 
 

ド
こ
 
、
 並
 日
活
 

随
 

 
 

こ
と
の
 問
 

 
 

青
年
層
 は
 

 
 

理
的
 性
格
 

 
 

え
た
い
で
 

 
 

の
か
が
 解
 

萌
 さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
 

 
 

」
で
は
 

 
 

土
日
 

ゅ
川
詰
咽
に
活
 

Ⅲ
 に
 

 
 

い
ゐ
盃
教
 
」
 

 
 

の
ゐ
 
示
教
 的
 

 
 

の
 相
関
で
 

 
 

 
 

む
し
ろ
 統
 

っ
て
判
断
 

 
 

。
ま
た
 日
 

 
 

術
 的
、
現
 

 
 

が
 成
長
し
 

 
 

こ
と
は
、
 

 
 

で
、
筆
者
 

 
 

ば
な
ら
な
 

い
 の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

 
 

過
程
」
 

 
 

れ
て
 ぃ
ま
  

 

播
 ・
浸
透
 

 
 

に
地
域
会
 

 
 

構
造
・
 宗
 

 
 

間
は
社
会
 

 
 

宗
教
諸
相
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
た
だ
 気
 

社
会
学
の
 

的
 枠
組
を
 

信
仰
が
 伝
 

的
 世
界
観
 

ら
か
に
さ
 

い
っ
た
 側
 

 
 

る
の
で
は
 

 
 

明
 が
行
な
 

 
 

て
く
る
の
 

 
 

の
 「
 
現
証
 」
 

 
 

共
有
さ
せ
 

 
 

ま
す
。
 こ
 

 
 

が
 信
者
の
 

 
 

し
ょ
う
 

カ
 

 
 

島
 の
一
別
 

 
 

 
 

ぬ
域
 社
会
 

 
 

 
 

仰
の
救
済
は
 



 
 

て
い
る
 ム
 

 
 

衰
退
と
世
 

 
 

リ
ッ
ク
 、
 

 
 

な
さ
れ
て
 

 
 

生
活
歴
な
 

 
 

す
る
と
 述
 

 
 

、
今
後
 詰
 

要
因
相
関
の
解
明
が
行
な
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

 
 

道
 発
目
 

 
 

で
は
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

。
そ
の
場
 

 
 

成
立
し
 、
 

 
 

る
 結
果
と
 

 
 

制
度
の
維
 

 
 

関
与
し
た
 

 
 

い
 規
範
に
 

 
 

%
 区
劃
 制
 

 
 

に
 立
脚
 す
 

 
 

宗
教
変
動
 

 
 

変
動
過
程
 

 
 

部
落
祭
祀
 

 
 

次
い
で
 村
 

 
 

十
分
包
摂
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

層
 が
重
層
 

 
 

こ
と
は
、
 

 
 

 
 

何
ぜ
 対
立
 

い
て
の
 分
 

 
 

述
べ
ら
れ
 

 
 

記
 さ
れ
る
 

 
 

立
 、
調
和
 

の
 内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
 

 
 

か
り
 
七
本
数
 

 
 

な
調
査
、
 

 
 

論
文
は
啓
 

 
 

流
れ
て
 ぃ
 

 
 

教
 文
化
の
 

 
 

ぅ
 。
こ
れ
 

 
 

本
書
に
収
 

 
 

て
 可
能
で
 

 
 

に
と
っ
て
 

重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
と
 い
 え
ま
す
。
 



 
 

の
 論
点
 

 
 

で
あ
る
こ
 

と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
 

ほ
ぼ
本
書
の
流
れ
に
そ
っ
て
内
容
を
要
約
し
ょ
う
。
 

 
 

つ
つ
、
 

 
 

提
示
さ
れ
 

 
 

透
 を
こ
。
 
は
 

 
 

と
い
う
 厳
 

 
 

か
っ
た
 、
 

 
 

