
 
 

す
る
も
の
を
二
乗
と
し
て
排
し
、
 

 
 

教
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

 
 

ぬ
は
 、
顕
著
に
こ
の
性
格
を
有
つ
も
 

 
 

破
 に
終
始
し
て
い
る
と
云
っ
て
誤
り
 

 
 

し
て
こ
れ
を
打
破
す
る
道
元
の
 

 
 

観
に
連
ら
な
る
様
に
も
考
へ
ら
れ
る
 

 
 

し
、
 特
に
道
徳
の
問
題
に
焦
点
を
当
 

 
 

と
す
る
。
以
下
一
、
「
正
法
眼
蔵
」
 

 
 

学
 史
上
汎
神
論
に
於
て
道
徳
の
位
置
 

 
 

現
実
に
あ
る
こ
と
、
し
か
も
三
、
 そ
 

 
 

と
、
 従
っ
て
 又
四
 、
そ
の
道
徳
は
現
 

 
 

仰
の
問
題
が
順
次
に
解
明
さ
れ
る
 

正
法
眼
肚
の
汎
神
論
的
性
格
と
道
徳
 

 
 

  
両
者
の
相
即
す
る
こ
と
を
、
 
例
へ
ば
 菩
薩
 行
 

上
求
菩
提
下
化
衆
生
で
あ
る
。
若
し
さ
 う
た
 

の
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
事
実
私
見
に
 

な
い
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。
 

思
想
は
 、
 単
な
る
二
世
界
の
否
定
に
止
ま
ら
 

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
に
於
て
は
、
 

て
な
が
ら
こ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
に
 ょ
っ
 

に
 於
け
る
二
乗
 見
 打
破
の
思
想
の
摘
出
と
そ
 

が
 問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
焦
点
 

の
 現
実
は
単
な
る
現
実
と
違
っ
て
高
度
の
現
 

実
の
理
性
と
の
一
致
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
 

 
 

道
徳
 

伊
東
洋
一
 

 
 



  
  

 
 

 
 

  

 
 

輪
 Ⅰ
が
 
旭
時
ぷ
 が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
仏
法
に
は
も
と
 
よ
り
身
心
一
如
に
し
て
、
 

 
 

 
 

す
る
も
の
は
「
身
心
一
 

 
 

 
 

意
識
断
滅
思
想
に
対
す
 

 
 

 
 

対
し
て
「
た
だ
ま
さ
に
 

 
 

 
 

す
る
の
に
対
し
て
宗
乗
 

 
 

 
 

も
の
で
 且
 
「
性
は
澄
 湛
 

 
 

 
 

）
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
 

 
 

 
 

妙
は
知
見
 健
ハ
全
 
（
」
（
同
上
）
 

 
 

 
 

」
（
同
上
）
 
し
、
 「
こ
の
 玄
 

 
 

 
 

静
の
境
地
た
る
本
体
を
 

  

  

 
 

  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

          

 
 

 
 

て
 取
り
上
げ
ら
れ
る
て
あ
ら
う
。
 

 
 

す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
 

の
 思
想
と
し
て
先
后
外
道
に
他
な
ら
な
い
。
道
元
が
 

 
 

道
 *
 
は
り
」
（
 
鱒
理
 横軽
 拐
護
巴
 

 
 

魂
 不
滅
論
や
輪
廻
 説
 が
身
体
と
区
別
 

 
 

斥
 さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
。
 

元
来
仏
教
は
婆
羅
門
の
転
変
説
や
殺
商
利
 の
 

る
が
、
道
元
に
於
て
も
そ
れ
は
「
心
学
 
%
 減
」
 

さ
れ
た
心
性
の
実
体
的
存
在
を
説
く
以
上
、
 

道
元
は
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
法
に
は
「
一
大
 

  

  

  
    

牡 

  

  

 
 



  

 
 

 
 

は
 深
く
大
乗
仏
教
の
伝
 

 
 

 
 

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
で
は
如
何
な
る
 

 
 

 
 

世
界
観
と
す
れ
ば
、
 
こ
 

  

な
戸
 

正
法
眼
 臆
 の
 机
 神
曲
 的
 佳
祐
 と
 道
徳
 

一
 

 
 

 
 

櫨
脾
馬
窩
 を
み
る
 な
 

り
 」
 輪
 ㍽
Ⅰ
 
こ
 

  

と 法 

 
 

上
げ
ら
れ
、
そ
の
巻
頭
に
於
て
 

 
 

 
 

り
 、
如
是
世
界
な
り
、
 

道
な
り
、
如
是
 
松
 操
行
範
な
り
」
 
輪
計
甜
ぷ
 

 
 

 
 

な
り
、
如
是
参
学
 
辮
 

 
 

 
 

み
 上
げ
ら
れ
、
 

 
 

 
 

先
づ
 法
華
経
の
「
 諸
 

 
 

 
 

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
 却
 

 
 

 
 

常
見
的
思
想
」
に
対
す
 

 
 

 
 

り
の
ま
ま
に
認
む
べ
 き
 

 
 

 
 

在
は
勿
論
意
識
的
存
在
 

 
 

 
 

る
宗
 果
の
所
説
は
確
か
 



  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 
特
に
道
徳
と
関
連
 

せ
 

し
め
な
が
ら
解
明
す
る
。
 

一
 
一
 

 
 

 
 

観
は
道
徳
の
問
題
の
考
 

 
 

 
 

行
ふ
道
 

と
解
す
れ
ば
、
 

 
 

 
 

。
 
又
 
其
処
か
ら
評
価
の
 

 
 

 
 

に
 
対
し
て
欲
望
的
感
性
 

 
 

 
 

つ
て
理
想
主
義
的
二
世
 

 
 

 
 

思
想
に
於
て
は
道
徳
は
 

 
 

 
 

あ
ら
う
か
。
 

 
 

 
 

始
ま
る
も
の
で
あ
 

 
 

地
を
直
ち
に
仏
性
と
見
る
も
の
で
、
 

又
 

 
 

い
か
で
か
真
如
仏
性
な
ら
ざ
ら
ん
」
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
 

 
 

巻
に
 

於
て
 



  

無 と し れ 様 現 る と も ず、 ま死 よ ど」云 と 

「に成し 

な く て 欲 運 なは 

し に と な " は る " 」   
も の 
し者 
苦衷 

ァ " ）一正 （ せ著 

て 
ケア し 

も 

く、 

従   
つ   

れ 昧 こ 。 求 法 用喫 
は 
有 
ヰァ し   

し 
て 
有 

  で、 
旺 Ⅰ 1 二 木 こ " な   
ね め に 主 文   ㌧Ⅰ 

る ら 於 死 「 貝 『   

。 れ て ヰこ 生 ち 釈 は の 的 れ 法飯 

  

  
  



 
 

 
 

上
 ）
 

と
 先
の
言
葉
に
続
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
 

汎 
神 

  
  
    

  

  
      

    
    

  

六
 

 
 

 
 

指
摘
可
能
で
あ
ら
う
。
 

「
現
成
公
案
」
の
巻
に
於
て
 

 
 

あ
り
 

死
 
あ
り
、
諸
仏
あ
り
衆
生
あ
り
」
 

の
 
「
 
有
 
仏
性
」
に
対
し
て
 

と
一
 

1
 
無
 
仏
性
」
を
挙
げ
、
そ
の
有
無
の
止
揚
と
し
て
 

 
 

 
 

い
へ
 

ど
も
、
華
は
愛
惜
に
 

ち
り
 

、
 
卿
は
棄
 

廉
 
に
お
ふ
る
の
み
な
り
」
 

 
 

め
は
「
謀
心
読
 

性
 
」
の
巻
に
於
て
 

 
 

 
 

は
 
一
切
の
説
な
り
」
 

（
。
・
 

-
 
ハ
リ
Ⅰ
 

&
 
な
 
二
）
 

且
 

 
 

 
 

ま
ら
ず
 

文
 
相
対
に
常
に
 

 
 

 
 

徳
の
所
在
は
無
常
生
滅
 

 
 

そ
 

 
 

 
 

、
参
学
に
あ
ら
ず
。
 

 
 



    
  

 
 

 
 

 
  

 
    

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

値
 
的
に
は
無
記
の
存
在
 

 
 

あ
る
。
今
こ
の
仏
性
論
の
奉
を
問
題
に
し
て
も
既
に
 

「
真
如
」
 

1
 
「
真
如
仏
性
 

 
 

 
 

１
と
云
い
 

否
 
「
仏
性
」
 

 
 

 
 

ぎ
次
喫
飯
」
が
法
性
三
昧
 

 
 

 
 

 
  
 

  

ア
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

に
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

考
へ
て
み
る
と
、
 

此
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
 

 
 

 
 

の
ち
を
 

ぅ
 し
な
 
ふ
 
」
 

 
 

 
 

無
常
を
観
じ
て
生
死
を
 

 
 

 
 

見
た
様
に
、
仏
道
に
精
 

 
 

 
 

が
ら
一
方
 

例
へ
ば
 

「
 
生
 

死
 
」
の
巻
に
於
て
 

 
 

 
 

り
て
 

減
 
す
な
は
ち
 

不
 

 
 

 
 

頁
 
九
 
）
 

 
 

ろ
う
か
 

。
こ
れ
は
「
現
成
公
案
」
の
巻
に
於
て
例
を
薪
 

と
 
灰
 
に
と
っ
て
、
「
生
も
一
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
ら
う
。
 

又
 

 
 

 
 

述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

在
の
面
か
ら
見
れ
ば
 

絶
 

 
 

 
 

は
 
瞬
時
も
停
ら
な
い
、
 

 
 



  

  

て
 
何
故
に
悪
と
云
っ
た
 

反
 
価
値
の
み
が
存
し
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
 

  

 
 

て
 

  

界
 
唯
心
に
あ
ら
ず
、
 

橋
壁
 
瓦
礫
な
り
」
安
部
 

こ
 

  

 
 

は
た
だ
三
界
の
み
で
あ
 

  

 
 

で
あ
り
、
法
界
で
あ
り
、
 

  

  

 
 

  

豊
倹
 
よ
り
 
跳
 
出
せ
る
の
 

に
 
没
し
去
っ
て
一
切
 

は
 

  

 
 

は
 
要
す
る
に
心
と
境
の
 

  

 
 

 
 

正
法
眼
肚
の
汎
神
論
的
 

佳
格
と
 

道
徳
 

  

九
 

 
 

 
 

当
該
の
問
題
解
決
に
重
 

 
 



  
 
 

 
 

  

  

ま、 4 る て そ れ 性 ゑ   

さ 
汎 て   
神 沢 に 汎 し と ふ つ く は ら 論 万 つ ふ 生 

理 伸 そ す 見 た 、 見 る に 有 て は 滅 
  佳 論 れ る 辞 " も べ 於 の み 一 あ     

は 実 っ 頽 れ な な 宇 兵 神 あ や に 汎 説 迷 
超 は 

な 主 
理 義 
性 が そ 
に 否 
は 定 
未 す 
め る 
ら ま 見 
れ 案 

ずと 、 同 
ま見 じ 
存 で 

・ 理 な 

佳く と 、 
必 か 対 真 す る 

め そ 

の底 致 ム % 
ヤァ "-  巾ァ し - 

木 理   
め 性 
な に 
く よ 

て つ 
は て 説 に 対現 れて 云っ 二面 

実 る た 一 あ 
ほ ろ 価 の ら 
於 も 値 真 ざ 

く れ て の 対 埋 る 一 
な た 
る 高 二字音 亀吟 0 
  度 大 べ 認 破 い 

次 の 調 き め せ ま 
に 現 私 で る る だ 
こ 実 
の た 

を も と も あ 

点 と 
  に す る 実 は っ 点 で 無 同 
焼 れ 。 は 当 た を あ 紳 一   こ 仏 

1O 



 
 

 
 

 
 

 
 

の
時
節
は
な
い
と
す
る
 

 
 

 
 

も
つ
こ
と
、
従
っ
て
 

道
 

  

 
 

 
 

 
 

正
法
眼
俺
の
汎
 

神
臆
的
桂
格
と
 

道
徳
 

一
一
 

 
 

い
 て
 若
 千
の
考
察
を
す
る
。
 

 
 

レ
八
 

 
 

 
 

を
 解
釈
し
て
「
 
欲
知
 

 
 

 
 

節
 若
室
」
は
「
す
で
に
 

 
 

 
 

例
へ
 ば
こ
の
 欲
知
 仏
性
 

 
 

 
 

そ
の
発
展
を
時
間
的
 
連
 

 
 

 
 

こ
こ
ろ
 

5
6
 

は
、
こ
れ
 

 
 

 
 

必
然
的
に
断
続
的
無
 
時
 

 
 

 
 

線
的
連
続
で
な
く
非
運
 

 
 

 
 

げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
、
こ
の
解
釈
の
個
所
に
於
て
 

 
 

 
 

も
 へ
り
。
か
く
の
 

ご
 

 
 

 
 

す
る
に
も
：
現
前
 

せ
 

ず
と
ぃ
ふ
 
。
…
…
」
宜
雄
 

し
 

 
  

 



 
 

 
 

の
 功
徳
を
信
愛
 し
 「
 
或
従
 

  

   
 

  

 
 

三
一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
見
に
わ
た
る
と
 

云
ふ
 

 
 

 
 

理
 
も
な
 
い
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ゑ
と
 
造
林
禅
師
の
問
答
 

 
 

 
 

は
先
づ
 

善
悪
の
差
別
 

見
 

 
 

 
 

謂
 
は
ば
理
想
主
義
的
 

二
 

 
 

 
 

無
上
菩
提
の
こ
と
ば
 

 
 

 
 

れ
て
、
諸
悪
莫
作
 

と
 

 
 

 
 

（
同
上
一
四
七
）
 

/
 
一
四
八
頁
 

 
 

は
て
す
る
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
は
此
処
で
は
「
現
成
の
 

真
作
」
 

舖
肚
 

む
と
し
て
 

 
 

 
 

」
の
で
は
な
く
、
「
 

し
 

 
 

 
 

「
 
ゆ
ゑ
 
に
 
語
 
菩
提
 
1
 
一
で
 

 
 

 
 

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 

様
 



  

 
 

 
 

が
 
重
大
で
あ
る
か
、
 

し
 

 
 

 
 

記
 
す
る
に
至
る
の
で
あ
 

 
 

と
す
る
立
場
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

因
縁
 

滅
 
に
あ
ら
ず
、
 

 
 

 
 

英
作
な
る
を
 

み
さ
 

る
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
現
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宏
美
 

こ
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

エ 3 



  
 
 

 
 

 
  

 

  

 
 

」
 四
 

五
 

 
 

 
 

か
ら
消
え
て
行
 き
悪
 

 
 

 
 

性
を
 ・
有
す
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

る
の
か
、
 と
 云
っ
た
 疑
 

 
 

 
 

じ
 よ
 う
と
云
ふ
 陸
地
獄
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
其
処
に
於
て
 

 
 

 
 

が
 現
は
れ
る
。
即
ち
 自
 

 
 

と
は
 如
 ・
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
 

 
 

 
 

今
 実
践
に
於
て
こ
の
 

 
 

 
 

有
し
、
当
為
性
を
有
す
 

 
 

 
 

れ
て
、
仏
の
い
へ
に
 な
 

 
 

 
 

由
 、
他
力
と
は
な
ら
な
 

 
 

 
 

顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

捨
て
ら
れ
た
我
に
代
っ
 

 
 

 
 

げ
る
道
徳
は
日
常
的
欲
 

 
 

 
 

示
す
も
の
で
は
な
か
ら
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
、
ホ
ッ
プ
 ス
 

Ⅱ 



    

 
 

 
 

6
 法
な
ぎ
に
優
り
、
 

法
 

た
 き
 よ
 り
は
自
由
で
あ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
そ
れ
は
凡
夫
が
 

 
 

 
 

っ
て
、
作
為
を
投
げ
 

捨
 

 
 

 
 

時
は
「
た
だ
わ
が
身
を
 

 
 

 
 

ひ
 も
て
ゆ
く
と
ぎ
」
 

 
 

 
 

時
 そ
れ
を
統
一
す
る
も
 

 
 

 
 

く
ぎ
 
こ
 」
え
な
い
し
 

又
 

 
 

 
 

る
と
は
即
ち
仏
に
さ
と
 

 
 

 
 