仏
 習
合
の
 

 
 

て
 、
平
安
 

 
 

に
 念
仏
を
 

 
 

が
あ
げ
ら
 

 
 

葬
送
に
ま
 

 
 

神
事
は
此
 

 
 

。
神
仏
 隔
 

 
 

的
 性
格
と
、
 

 
 

の
上
に
成
 

 
 

も
ち
、
 政
 

 
 

の
神
祇
 信
 

 
 

数
 に
対
し
 

 
 

。
し
た
が
 

 
 

史
的
に
究
 

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

書評と紹介 

ど ほ の あ 注性 がる 

の よ (3) 捉 え (2) よ う ㈲ る 。 目を し鋭 っ右 ての低ぬ木舞「 吉 
う 古る 宗に 宗 、 く 本モ 宗ピ 人力 民 
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勢
 神
宮
に
 

 
 

じ
ら
れ
 

 
 

戒
の
様
式
 

 
 

の
お
も
か
 

 
 

こ
と
へ
の
 

 
 

道
 的
な
 排
 

 
 

つ
 げ
を
 与
 

え
て
い
る
。
 

 
 

制
 初
期
 

 
 

ぇ
 返
さ
れ
 

 
 

の
 「
古
代
 

 
 

注
目
さ
れ
 

 
 

硫
化
を
意
 

 
 

志
向
を
示
 

お
み
 

 
 

清
 麻
呂
は
 

 
 

一
一
の
記
事
 

 
 

て
 催
さ
れ
 

 
 

 
 

、
復
た
法
 

 
 

 
 

と
い
う
 記
 

 
 

ム
 
れ
ぬ
も
の
 

不
レ
触
物
 ぞ
と
な
も
人
の
念
い
て
あ
る
 

 
 

本
 忌
み
し
が
如
く
は
 

 
 

不
レ
思
 し
 

  重の 
  詐記 
  の事 
  
祭イ 
に   あ 
た モ 

  っ チ 
て l 
下 フ 

さ と 

れ し 

たて 
  
  等奄第 
を 一 
ば の 

二 一 宝 。 ，， 。 、 事 。 己 

ょ は 
  り 称 
離 、 徳 
  げ天 
て室 

 
 

ゆ
る
 仏
 

 
 

ヒ
の
 
一
一
つ
 

 
 

戯
が
 加
え
 

u
5
 

 
 

 
 

簡
略
化
さ
 

 
 

れ
て
ぃ
狙
 

 
 

か
ん
 
み
そ
 

 
 

文
化
の
影
 

 
 

ね
 、
文
武
 

 
 

諸
王
朝
の
 

 
 

、
そ
の
内
 

 
 

化
し
、
 そ
 

 
 

衝
天
皇
が
 

 
 

う
 な
「
 自
 

覚
 さ
れ
た
祭
儀
」
で
あ
っ
た
。
 

 
 

味
と
拍
 

 
 

。
折
口
 信
 

 
 

 
 

上
げ
」
の
 

 
 

正
客
に
す
 

 
 

し
た
朝
賀
 

 
 

と
は
日
本
 

 
 

の
で
あ
っ
 

 
 

シ
ン
ボ
ル
 

 
 

所
で
あ
 

 
 

宮
廷
の
特
 

 
 

自
分
 

 
 

入
っ
て
く
 

 
 

に
排
 仏
意
 



識
の
原
点
、
「
神
仏
隔
離
の
論
拠
」
が
あ
る
。
 

 
 

エ
ハ
）
 
吾
刊
 

 
 

を
 媒
介
 と
 

 
 

導
か
れ
て
 

 
 

誠
 で
あ
る
 

 
 

も
の
で
は
 

 
 

か
 神
聖
な
 

 
 

う
 に
 、
食
 

 
 

っ
 た
し
、
 

 
 

日
本
人
に
 

 
 

回
国
男
 自
 

 
 

は
ば
 広
く
 

 
 

ぃ
 。
む
し
 

 
 

内
の
墓
地
 

 
 

場
合
も
見
 

ら
れ
る
。
 

 
 

い
く
 端
 

 
 

期
間
に
対
 

 
 

ぞ
れ
に
 貴
 

 
 

喪
葬
 今
 に
 

 
 

際
 が
か
み
あ
わ
 

 
 

皇
は
百
済
王
氏
 

 
 

祀
 の
 礼
と
謁
廟
 

 
 

化
に
強
い
関
、
心
  
 

な
 名
分
 思
 

 
 

い
る
。
 
一
 

 
 

と
図
 礼
が
 

 
 

林
示
 
己
心
立
目
 

ゅ
 
川
棚
 

暇
 

 
 

う
 に
 、
禁
 

 
 

の
 政
治
 過
 

 
 

る
 。
七
口
 
凶
 

 
 

へ
の
脱
皮
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

の
 円
心
相
口
 

 
 

呂
の
活
躍
 

 
 

理
強
化
が
 

 
 

さ
れ
た
。
 

 
 

制
度
に
 倣
 

 
 

た
 宗
教
」
 

 
 

承
認
さ
れ
 

た
 禁
忌
」
を
規
定
し
て
い
る
。
 

 
 

と
 民
俗
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

仏
教
の
影
 

 
 

機
 に
過
敏
 

 
 

に
 冷
淡
で
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

を
 恐
れ
て
 

 
 

 
 

族
 通
有
の
は
 



 
 

、
さ
ほ
ど
 

 
 

民
俗
信
仰
 

 
 

民
俗
信
仰
 

 
 

守
護
憲
 と
 

 
 

帯
を
忌
む
 

 
 

れ
る
 よ
う
 

 
 

左
右
 吉
が
 

 
 

想
 に
も
と
 

 
 

律
令
貴
族
 

 
 

ハ
 
り
ぬ
不
忌
土
日
り
 

 
 

と
と
も
 

 
 

成
さ
れ
て
 

か
ら
で
あ
っ
た
。
 

 
 

頭
に
か
 

 
 

期
 で
あ
っ
 

 
 

の
 思
想
の
 

 
 

と
 、
こ
の
 

 
 

る
 新
し
い
 

 
 

あ
る
。
 

初
め
に
あ
げ
た
三
つ
の
 
問
 い
に
か
え
ろ
 う
 。
 

 
 

た
 出
来
 

 
 

相
互
関
係
 

 
 

る
 。
記
録
 

 
 

意
識
の
起
  
 

書
 に
は
、
 

穏
 

 
 

 
 

、
宗
教
 意
 

 
 

。
 と
 

 
 

 
 

る
 コ
ン
プ
 

 
 

ん
的
で
い
 

 
 

に
よ
っ
て
 

 
 

し
た
着
実
 

 
 

古
代
史
に
 

 
 

忌
の
固
有
 

 
 

の
 歴
史
的
 

 
 

俗
学
と
歴
 

史
学
と
の
希
有
な
出
会
い
な
実
現
し
て
い
る
と
い
え
 よう
 。
 

 
 

の
 貫
徹
 

 
 

重
目
と
し
て
 

 
 

｜
ズ
 

 
 

史
 現
象
の
 

 
 

文
脈
の
再
 

 
 

成
立
は
 、
 

 
 

神
仏
習
合
 

 
 

中
で
の
 禁
 

理
 

 
 

り
よ
く
 

 
 

れ
る
十
年
 

 
 

ら
の
問
題
 

 
 

「
あ
と
 



 
 

ら
れ
て
 ぃ
 

 
 

の
 成
立
」
 

 
 

う
 に
思
わ
 

 
 

互
の
関
係
 

 
 

る
の
で
は
 

 
 

帰
結
で
は
 

 
 

ば
 、
こ
の
 

点
は
容
易
に
克
服
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

 
 