に
あ
ら
ず
、
た
だ
あ
ぎ
 

 
 

 
 

あ
る
ま
い
か
。
道
元
が
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
述
べ
、
只
管
 

 
 

 
 

坐
禅
が
解
説
得
道
の
手
 

 
 

 
 

 
 

巧 



歩
悟
 

脱
で
 

に
も
 

其
処
 

今
 

と
述
 

と
す
 

 
 

 
 

は
そ
れ
よ
り
の
 
離
 

 
 

 
 

死
 」
の
巻
の
引
用
 

 
 

 
 

い
 。
然
し
 
又
 当
然
 

に
は
独
特
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

不
信
多
智
の
し
る
こ
 

 
 

 
 

た
し
、
 
俺
 m
 に
な
 
ほ
 

 
 

 
 

む
か
し
よ
り
法
の
 

る
ほ
 
ひ
 が
ぎ
 
こ
と
を
 
5
 々
み
よ
。
…
…
」
 

 
 

 
 

す
す
め
る
の
か
と
の
間
に
対
す
る
答
へ
で
は
 

 
 

為
 と
見
る
べ
く
、
 

 
 

ぎ
は
め
 
し
り
が
た
し
。
 

ゆ
ゑ
 
を
 た
づ
 
ね
ば
、
た
だ
仏
家
の
も
 

ち
め
 
る
と
こ
ろ
を
 

ゆ
 

 
 

一
 Ⅰ
Ⅹ
 

ノ
 

Ⅰ
 
6
 

 
 

 
 

し
て
の
神
を
要
請
す
る
 

 
 

 
 

に
は
見
ら
れ
な
い
と
 云
 

 
 

 
 

識
 で
あ
る
が
、
道
元
に
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
無
常
感
は
 一
 



威 永 つ 意 と 

立 速 て 味 云 

て る 哲 適 従 で 時 の る 

く 、 生心 了 是は 死 

頻 るつは こ 

  

を に   低き ・ な れ で 云 の あ を 十 

を 7 

      
    

  
  

  

 
 



 
 

 
 

 
 

ぎ
 
そ
れ
自
体
道
徳
的
で
あ
っ
た
の
 

 
 

走
 
す
る
も
の
て
な
い
信
に
連
ら
な
 

 
 

智
 
を
も
ち
 

ぬ
 
る
に
は
、
観
ぜ
ら
れ
 

 
 

と
も
実
践
的
 

知
 
と
さ
れ
る
。
 

さ
 

 
 

然
し
そ
の
世
界
が
無
常
下
侍
 

の
 一

八
 

も
年
問
題
と
な
ら
な
い
。
且
つ
こ
の
様
な
観
を
 

に
 対
し
そ
の
 根
抵
に
 観
を
置
く
も
の
と
し
て
白
木
 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
然
し
 

さ
る
な
り
」
と
し
て
、
 相
 矛
盾
す
る
も
の
の
 同
 

ぅ
 し
て
み
る
と
、
諸
法
を
実
相
と
し
て
、
諦
視
 

現
実
で
あ
る
限
り
、
必
然
に
実
践
を
要
求
す
る
 

宗
教
で
あ
る
。
然
し
 又
打
 坐
は
行
で
あ
り
、
 実
 

独
特
な
宗
教
性
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
得
る
 

「
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
」
。
 

Ⅰ & 



の 徹 に 督 る 代 

  

  

  を 切 る 重 
こ 位挙た 拓 頭 。 1  要 
の と ら な 
伸 し す き 、 力こ V 、 地 
学 て と %  げ 位 
古句 の 云 は 

展 墓 ぅ   論 。 
省 督 事 を 基 ず 
に が は 組 督 の @, 
於 完   講 読 迄 
て 金 塞 神 が も 

ヰは 

/ る 論   
Ⅰ   人 が   

心 学 
  

三位 ス シ 、 間と に か   
と な 一 も ら ノ ン 

プ る 体 た 離   

レ と 論 ら れ 
  

百 一 蚕 に ， 、 し て フ 。 

Ⅰ ぅ よ た い / レ 

シ 入 っ 神 た こノ 

ス 智 て 学 事   
ノレ 

とを真 表組 徹 考案 とと   

ぅ す さ し 対 7@ 

二 る れ て 疎   

つ 秘 る 
  の 議 事 

フ 古句     
ォ で       

九 用 に ヰこ サ あ ク 
語 対 地 イ る @"" - 

な す な ス   見 
用 る ら を ま見 ら 
ぃ 神 は 挙 代 れ 

げ 神 る 
て学 こ的。 い 、 学 様 
の 反 具 そ に に Ⅰ 

秘 省 体 の 於 
  

義 に 的 基 げ まミ携雫五 

基
督
論
の
一
考
察
 

｜
 フ 
ナ
サ
ィ
ス
 
神
学
の
意
義
 
 
 

鈴 

本
 

光 

武 
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第
一
章
現
代
基
督
論
の
状
況
 

    

 
 

況
 で
あ
ろ
う
：
コ
ー
ル
リ
ッ
 

ヂ
 ・
 
F
 

 
 

依
っ
て
い
る
事
は
論
を
ま
た
な
い
。
 

 
 

状
況
、
一
一
ク
ノ
 

一
 シ
ス
 
、
三
 プ
レ
 

い
と
 思
 珪
ノ
 
。
 

2
 
 
本
論
集
一
一
章
 

グ
ノ
 
Ⅰ
ジ
ス
・
プ
レ
 

p
-
 シ
ス
 

 
 

O
 
コ
 

 
 

 
 

 
 

・
 D
.
 

モ
リ
ス
に
流
れ
て
い
る
ス
ク
一
ル
 の
 

Ⅱ
 ｜
 
シ
ス
、
結
論
の
四
項
に
於
て
素
描
し
た
 

 
 

 
 

 
 

で
は
な
く
。
基
督
論
 特
 

 
 

 
 

展
開
し
て
い
る
。
 淘
 

  

の
 逆
説
で
あ
り
、
而
も
啓
示
 

は
こ
う
し
た
啓
示
に
 よ
 る
 創
 

面
即
 人
的
隠
蔽
的
側
面
で
あ
 

諾
 者を
強
調
し
た
に
反
し
 

者
が
信
仰
体
験
の
媒
介
に
 依
 、

自
由
主
義
神
学
 

つ
て
相
即
し
て
い
 

る
。
即
ち
グ
ノ
ー
 

は
こ
う
し
た
逆
説
 

道
力
を
指
し
て
い
 

 
 

フ
ォ
 サ
イ
ス
に
於
て
は
こ
の
 雨
 

 
 

的
 栄
光
的
側
面
、
神
的
栄
光
的
 側
 

 
 

｜
 シ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
仰
，
 

 
 

ォ
 サ
イ
ス
の
言
 う
 信
仰
体
験
と
 

る
の
で
あ
る
。
 

  

基 
替 
論 
や Ⅰ丈二   

従 
来 
神 
自勺   

栄 
光 
自勺 

傾 Ⅰ   
面 
か 
人 
向付 

隠 
蔽 
自勺   
狽丑 

面 
か 
の 

何   
れ 
か 
  

方 
ヤブ Ⅰ 

堕 
す 
る 
の 

を 
常 
  

し 
ナ - Ⅰ 

正 二 
統 。 
派 
神 
学 

  
マ 

教 
会 
等 

幼 
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依
っ
て
原
始
基
督
教
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
ク
ヱ
 
ア
ン
ズ
を
先
ず
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
ュ
ツ
マ
ッ
 

ヘ
ル
に
 
於
 

 
 

 
 

す
る
デ
ィ
ベ
サ
ウ
ス
、
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

督
論
的
 
宣
教
的
関
心
 

だ
け
を
持
っ
て
い
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

見
証
者
は
い
な
か
っ
た
。
 

 
 

生
活
の
状
況
で
は
な
く
、
原
始
教
会
の
状
況
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

フ
ゥ
ト
 
）
と
云
う
 
主
 

 
 

 
 

基
督
 
論
 、
換
言
す
れ
ば
 

 
 

 
 

 
 

対
象
か
ら
更
に
根
源
的
 

 
 

 
 

教
会
論
）
と
関
係
を
持
 

 
 

で
あ
る
。
 

ま
音
 
宙
 の
一
考
察
 

一
一
一
 



 
 

 
 

高
 に
し
て
難
解
な
道
を
 

 
 

 
 

ぅ
か
 。
こ
こ
に
私
達
 

 
 

一
方
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

に
 充
ち
足
れ
る
生
涯
 

 
 

 
 

意
義
を
認
め
る
の
で
な
 

 
 

 
 

 
 

理
由
が
な
く
は
な
い
。
 

 
 

 
 

ぅ
 。
例
え
ば
、
基
督
教
 

 
 

 
 

と
 告
げ
る
（
 /
 ル
シ
 ネ
 

 
 

 
 

 
 

バ
ル
ト
）
と
か
と
の
 ま
 

教
え
て
い
 

イ
エ
ス
 

督
論
は
歴
 

オ
ッ
ト
一
 

顕
著
で
あ
 

従
来
、
 る

 。
そ
し
て
こ
こ
 

の
歴
史
的
研
究
は
 

史
の
意
味
を
完
成
 

 
 

ヴ
 

 
 

る
 。
 

基
督
論
が
組
織
 神
 

 
 

て
 来
た
の
は
、
啓
蒙
 
期
 以
後
の
人
本
主
義
に
甚
く
 
進
 

 
 

萎
め
 ・
審
判
者
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

は
 何
か
と
逆
に
問
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

基
 

 
 

扱
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
 
此
 事
は
 、
ゴ
一
 ガ
ル
テ
ン
、
 

 
 

バ
ー
に
於
て
 、
 分
け
て
も
テ
ィ
リ
ッ
ク
に
於
て
 
、
 

 
 

 
 

は
 明
瞭
で
あ
る
。
 特
 

 
 

 
 

で
あ
る
事
を
徹
底
的
に
 

一
一
一
一
 

2
2
 



  

 
 

コ
田
 
ゴ
人
い
の
 

0
 の
 
づ
ハ
 
し
Ⅰ
 

の
 

い
 
0
 
Ⅱ
の
 
コ
 ・
由
ら
 毛
 
Ⅱ
 コ
 @
 の
ゴ
 
Ⅰ
 
接
由
由
コ
 

ざ
田
 づ
 ・
Ⅰ
・
の
㏄
の
 

出
 0
 の
方
セ
コ
 

巴
円
ゴ
 0
 
%
0
 

口
耳
 

ゴ
の
 0
 の
Ⅰ
 
古
づ
 0
 ロ
 
・
 i
i
.
 

づ
 ・
の
笘
の
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
他
の
機
会
に
割
愛
し
た
 

 
 

の
オ
 
Ⅱ
 
オ
岳
 
，
叫
の
 
ロ
 
p
m
 
）
 
ヴ
の
 
（
 
m
,
 
 

田
の
 

ト
 ㏄
 

 
 

コ
 色
目
 ゴ
 の
の
 0
 の
 
づ
串
 

 
 

Ⅱ
 
せ
つ
 ・
い
 
の
 

ヨ
 げ
 す
 9
 サ
 ブ
オ
 @
 
 
弓
苫
 （
 
ゴ
 曲
コ
 
由
 コ
山
海
 
0
 屯
 ・
 い
 
の
下
 
ゆ
 

 
  

 

づ
由
 

 
 

鍾
 

 
 

Ⅰ
 1
.
 
い
い
㏄
 

，
い
 
0
 め
，
 

基
督
論
の
一
考
 擦
 

  

 
 

 
 

          

 
 

プ
レ
 p
 一
 シ
ス
と
は
何
を
意
味
 

す
 る
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

O
p
 
ぢ
 
目
り
㌦
・
。
 

目
 ）
の
内
生
ま
臼
茸
 

刃
 
0
 
包
す
つ
き
 
。
 

2
 
 
Ⅰ
 
0
 
ロ
埋
，
レ
 

・
㌧
・
 

@
 
Ⅰ
 
，
芭
 

Ⅱ
の
 

コ
咀
鰍
痒
 

）
・
③
 

帆
 
Ⅰ
の
の
（
 

卍
ゆ
 

0
 
め
 
）
 

 
 

0
 
ゴ
 
侍
の
隼
の
㍉
Ⅰ
 

0
 
サ
 
0
 
コ
 
l
 
Ⅰ
の
の
 

白
 
1
 
局
 
0
 
Ⅱ
の
 

0
 
ゴ
屈
コ
 

㏄
 
，
 い
 
の
津
 

 
 

0
 
円
。
 

  

穏
 



    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

    

 
 

  

  

  

一
 ク
ノ
ー
シ
ス
と
受
肉
 

 
 

 
 

は
 、
永
遠
の
御
子
が
 

 
 

秘
 義
が
論
ぜ
ら
れ
る
に
至
る
。
 

 
 

 
 

ば
 、
そ
れ
は
神
の
属
 

 
 

 
 

ぇ
る
 
べ
 き
 も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

遍
在
等
の
）
が
放
棄
さ
 

 
 

 
 

ら
る
 べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

く
べ
き
道
徳
的
行
為
に
よ
っ
て
 

二
四
 

 
 

 
 

、
 
実
は
基
督
と
し
て
 

 
 

0
 
（
 
8
 
ロ
コ
 

ネ
 
の
日
ワ
 

H
A
 

ト
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
フ
ォ
サ
イ
ス
 

 
 

且
 
某
を
以
て
表
現
し
た
。
 

2
4
i
 



    
  

在 な ら 見 依 徳 愛 う 事 事 て 取 
し 全 る を 出 り 姦 曲 全 げ る で な 絶 の 全 り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

意
志
の
包
む
す
べ
 

 
 

の
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
た
い
事
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

依
り
阻
害
さ
れ
る
 

 
 

 
 

的
に
愛
と
し
て
 

存
 

 
 

 
 

 
 

に
 
、
基
督
は
天
の
 

二
五
 

基
 
各
論
の
一
考
察
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彼
が
有
限
な
人
間
と
し
 

 
 

 
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

田
 8 コ
を
 以
て
略
号
と
す
る
。
 

㌧
織
の
の
 

ロ
 ・
 づ
 ・
㏄
 
0
 ㍉
 

 
 

 
 

せ
 ・
の
 
卍
卜
 

二
 

創
造
と
受
肉
 

  

 
 

 
 

 
 

能
 で
あ
る
。
受
肉
は
 

 
 

 
 

 
 

を
 棄
て
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

こ
う
し
た
全
能
の
愛
の
行
為
で
あ
る
。
 



  

三
知
識
と
受
肉
 

 
 

の
と
さ
れ
る
 

基
督
論
の
一
考
察
 

 
 

あ
る
。
こ
の
 

 
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
 

 
 

宙
の
創
造
過
程
 

 
 

造
 に
依
っ
て
な
 

 
 

 
 

 
 

性
を
現
実
的
 

 
 

展
 す
る
に
 
つ
 れ
 

 
 

は
神
の
子
の
 

註
 
1
 
 ㌧
 穏 8
 口
・
 
づ
 ・
の
卍
の
 2
 
H
 
ヴ
い
 

ら
・
 
づ
 ・
の
 
ド
 
の
 

 
 

知
識
の
限
 

二
七
 

 
 

ば
 、
全
能
 

 
 

は
 受
肉
に
 

 
 

為
 で
あ
る
 

 
 

持
っ
人
類
 

 
 

て
 還
元
 し
 

 
 

行
為
に
 ょ
 

栄
光
と
権
威
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
 

れ 

 
 

 
 

れ
る
道
心
迫
る
事
 如
 

 
 

 
 

力
 を
集
申
し
た
事
を
教
 

 
 

 
 

は
 全
能
の
最
高
の
 
カ
テ
 

コ
 サ
ー
で
あ
る
。
 

  



あ あ 必 
第 6  受 
  

る ず 
。 1 肉 註 か し 

が 、 否 も 

罪 神 Ⅰ か す 
が の 

あ 
る 間   
な 
ら の 

ば 目 と 
自 己 
己   

を   確 て 
意 イ ヒ 内 で か 
れ て ・ 2 は た 
自 あ 
己 る なかとは㌧ 轄 

か - と 0 つ 云 
放 す 
棄 る た コヮ え た 
す な ど 若 い 
る ら プ し の 
    ま、 0 得 で 
  
やま     

の 
  

不 
可 自 
  己 
と 同 

  な 
る 化 口 しき・ 。それ故、知ばこの杯を我号目・ 
" ア ' は よ 識 
あ 罪 り の 
ろ を 取 面 
う 含 り か 

む 去 ら 

受 よ リ ー ヱて " 
肉 @ 拾 う 

沖ま な 、 え 允 ょ 

占 冗 夫 と ら 
全 れ 言己 サま 

至 な さ 
高 の れ 十 
の で る 字 
道 あ 所 架 
  徳 ろ 以 が 
向付 ちノ て， 父 

ノ 一 行 か あ の 
為 

  