 
 

人
の
原
 

 
 

の
 伝
統
的
 

 
 

③
 排
 仏
意
 

 
 

な
 え
て
、
 

 
 

。
未
分
化
 

 
 

思
想
へ
と
 

 
 

理
解
で
ぎ
 

 
 

に
つ
い
て
 

 
 

学
 ・
宗
教
 

 
 

ろ
 う
 。
 し
 

 
 

神
道
の
成
 

 
 

残
し
て
い
 

 
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
 

 
 

、
伊
勢
神
官
や
 
 
 

神
道
教
 説
 

 
 

論
じ
る
た
 

 
 

立
 」
段
階
 

 
 

う
 に
 、
本
 

 
 

「
神
道
の
 

 
 

に
 神
道
の
 

 
 

を
し
め
て
 

 
 

 
 

 
 

丈
 の
 決
 

 
 

の
 少
な
か
 

 
 

仏
 隔
離
の
 

 
 

す
る
と
 ぃ
 

 
 

し
て
い
 

 
 

る
習
 ム
ロ
の
 

 
 

重
要
性
に
 

 
 

ら
 国
家
 神
 

 
 

昼
が
 築
か
 

 
 

る
と
、
 
習
 

 
 

意
識
が
 隔
 

 
 

の
は
救
済
 

 
 

は
い
え
、
 

 
 

階
へ
の
 白
 

化
 

 
 

 
 



 
 

 
 

宗
教
の
木
質
と
す
る
こ
と
 
0
 

 
 

 
 

と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
ま
し
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

態
と
見
な
す
こ
と
に
は
 
大
 

 
 

、
た
と
え
 

 
 

、
ト
 

Ⅰ
 カ
 0
 

 
 

 
 

明
確
な
一
義
的
に
規
定
 

 
 

代
 史
の
着
し
に
く
い
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

遍
 主
義
 

 
 

る
の
は
、
 

 
 

 
 

上
的
 
・
世
俗
的
）
と
が
必
然
 

 
 

 
 

思
わ
れ
る
点
も
、
枠
組
 再
 

 
 

 
 

化
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
 反
 

 
 

 
 

が
ら
土
着
の
特
殊
主
義
的
 
 
 

 
 

着
 の
も
の
を
シ
ン
ボ
ル
 
と
 

 
 

普
遍
的
な
 

 
 

だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

本
の
仏
教
的
伝
統
は
し
ば
 

 
 

 
 

、
近
代
新
宗
教
（
萌
芽
的
 

 
 

遍
 主
義
的
 

 
 

た
 ね
ち
、
 

 
 

 
 

書
の
主
題
が
、
彼
岸
志
向
 

 
 

 
 

殊
 主
義
と
し
て
現
わ
れ
る
 

 
 

の
 見
方
と
 

 
 

る
の
は
 確
 

 
 

 
 

関
係
の
す
べ
て
を
つ
く
す
 

 
 

 
 

の
 多
様
な
局
面
は
、
普
遍
 主
 

 
 

 
 

と
 土
着
文
化
・
文
明
と
未
開
 

 
 

 
 

ぅ
 視
点
か
ら
追
究
さ
れ
る
べ
 



 
 

に
 関
す
 

 
 

教
の
資
料
 

 
 

が
 一
九
七
 

 
 

想
 シ
リ
ー
 

 
 

や
 「
印
度
 

 
 

わ
た
っ
て
 

 
 

に
わ
た
る
 

 
 

に
 新
鮮
な
 

収
穫
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
 い
 。
 

 
 

篇
 の
一
一
 

論
文
を
付
加
し
て
い
る
。
 

 
 

題
し
、
四
章
に
 

 
 

が
 力
説
す
る
の
 

 
 

教
の
 
「
 
毎
記
 」
 

三
枝
売
高
著
 

「
初
期
仏
教
の
思
想
」
 

東
洋
哲
学
研
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七
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七
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A
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一
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0
0
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藤
田
宏
 遠
 

ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

  
は と れ 
「 見 に 
こ ろ せ 
こ 説 よ 

ろ は   

」 強 こ 

と く こ 

題排 で 

いる 韻 。 二 因 
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テ
ィ
ー
 ア
 

 
 

「
 亜
撲
 
」
 

 
 

説
 で
は
 

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

 
 

か
ら
 成
 

 
 

仏
教
」
と
 

 
 

で
、
資
料
 

 
 

ぅ
が
、
そ
 

 
 

あ
る
こ
 

 
 

と
に
尽
き
 

 
 

よ
 り
な
が
 

 
 

思
想
の
私
 

的
 解
釈
」
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
と
述
べ
る
。
 

 
 

教
 の
 思
 

 
 

の
 解
釈
を
 

展
開
す
る
。
 

 
 

初
期
 仏
 

 
 

し
、
 先
の
 

 
 

学
の
否
定
」
 

 
 

者
の
見
る
 

 
 

も
 思
わ
れ
 



 
 

げ
、
 「
 こ
 

 
 

フ
ッ
ダ
 の
 

 
 

本
曲
私
と
し
 

 
 

る
 。
 

 
 

検
討
す
 

 
 

る
 資
料
を
 

 
 

お
い
て
 示
 

 
 

時
間
的
な
 

 
 

・
 虹
常
の
 

 
 

ら
え
ら
れ
 

 
 

が
 根
拠
 づ
 

げ
ら
れ
る
と
も
 
い
う
 。
 

 
 

え
る
 根
 

 
 

、
つ
い
で
 

 
 

）
を
「
 っ
 

 
 

、
こ
れ
を
 

 
 

勤
 し
う
 

 
 

い
う
よ
う
 

 
 

資
料
（
 二
 

 
 

叩
に
 近
い
 

解
釈
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

が
 
「
 執
 

 
 

て
 
「
執
著
 

 
 

そ
れ
が
 古
  

 

を
 例
証
 す
舘
 

 
 

教
の
後
代
 
1
 

 
 

 
 

論
じ
て
い
 

獅
 

 
 

 
 

「
無
音
 
甲
｜
 

 
 

で
あ
る
こ
 

 
 

い
こ
と
を
 

強
調
し
て
い
る
。
 

 
 

し
い
 研
 

 
 

0
 間
 題
に
 

 
 

集
 ・
 滅
 

 
 

を
ま
と
め
 

 
 

口
調
」
と
 

 
 

ま
い
」
と
 

い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

関
心
が
 

 
 

成
立
し
 、
 

 
 

に
 「
正
見
」
 

 
 

成
し
た
 事
 

清
 に
つ
い
て
の
見
解
も
述
べ
る
。
 

 
 

る
 。
 著
 

 
 

い
る
、
 と
 

 
 

因
縁
」
と
 

 
 

と
か
、
 

 
 

常
 」
「
 苦
 」
 



書評と紹介  
 

あ
る
い
 

 
 

る
 。
著
者
 

 
 

の
 関
係
性
 

 
 

支
を
立
て
 

 
 

も
 作
ら
 

 
 

解
釈
ま
で
 

は
 示
し
て
い
な
い
。
 

 
 

転
法
輪
 

 
 

フ
ッ
ダ
 が
 

 
 

あ
り
、
 中
 

 
 

ル
ヴ
ァ
ー
 

 
 

万
 結
す
る
 

 
 

そ
れ
に
 ょ
 

 
 

終
章
の
眼
 

目
 と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

経
 の
 経
 

 
 

て
 パ
ー
リ
 

本
 、
漢
訳
本
の
所
伝
を
修
正
し
た
文
献
学
的
論
文
で
あ
る
。
 

 
 

ャ
ュ
卜
 

Ⅰ
ユ
つ
 

リ
ノ
 

 
 