  で ・ 

る 御 
否 。 3  意 

あ で で 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 

  

界
 に
つ
い
て
は
明
か
に
さ
れ
な
い
。
 

彼
に
於
て
は
全
知
が
否
定
さ
れ
て
 

根
元
、
鍵
、
目
的
は
知
っ
て
い
た
と
 

識
の
破
壊
で
な
く
、
却
っ
て
知
識
の
 

凝
集
し
て
い
る
中
心
的
な
行
為
を
し
 

る
 道
徳
的
世
界
を
獲
得
し
た
の
で
あ
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
上
に
は
、
 

し
 、
こ
れ
こ
そ
が
換
言
す
れ
ば
 賄
罪
 

二
八
 

 
 

た
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
 

 
 

あ
る
が
故
に
少
く
と
も
彼
は
凡
ゆ
る
知
識
の
 

 
 

神
を
畏
れ
、
服
従
 し
、
交
る
 事
が
自
己
や
知
 

 
 

る
 人
間
の
偉
大
な
究
極
的
行
為
が
潜
在
的
に
 

 
 

か
が
無
意
な
仕
事
の
繰
返
し
に
す
ぎ
な
く
な
 

 
 

 
 

と
か
行
為
す
る
と
か
は
出
来
ず
制
約
を
受
 け
 

全
能
の
否
定
を
包
む
救
い
の
 葉
、
  

 

然
 

 
 

る
が
故
に
、
こ
の
為
に
必
要
と
さ
れ
て
い
 

  

恭 



  
   

 

  

、
完
全
に
聖
な
る
神
の
御
旨
に
応
え
る
良
心
に
の
み
、
 

自
己
を
放
棄
す
る
者
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
罪
の
な
い
 

基
 

 
 

 
 

。
こ
う
し
た
力
が
あ
 

 
 

 
 

 
 

ま
な
る
も
の
が
最
後
 

 
 

 
 

能
 で
あ
る
。
そ
し
て
 

 
 

 
 

こ
う
し
た
基
督
は
こ
 

を
な
す
に
相
違
な
い
。
 

 
 

ヴ
 
Ⅰ
 
由
，
づ
 

・
㏄
 

巾
め
 4
 
 
Ⅰ
ヴ
ロ
 

隼
 
・
 
づ
，
の
 

0
 
の
 

  

二
九
 

基
音
詩
の
一
考
察
 

れ 神 に ば り ち が ，畦 豆 真 る 督 @ 

俺 



生
は
思
惟
を
超
 

時
 、
勿
論
、
こ
 

口
教
会
は
 、
墓
 

る
 。
我
々
は
化
 

生
れ
る
決
断
力
 

る
 意
志
で
あ
つ
 

と
し
て
 此
 世
に
 

云
 う
 制
約
内
に
 

み
を
知
っ
て
い
 

支
配
す
る
こ
と
 

基
督
で
な
け
れ
 え

て
 

れ
ら
 

魯
の
 

世
に
 

は
な
 

た
の
 

来
た
 

還
元
 

た
の
 

ほ
 の
 

ば
な
 い

る
。
況
ん
や
生
の
根
源
で
あ
る
神
が
人
と
な
る
 受
 

、
属
性
は
、
存
在
の
二
つ
の
仕
方
と
し
て
解
さ
る
 べ
 

地
上
に
於
け
る
受
肉
の
根
拠
と
し
て
基
督
の
先
 左
 に
 

於
て
自
己
放
棄
を
す
る
の
で
あ
る
が
基
督
は
誕
生
の
 

い
け
れ
ど
も
イ
ェ
ス
は
そ
れ
を
持
つ
て
い
た
。
彼
の
 

 
 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
徳
的
行
為
に
よ
っ
て
、
 

此
世
 

の
で
は
な
い
。
受
肉
と
は
最
高
の
道
徳
的
行
為
、
 

神
 

、
集
約
、
凝
固
さ
れ
た
。
基
督
は
凡
ゆ
る
も
の
を
 知
 

で
あ
る
。
基
督
の
使
命
は
単
な
る
全
能
を
示
す
事
で
 

 
 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
使
命
は
神
の
地
位
を
持
つ
者
に
 

ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
然
 乍
ら
 、
 神
が
人
性
の
具
体
的
 

 
 

う
 

 
 

ぎ
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
 

 
 

あ
 

 
 

は
 

 
 

す
 

 
 

程
 

 
 

と
 

 
 

の
 

 
 

を
 

 
 

る
 

 
 

ね
 

瓦
樋
 義
 

受
肉
は
神
が
人
と
な
る
 泌
 

ィ
 
完
全
な
る
神
と
生
長
 

を
分
離
し
て
は
意
味
を
 

依
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
 と

 
受
肉
 

 
 

 
 

る
 。
逆
説
で
あ
る
。
 

ア
ノ
 ン
 

 
 

考
え
る
事
は
我
々
の
思
惟
を
 

 
 

惟
を
超
え
る
要
素
を
含
み
、
 

 
 

 
 

そ
れ
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
 超

え
る
。
 

そ
れ
は
 思
 

於
て
精
神
 然

し
、
両
者
 

惟
の
逆
説
に
 

が
生
成
す
る
 

三
 O
 



  

  

第
三
章
プ
レ
 D
]
 
シ
ス
 

 
 

 
 

ク
ノ
ー
シ
ス
は
こ
の
 

 
 

 
 

隠
蔽
的
側
面
を
表
現
す
 

 
 

 
 

は
 離
れ
て
、
プ
レ
ロ
 一
 

 
 

 
 

深
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

る
 所
と
何
等
聯
関
性
も
 

 
 

 
 

実
践
と
を
通
し
て
明
白
 

に
し
た
の
に
比
さ
れ
よ
 う
か
 。
 

 
 

 
 

な
る
論
議
の
展
開
を
 

 
 

 
 

定
を
高
調
す
る
事
に
 ょ
 

 
 

 
 

 
 

シ
ス
と
共
に
基
督
に
 於
 

 
 

 
 

 
 

共
に
上
昇
的
支
配
的
 側
 

一
一
一
一
 

基
督
 諦
 の
一
考
察
 

 
 

 
 

 
 

。
神
は
我
々
人
間
 

 
 

 
 

は
 恩
恵
の
奇
蹟
で
 

 
 

に
 依
っ
て
働
く
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。
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一
道
徳
的
形
而
上
学
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
れ
は
、
 
道
 

 
 

 
 

墳
 罪
で
あ
り
、
従
っ
て
 

 
 

 
 

の
形
而
上
学
で
な
け
れ
 

 
 

 
 

す
る
神
秘
的
礼
拝
に
 

 
 

 
 

0
 事
を
考
 ぅ
べ
 ぎ
で
あ
 

 
 

 
 

を
 説
か
な
け
れ
な
な
 

る
 。
 

 
 

 
 

｜
 シ
ス
と
プ
レ
 
ロ
｜
 

 
 

 
 

と
、
 人
か
ら
神
へ
の
上
 

 
 

 
 

0
 人
格
の
成
長
は
全
人
 

 
 

 
 

 
 

と
、
 人
か
ら
神
へ
の
上
 

 
 

 
 

、
 即
ち
 悪
と
穿
 
と
死
と
 

 
 

 
 

シ
ス
の
形
而
上
学
を
必
 

要
 と
す
る
。
 

 
 

ヰ
ひ
 
が
 
ユ
 0
 用
づ
 
下
の
の
 

0
 
の
 
で
由
 
・
 
3
 
 
Ⅰ
の
 
ぺ
 
の
 
o
p
.
 
 

づ
 
・
 
ゆ
 
ひ
 
い
 



  

 
 

 
 

化
的
な
側
面
を
更
に
深
 

 
 

 
 

 
 

る
た
め
で
あ
っ
た
。
 
そ
 

 
 

 
 

導
か
れ
た
人
々
の
祈
り
 

 
 

 
 

 
 

相
互
的
交
り
と
し
て
 働
 

一
一
一
Ⅰ
一
一
 

基
督
 輪
 の
一
考
察
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
 

 
 

得
ら
れ
る
。
基
督
に
対
す
る
神
秘
的
 姉
耗
 ，
 

 
 

で
あ
り
教
会
が
見
失
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
。
フ
ォ
サ
イ
ス
は
、
 撚
 乍
ら
、
形
而
 

 
 

は
 何
故
形
而
上
学
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
 

蓋
し
、
融
和
の
良
心
の
所
有
者
で
あ
る
基
督
の
み
が
、
 我
々
に
叡
知
界
の
教
主
を
約
束
し
 、
 新
し
 

 
 

る
 神
の
義
の
み
が
支
配
す
る
新
し
い
世
界
の
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

｜
 シ
ス
と
プ
レ
 巨
｜
 シ
ス
と
の
呼
応
の
上
 

 
 

が
 、
こ
の
先
行
性
は
同
時
に
人
間
の
面
 

 
 

し
て
之
が
我
々
の
文
化
を
営
む
歴
史
的
世
界
 

 
 

シ
ス
と
プ
レ
 音
｜
 シ
ス
の
呼
応
の
舞
台
と
 

 
 

、
悲
劇
を
よ
く
取
扱
 う
 の
で
あ
る
。
 

は
 聖
な
る
倫
理
的
行
為
以
上
の
事
柄
 

工
学
を
信
仰
し
た
の
で
は
な
く
信
仰
 

ろ
 う
か
 。
 

い
 宇
宙
の
創
造
者
で
あ
る
基
督
の
み
 

王
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
か
ら
で
 

  

 
 

仔
 成
立
し
て
い
る
。
 

の
 呼
応
を
伴
 う
 。
人
間
の
神
に
対
す
 

の
 構
造
な
の
で
あ
る
。
 

し
て
歴
史
的
世
界
を
見
る
事
は
進
化
 

趣 



  

  

 
 

 
 

、
人
間
か
ら
神
へ
の
上
 

 
 

く
 
人
格
的
実
存
的
呼
応
で
あ
る
 

"
 

  

 
 

観
的
 
真
理
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
 
働
き
か
け
ろ
こ
の
 

ク
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
・
 

づ
 
・
毬
の
 
4
 
 
Ⅱ
 
ヴ
 
Ⅰ
 
ら
 
・
 
づ
 
・
の
㏄
㏄
 

5
 
 
Ⅱ
 
旺
ら
 

・
Ⅰ
・
の
㏄
 

切
 6
 
 

Ⅱ
 
ヴ
 
Ⅰ
 
隼
，
づ
 

・
㏄
の
の
 

8
 
 
Ⅰ
 
す
い
隼
 

・
Ⅰ
・
の
 

卜
 
。
 

7
 
H
 

凰
ロ
 

・
 
ワ
湘
づ
 

二
基
督
に
於
け
る
呼
応
 

 
 

  

た
 
呼
応
と
し
て
人
格
 

 
 

 
 

イ
 基
督
に
於
け
る
プ
レ
 

戸
｜
 
シ
ス
的
側
面
 

 
 

 
 

栄
光
獲
得
的
側
面
に
 

 
 

  

る
 。
 

 
 

 
 

な
る
先
行
的
包
含
 

内
 

 
 

 
 

る
 
迄
の
天
上
に
於
け
る
 

 
 

 
 

な
 い
 
前
に
薫
が
屠
ら
れ
 

  

 
 

基
礎
と
し
て
い
る
。
 

基
 

  

3
4
 

，
 



  

  

  

が
 相
互
 

受
容
の
 

る
に
つ
 だ

 働
 き
 合
っ
て
い
る
の
 

面
を
、
他
方
は
永
遠
の
 

れ
て
神
的
内
容
を
漸
次
 

基
 甘
辞
の
一
考
察
 

 
 

一
方
は
生
成
す
る
人
間
の
側
面
か
ら
の
行
為
的
 

 
 

が
 神
の
人
間
へ
の
完
全
な
働
き
か
け
の
機
関
に
な
 

 
 

的
 存
在
に
於
て
歴
史
の
中
に
干
渉
し
来
る
神
の
長
 

  

鍋
 

三
五
 

 
 

 
 

実
の
戦
で
あ
る
 0
 彼
の
 

 
 

 
 

る
 神
と
の
関
係
で
あ
 っ
 

 
 

 
 

あ
る
の
で
あ
る
。
 

口
 
基
督
に
於
け
る
ク
ノ
 一
 シ
ス
的
側
面
 

 
 

 
 

動
 性
を
内
に
持
つ
て
 

 
 

 
 

を
 啓
示
に
於
て
人
問
に
 

 
 

動
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

っ
て
強
い
の
は
、
 神
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
神
が
そ
の
 独
 

 
 

 
 

の
秘
 義
の
中
に
入
れ
 ろ
 

 
 

 
 

死
の
恩
恵
み
を
 味
 っ
た
 

 
 

得
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

互
 浸
透
性
 と
 表
 5
 が
 

 
 

 
 

人
格
的
行
為
的
側
面
と
 



  

の の の え な も は 其 を お 期 
塞 縛 り に 

神 督 て そ ね   
に す に 即 で 督 神 深 て   
的 あ 罪 シ   と て 
倒 る に ス 罪 の 家 人 二 に る 神 と へ ヱ 一 ㍉ し " 面 あ で 結 で 性 傾 船 主 の の 

っ プ 
ぅ る と あ 合 あ と 何 げ 成 創 結 

人 ヰ， / し レ る 又 る の の る の 造 合 
被   
造 こ 

間 0  百 。 は 事 結 融 結 心 的 な 者 の 
目付 で Ⅰ そ 受 を 合 和 合 然 先 考 で 二 
偵 Ⅱ あ シ れ 六 銘 と と は 性 行 嚢 は っ 
面   故 の 記 は し 、 を 性 す た の 
の 、 規 す 完 て 既 無 を る   ぃ 相 
呼 彼 ク が 反 
応 力 ;  /   具 し 
が 道 ・ に 救 で 対 さ 返 て し 二 体 た 
我 徳 シ 於 済 あ 象 る し は て つ 曲 行 
  日付 ス 

人 尹珍 と   

問 而 は 神 な そ な で 来 な ら を 
存 上   

史 側 

在 学 フ 人のれくあ のでは " つたと っいず留 " 意   曲面 -1 は 
と と ォ 結 あ 、 そ て 様 云 策 し 
の 主 サ 

身   

聯 張 イ 
格 徹 

合る救 は。 5 れ二に 枚 つ、 ぅ二 事にげ な 
関 し ス 、 即 こ 事 の 一 で は れ 

0 度 
中 白 勺 

を で は 
町 昂   八 基 で の と の る 人 な   人 
題 も 論 の 督 あ 構 か 行 。 5  間 ら 調 格 
  実 の の た 相 酌 
す は 基 哲 挙 のり造工薦 神 、 とつ 的 生 い 

  調 
さ 行 

る の   れ 為 
の 墳 で に 依性と倫勢存 人魂かの 在 事 第   白勺 

て， 罪 あ る 即 神 ・ 理 力 め 補 な 三 
あ こ ろ の ち と の の 二 一 実 、 v 充 も 六 
る ィて ， で 受 の 基 混 つ こ は さ の 

が そ は 肉 交 礎 含 め の   れ と 
夫 遣 し な 、 り を と あ 主 神 

  十よ 徳 て の の 
  

日付 こ 
    

如 こ る 復 る る と 
有 絶 
限 外 啓示 極的 

  7 戸Ⅰ の相 市 % の 鍵 す も べ し 性 佳 な さ 
な 上 即 婿 な る の き て の と 売 れ 
る 単 性 罪 与 事 で で   諸 目 成 て 

縫 



 
 

 
 

て
 行
く
事
な
く
、
 完
 

 
 

 
 

る
 。
こ
の
神
に
対
し
、
 

 
 

 
 

性
質
、
菱
一
に
、
こ
の
 

 
 

 
 

ろ
 う
か
 。
 

 
 

 
 

容
 と
を
結
合
す
る
事
 

 
 