な
 思
想
に
 

 
 

た
も
の
で
 

 
 

教
の
主
要
 

 
 

り
か
た
で
 

 
 

し
 、
宗
教
 
 
 

し
、
 新
し
 

 
 

ク
な
文
 

 
 

な
 い
 特
色
 

 
 

、
 広
く
仏
 

 
 

の
す
ぐ
れ
 

た
 問
題
提
起
の
書
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

問
 点
も
 

 
 

し
て
、
 評
 

者
と
し
て
の
責
任
を
い
ち
お
 
う
 果
た
す
こ
と
に
し
た
い
。
 

 
 

と
い
う
 

 
 

E
 隼
 Ⅰ
 す
抜
 
コ
 
（
 

 
 

の
 思
想
」
 

 
 

れ
だ
け
の
 

 
 

教
 」
と
い
 

 
 

期
 」
と
い
う
 

 
 

ば
 、
「
 原
 

 
 

目
色
 
年
ァ
ガ
日
 

 
 

の
 選
定
に
 

は
も
っ
と
慎
重
な
手
続
ぎ
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
 

 
 

仏
教
の
 

 
 

れ
る
も
の
 

 
 

と
 述
べ
て
 

 
 

と
か
は
 含
 

 
 

を
 求
め
て
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も
 取
り
 

上
げ
る
に
足
る
重
さ
を
持
っ
て
い
る
と
評
者
は
考
え
る
。
 

 
 

）
が
 相
 

 
 

の
中
で
資
 

 
 

（
 由
 
ハ
割
）
 

 
 

文
の
順
序
 

 
 

す
る
際
に
 

 
 

し
て
は
も
 

 
 

。
ま
た
、
 

 
 

と
ん
ど
 含
 

 
 

ら
よ
か
っ
 

た
よ
 う
に
思
 う
 。
 

 
 

を
 提
示
 

 
 

法
 を
と
っ
 

 
 

か
し
こ
の
 

 
 

は
な
か
ろ
 

 
 

あ
げ
る
が
 

 
 

、
さ
ら
に
 

 
 

本
質
」
の
 

 
 

七
五
頁
 以
 

 
 

と
は
 言
 

 
 

が
 残
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

も
 含
め
 

 
 

に
 重
点
を
弘
 

 
 

 
 

き
た
い
。
 

 
 

就
学
的
研
 

椛
 

 
 

は
、
 単
に
 

 
 

か
に
踏
み
 

 
 

必
要
で
あ
 

 
 

が
 、
し
か
 

 
 

た
め
に
 

 
 

は
ず
で
あ
 

 
 

て
い
な
い
 

 
 

v
 
@
 
Ⅴ
こ
 

%
 
㌔
 
一
 

 
 

在
し
て
い
 

 
 

ス
 タ
テ
ィ
 

 
 

は
ま
っ
た
 

 
 

オ
リ
ジ
ナ
 

 
 

料
の
根
底
 

 
 

教
説
 
（
 い
 

 
 

を
 詳
し
く
 

 
 

に
 属
す
る
 

 
 

た
よ
う
 に
 

思
 う
 。
 

 
 

書
 の
 価
 

 
 

研
鎮
が
豊
 

 
 

と
は
確
実
 



 
 

げ
る
 講
 

 
 

ら
れ
た
 
主
 

 
 

序
論
「
 
研
 

 
 

ン
 」
、
 
第
 

 
 

三
章
「
サ
ー
ン
 

 
 

 
 

仁
 

安
本
 

山
口
笛
 
心
 
昭
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Die Religionslogik des f riihen Tillichs 
-besonders uber den glaubigen Realismus- 

Naoya Haga 

Es ist sicher, da13 das Hauptanliegen Tillichs auch in seiner fruheren 
Zeit (1919-1933) in der Begrundung der Kultur durch die Religion 
lag. In diesen Jahren war bereits der Grund gelegt fur die spatere 
Auspragung seines theologischen Systems. 

Wenn wir von der Religionslogik des friihen Tillichs reden, dann 
handelt es sich um den glaubigen Realismus, der nach Tillich eine 
Gesamt- und Grundhaltung zur Wirklichkeit ist. Sie kann als das Denken 
und Erkennen im Kairos oder aus dem Kairos bezeichnet werden. 
Dabei kommt es vie1 darauf an, was die Wahrheit ist und wie sie 
gefal3t werden kann. Bei Tillich heil3t die Wahrheit nicht bloB allge- 
meingeltend, sondern dynamisch-geschichtlich. Er unterscheidet den 
statischen Wahrheitsgedanke von dem dynamischen. Dieser ist die 
Haltung der Wahrheitsauff assung des "glaubigen Relativismus. " Aber 
er:ist der Relativismus, der die Alternative "absolut -relativ9' iiber- 
windet. Denn der Kairos, der Schicksalsmoment des Erkennens, ist 
absolut, insofern er in diesem Augenblick vor die absolute Entscheidung 
fur oder wider die Wahrheit stellt, und er ist relativ, sofern er weil3, 
dal3 diese Entscheidung nur als konkrete Entscheidung, als Zeitschicksal 
moglich ist. 

Fur den glaubigen Realismus ist die Wahrheit das Wirkliche, das 
wahrhaft Wirkliche-Machtige oder das Unbedingte. Es ist zugleich die 
eigentlichen Seinsmachtigkeit in den Strukturen, die der historische 
Prozef3 selbst hervorbricht. 

Unsere Vernunft kann solches Unbedingt-Transzendente nicht begrei- 
fen, sondern nach Tillich sie nur ergriffen werden kann. Dieses Ergrif- 
fensein von dem Unbedingten bezeichnet den Religionsbegriff Tillichs, 



The Method of Correlation 
-concerning the theological methodology of Paul Tillich- 

Yasuo ShindZi 

We are now facing the problem of the divergence and the relativity 
af the value in the political, social and cultural areas. And this situat- 
ion has compelled us to make various and pluralistic and interdisci- 
plinary approach to the reality. In these conditions the problem of 
approaching, grasping and expressing the reality is becoming more and 
more serious one today. Is it possible to find one principle to integrate 
many standpoints which have been employed in our study area? 

In the modern philosophy started with Descartes materialism and 
spiritualism have been ontologically, and realism and idealism have 
been epistemologically, correlated in human subjectivity. Society as 
subjective reality and society as objective reality are sociologically 
correlated in everyday life. And this situation may be found in the 
field of the theology, where subjective immanence seeking the genui- 
neness of the faith and objective transcendence expressing the absolu- 
teness of the doctrine of the church have been correlated in human 
subjectivity. In conclusion, the theology in Paul Tillich is not the one 
that is set side by side with other spiritual sciences including philoso- 

phy. His ultimate interest, I believe, is to interpret theologically the 
base and the structure of cognition on which other sciences as well 
as theology itself stand and to set an appropriate place for each of 
&them on the base of his interpretation. 

In short his theology is "an attempt to unite the orthodox and the 
humanist traditions" from the point of the conception of the eschato- 
logical Kairos, which means that the logos incarnated in Jesus as 
Christ is a universal logos. In the attempt to do it he uses the Method 
of Correlation, that is, the apologetic-dialectic method on the base of 
Xairos, that he himself calls "neo-dialectical". 



On Form and Structure of the 
Iyadani Pilgrimage 

Wataru Takahashi 

The aim of this paper is to investigate certain logic of holding 
religious phenomena objectively by analyzing the Iyadaniji Pilgrimage 
in Kagawa Prefecture which represents a complexed form of popular 
belief. 

The Iyadaniji temple belonging to the Shingon Sect is the seventy- 
first Fudasho or the ticket-office of the eighty-eight Buddhist sanctuaries 
in Shikoku. 