 
 

性
を
見
出
す
事
は
不
可
 

 
 

 
 

出
す
事
は
不
可
能
な
て
 

 
 

故
に
宣
教
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
 

ぴ
 

 
 

 
 

。
だ
か
ら
或
る
意
味
 

 
 

 
 

上
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

じ
て
然
ら
ず
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

事
で
あ
る
と
共
に
 、
 

 
 

 
 

で
な
い
人
 位
は
 全
 き
聖
 

甜
 

基
督
論
の
一
考
察
 

三
セ
 

聯
関
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

6
 Ⅰ
 
ヴ
 ロ
口
・
 

づ
 ・
 
ゆ
 
卜
の
 

三
呼
応
と
人
間
存
在
 



 
 

 
 

こ
と
は
、
こ
の
成
長
と
 

 
 

 
 

し
て
基
督
に
於
け
る
 呼
 

応
は
人
間
存
在
と
実
存
的
関
係
を
持
つ
。
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

」
と
が
出
来
た
。
新
て
 、
 

 
 

 
 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

。
永
遠
の
御
子
と
し
て
 

 
 

 
 

の
 聖
な
る
人
性
が
常
に
 

 
 

 
 

見
て
満
足
し
た
事
、
基
 

 
 

 
 

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
 

な
る
生
活
を
拡
大
し
た
。
 

 
 

る
ほ
 つ
れ
て
潜
在
的
な
神
格
が
益
々
力
強
く
活
動
し
 、
 そ
 

 
 

 
 

ナ
，
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 

 
 

 
 

向
付
 

ガく ス 。 4  の 坐た 
遠 的 彼 カ 産 向 
の 自 が を に 上 
郷 邑 恵 祐 於 と 

千 枚 の 々 て が 
は 葉状 発 益 あ 
受 と 態 揮 々 る 
難 並 に す 聖   

あ 



    

 
 

 
 

学
を
形
成
し
っ
 っ
、
 

三
九
 

3
9
 

註
 
1
 
 ㌧
 9
8
 号
 ワ
紬
ぺ
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 ）
江
口
・
や
㌍
㏄
 3
 

申
 

Ⅰ
 0
 
・
 n
 せ
ア
 
4
 
H
 ヴ
ロ
 
宙
 ・
 b
 
：
㏄
 
仁
ゆ
 
5
 
H
r
w
 

Ⅰ
・
 

ロ
 ・
㏄
 
仁
ゆ
 
6
 
Ⅰ
 臣
わ
 
・
 わ
ト
圧
 

ア
 
Ⅰ
 
ヴ
崔
 
・
Ⅰ
・
㏄
切
目
 
8
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ヴ
庄
 
・
 づ
 ・
㏄
 
切
 
㏄
・
 

論
 
。
 

結
 

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
る
べ
く
来
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

る
 神
と
し
て
永
遠
に
 

 
 

致
否
 彼
の
人
性
は
人
性
 と
 云
 う
 実
体
の
連
続
で
も
、
 

人
格
へ
の
参
与
で
も
な
 

 
 

 
 

諸
制
 的
を
彼
が
積
極
的
 

 
 

 
 

実
に
可
能
な
も
の
に
し
た
事
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

云
っ
て
い
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

 
 

故
 、
基
督
の
人
性
は
 、
 

 
 

 
 

て
い
る
真
の
倫
理
的
人
 

 
 

 
 

6
 服
従
は
、
劣
等
さ
の
 

 
 

 
 

生
じ
た
の
で
あ
る
。
 
彼
 

 
 

 
 

0
 人
性
は
人
類
と
自
己
 



  

  

  

  

 
 

 
 

ト
 
㏄
の
 
オ
 
い
せ
（
 

0
 
（
の
 

N
.
 

㏄
 

円
オ
 
8
 ）
 
0
m
 

げ
田
門
 
。
 
"
 
。
 
せ
 
：
 い
 
の
 
ぺ
 
）
 

 
 

（
 旨
つ
ヰ
 

織
目
ロ
ぽ
 

8
 ～
 
0
 
輻
ド
 

・
 
レ
ゆ
 

功
田
 
の
ゴ
 
の
Ⅰ
 

荻
俺
ロ
 
・
 
H
 
づ
 

 
 

 
 

号
 発行
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
 

 
 

い
て
の
詳
論
は
他
日
を
期
し
た
い
。
 

 
 

卍
 
㏄
㏄
㏄
 

四
 O
 

4
 

 
 

 
 

笘
 め
て
い
る
。
・
こ
の
 
堆
 

 
 

 
 

し
 

 
 

 
 

労
作
を
以
て
そ
の
神
 

 
 

 
 

 
 

会
 問
題
に
身
を
投
じ
 塞
 

 
 

 
 

受
 け
 う
 つ
 も
、
同
時
に
 

 
 

 
 

銘
記
し
た
い
。
そ
し
て
 



 
 

つ
て
極
め
て
清
澄
で
あ
り
、
 固
 ・
 
有
 

 
 

課
題
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
業
績
 が
生
 

 
 

い
に
し
て
、
山
岳
信
仰
と
村
落
生
活
 

 
 

え
 た
 場
ム
ロ
 
に
は
、
当
惑
す
る
ば
か
り
 

理
し
、
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え
る
。
 

 
 

き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
し
か
 

 
 

会
 」
の
調
査
に
従
事
し
て
得
た
結
果
 

 
 

は
 、
出
羽
三
山
、
木
曾
御
嶽
の
三
 つ
 

 
 

限
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
調
査
 

 
 

る
 所
が
あ
る
。
調
査
範
囲
も
、
津
軽
 

 
 

場
合
は
、
山
形
県
内
の
村
落
の
み
、
 

村
落
に
お
け
る
山
岳
 
繍
 仰
の
組
織
 

信
仰
で
あ
る
山
岳
信
仰
と
仏
教
の
習
ム
ロ
 
、
或
 

み
 出
さ
れ
つ
っ
あ
る
。
ま
た
、
民
間
の
宗
教
 

の
 関
係
を
調
査
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
 

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
集
ま
っ
た
資
料
を
整
 

扱
え
な
い
こ
と
を
始
め
に
お
断
り
し
な
け
れ
 

に
基
 く
も
の
で
、
資
料
自
体
か
ら
以
下
の
制
 

の
 m
 に
対
す
る
信
仰
と
村
落
生
活
と
の
関
係
 

は
 現
在
継
続
中
の
も
の
で
あ
り
、
引
用
し
た
 

に
 信
仰
が
限
定
さ
れ
て
い
る
岩
木
 m
 の
み
 

木
曾
御
嶽
に
つ
い
て
は
、
木
曾
谷
の
神
々
の
 

四
一
 

  

 
 

織
 

 
 

啓
一
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げ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
場
合
、
宗
教
 

 
 

（
宗
教
的
）
指
導
者
と
 云
 お
 う
 。
 

 
 

 
 

学
 が
こ
れ
で
尽
き
る
と
 

く み る の の 

 
 

 
 

仰
の
組
織
が
 、
ぎ
わ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

即
ち
宗
教
集
団
を
扱
 3
 部
門
が
あ
り
、
そ
の
方
法
は
 、
 宗
教
集
団
に
属
す
る
 

、
現
象
の
整
理
を
試
 

下
の
如
く
決
め
て
お
 

と
な
る
も
の
を
求
め
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
羽
三
山
を
中
心
と
し
 

て
 1
.
 