Numbers of visitors to the temple for worship are demarcated in 
three categories from points of regions where they come from and 
from their visiting purposes. The first is constituted of those who visit 
the Iyadaniji temple as a Fudasho of Henro or Shikoku Pilgrimage, or  
Nanakasho Pilgrimage, a tour round the seven Buddhist sanctuaries in 
Kagawa Prefecture as a miniature type of Shikoku Pilgrimage. 

The second includes pilgrims who come to apply for the temple to  
hold services for the repose of their late family-member's soul. Finally, 
those who come to hold a memorial service by themselves for their 
late family-members or their ancestors in such manner as sprinkling 
water on the chip called Kyogi on which some Buddhist scriptures are 
writtenJPby a sprig of Japanese star anise (Shikimi) at  the basin called 
Mizuba, belong to the third category. 

This categorization could not derive from the Iyadaniji temple itself, 
for it is common to all visitors. Each form of pilgrimages should be 
taken as a regional form of popular belief. Pilgrimage is not performed 
in completely indivisual way but in certainly regionally identifiable 
one. A regional form of pilgrimage is realized upon social sanction t o  
certain belief and visiting manner on the Iyadaniji temple in respective 
region. 

Then, the IyadanijiZPilgrimage shows a case of regional form of the 
complexed Iyadani-belief. We may objectify such religious phenomena 
by positting a corresponding relation between form of belief and region 
as its basis. 



On the Scythian "Enareis" 

Keiji Ueshima 

I want to discuss the issue of understanding religious symbolism by 
focussing on the example of the "female" sickness and the men who 
had the "female" sickness in Scythian communities. They were called 
Enareis. 

At first, three testimonies are examined; those of Aristotle, Hero- 
dotus and Hippocrates. For example, Hippocrates told us : Moreover, 
the great majority among the Scythians become impotent, do women's 
work, live like women and converse accordingly. Such men they call 
"Enareis". Now the native put the blame on to Heaven, and respect 
and worship these creatures, each fearing for himself. I too think that 
these diseases are devine.. . 

What are the characteristics ascribed to the Enareis by our autho- 
rities? They suffer from sexual impotence; they dress in women's 
clothes; they are called Enareis and are said to suffer from @ ~ R E C Y  

yo;S, they are diviners; they are called kings; they are connected 
by legend with Askalon temple. 

There have been various different interpretations about these Enareis 
since antiquity, for exampIe, veneral disease, homo-sexuality, and 
impotence. In this paper, I analysed this problem from several view- 
points (1) transvestism, (2) social status, (3) divination, (4) divine 
sickness. And I made it clear that Enareis belonged to particular 
religious groups which were based on the traditional religious belief. 
I also explained their strange behaviour on comparison with anthro- 
pological statements. 

Furthermore, I printed out that the motives of the legends of Enareis 
are survived in the story of the birth of the hero (Batraz) in 'The 
legends on the Narte' of today. I believe we can find in it the clue of 
the proper transformation of its culture. 



A Report on Kb Organizations in Akiyoshi Area 
Yoshie It6 

In this paper, I tried to report a field note on Nembutsu K6 Orga- 

nizations in Akiyoshi of Beppu District. As its sources, I traced up 
the Nembutsu TGya-ch6 (Notes and Memorundums written by T6ya 

from 1811 to 1973). 

This K6 system is a village religious association based on KG- 
kumi. Three K6s (Kami, Naka and Shimo) on the Benten River have 
their sub village shrine, Benten-sha (enshrining a Kami of water). On 

the annual festival September 8 th, Nembutsu dancers show Nem- 

butsu-odori in the precincts of the shrine. 
Organizing Nembutsu-k6 is naturally derived from rain making. 

Nembutsu dances are based on mountain worship of Hanao-san and 
the practices of mountain ascetics. 