」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
私
は
こ
 

 
 

 
 

 
 

蜂
 云
え
ば
、
「
 登
拝
 型
の
 

 
 

 
 

る
 。
干
葉
の
三
山
 講
 、
 

 
 

 
 

あ
る
だ
げ
に
、
こ
れ
も
 

 
 

 
 

変
遷
に
つ
い
て
の
結
果
 

 
 

 
 

中
心
と
し
、
こ
れ
と
 比
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
八
日
 講
 或
い
は
 

ま
た
過
去
に
あ
っ
た
形
跡
も
な
い
。
 

ち
の
希
望
者
が
参
加
す
 

 
 
 
 

四
三
 

村
落
に
お
け
る
 
m
 音
信
仰
の
組
 
は
 

 
 

 
 

川
の
支
流
、
小
国
川
流
域
の
山
間
 

 
 

 
 

坑
 、
油
田
が
あ
る
）
 
と
 

  

 
 

て
 
、
前
半
で
は
、
 

岩
 

  

  

 
 

し
 
た
 い
 
。
 

  

 
 

 
 

 
 

  

一
 
"
 
一
 

 
 

 
 

二
つ
の
地
点
を
選
ん
（
 

2
 り
 

 
 

 
 

三
ク
 村
は
、
農
業
、
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

係
 と
は
・
 

 
 

 
 

見
る
。
 

 
 

ら
 、
こ
れ
を
集
団
の
封
鎖
性
と
呼
ぶ
。
 



 
 

し
て
い
る
。
議
員
 は
、
 年
々
掛
金
を
出
し
 

 
 

れ
る
。
代
参
者
が
一
順
す
る
と
講
を
解
散
 

 
 

め
の
組
織
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 

 
 

木
山
と
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

し
つ
つ
生
活
し
て
い
る
そ
の
地
方
の
人
々
 

れ
に
 登
 拝
す
る
風
習
が
、
自
然
と
生
じ
た
」
も
の
で
、
 

「
特
に
組
織
さ
れ
た
信
仰
と
い
う
 
よ
 り
は
 

（
 
く
 
Ⅰ
）
 

 
 

云
わ
れ
た
。
 

（
 
6
 ）
 

 
 

代
参
が
参
る
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
を
 

 
 

自
由
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
村
 

 
 

登
拝
 と
い
う
行
動
を
支
え
て
い
る
も
の
 

 
 

て
し
ま
う
と
、
や
や
云
い
過
ぎ
に
な
る
 す の し 
死 。 はに 、 先く 除 民 間 で 、 五 
霊 組 達 が 衆 に に 改 名 

 
 

ぬ
 平
野
の
米
作
農
村
で
あ
る
。
戸
数
一
五
ム
ハ
 

戸
 。
こ
の
村
の
三
山
 講
は
、
有
 

0
 代
参
者
が
 、
セ
 月
末
に
出
発
 

め
て
新
し
く
組
織
し
直
す
。
 こ
 

、
岸
本
教
授
は
、
岩
木
山
の
八
朔
 

一
種
の
年
中
行
事
と
し
て
こ
 

の
間
に
お
の
 づ
 か
ら
生
え
抜
い
 

（
こ
れ
も
現
在
は
著
し
く
緩
和
 

や
 世
話
役
が
か
る
わ
け
で
も
な
 

（
 
7
 ）
 

織
 よ
り
も
、
む
し
ろ
 初
 ま
い
り
 

信
仰
と
関
係
し
た
山
岳
信
仰
で
 

 
 

味
 に
使
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
一
種
の
 

 
 

称
 ）
は
、
新
潟
県
に
接
し
、
日
本
海
 

 
 

講
 が
あ
り
、
部
落
全
戸
は
、
原
則
と
し
 

 
 

が
 、
三
山
、
及
び
鳥
海
山
に
登
 挿
 す
 

（
 
4
 ）
 

に
 、
三
 m
 講
塁
会
 と
い
う
も
の
は
な
い
。
 

  

四
四
 

講
集
団
と
見
な
す
こ
之
が
出
来
る
。
 

に
面
し
た
戸
数
一
七
 0
 戸
の
半
農
半
漁
村
 

て
 、
こ
れ
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

る
。
こ
の
講
は
解
散
し
な
い
。
ま
た
、
 特
 

材 



も
 、
こ
の
団
体
は
。
好
き
な
者
同
志
で
集
る
 

者
が
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

だ
 岩
木
山
信
仰
独
自
の
、
そ
の
信
仰
の
た
め
 

こ
れ
に
対
し
て
、
出
羽
三
山
信
仰
の
場
合
 

自
の
組
織
を
持
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
 出
 

が
登
 拝
す
る
と
い
う
こ
と
、
部
落
単
位
で
登
 

日
 一
泊
し
て
火
を
共
に
し
、
帰
村
後
も
共
同
 

る
 。
併
し
、
八
日
講
の
行
事
は
、
三
山
信
仰
 

度
 で
も
三
山
に
登
拝
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
 

同
宿
泊
 し
 、
七
日
よ
り
八
日
朝
に
か
け
て
、
 

結
局
は
 、
 村
の
成
人
の
男
子
は
 、
 殆
ど
 登
拝
 

慣
習
」
の
段
階
の
岩
木
山
に
対
し
、
も
つ
と
 

一
昨
年
秋
に
、
 m
 形
 県
下
全
町
村
に
発
し
 

つ
ぎ
り
対
照
を
な
し
て
い
て
、
日
本
海
側
に
 

村
落
に
お
け
る
山
岳
信
仰
の
細
 

椅
 

  

 
 

の
 村
を
単
位
と
し
て
そ
の
年
の
登
 拝
 

  

 
 

 
 

で
、
決
し
て
 無
 組
織
で
は
な
い
。
 
た
 

に
 作
ら
れ
た
組
織
は
な
い
わ
ば
で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
の
で
、
明
か
に
、
三
山
信
仰
 独
 

 
 

織
 が
な
く
、
男
に
限
ら
 た
 る
希
望
者
 

 
 

あ
る
こ
と
、
 
登
拝
 者
に
、
出
発
の
前
 

 
 

お
い
て
、
岩
木
山
の
登
 拝
 に
類
似
す
 

 
 

に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。
嘗
て
 一
 

 
 

村
の
中
の
行
屋
と
い
う
建
物
に
共
 

 
 

一
ア
マ
目
 」
の
階
調
 で
 礼
拝
す
る
。
 

 
 

な
る
が
、
「
自
然
と
生
じ
て
来
た
 

組
織
化
さ
れ
た
形
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

 
 

ば
、
 講
の
有
無
は
、
地
域
的
に
は
 

 
 

）
こ
れ
に
は
、
講
の
組
織
の
崩
れ
 

四
五
 

 
 

 
 

、
集
団
で
登
拝
す
る
。
 

 
 

 
 

を
 取
っ
て
い
る
。
し
か
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
 
m
 へ
の
参
拝
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W
@
 

市
 
上
ハ
 

 
 

の
 

 
 

な
 
村
 
の
 
に
 

㈲
調
査
後
、
念
珠
 

ケ
 
関
村
は
温
海
町
、
大
和
 

打
は
余
 

甘
竹
 

に
 
編
入
さ
れ
た
。
 

㈲
池
上
底
 

王
 
氏
、
野
村
暢
 

溝
氏
 
、
高
木
き
よ
子
氏
、
及
び
 

柳
川
の
四
名
に
よ
 

力
 
。
「
宗
教
研
究
」
（
第
一
四
二
号
）
 

八
三
頁
以
下
。
 

㈲
昭
和
二
十
八
年
こ
の
誌
は
廃
止
さ
れ
た
。
煩
し
い
た
め
 

に
 
、
以
下
過
去
形
は
使
用
し
な
い
。
 

㈲
岸
本
英
夫
氏
「
宗
教
現
象
の
諸
相
」
一
六
八
頁
 

㈹
岩
木
山
 

講
は
 
、
神
社
維
持
の
た
め
の
崇
敬
者
の
講
で
、
 

発
祥
の
た
め
の
描
で
は
な
い
。
 

㈲
山
麓
の
村
で
は
、
幼
児
の
頃
に
背
負
わ
れ
て
 

初
 
ま
い
り
 

な
 
す
る
の
が
普
通
。
遠
隔
地
で
は
、
成
年
に
達
し
た
時
と
 

結
び
つ
い
て
い
る
。
 

㈲
山
形
の
も
り
信
仰
に
つ
い
て
は
、
戸
田
義
雄
氏
「
本
邦
 

解 姦 あ と落首 な 
答 が るなが あ 

郡 名 沖 あ 部 いあ つ い 

枯 る 藩部る た A+B 
数 A  B  C  D  A ガ B ガ イ C ガ D 啄 

飽 m@ 20@ 11@ 8@ 0@ 1@ 55@ 40@ 70@ 0 5     

  

東 田 川 32  18  2  1  2  78  9  87  4  9       

西 田 川 14  9  3  0  2  64  21  86  0  14   

  

最 _h@ 14@ 0@ 5 0 6@ 0@ 57@ 57@ 0@ 43       

北 W  山 19  2  1  3  12  11  5  16  16  69 

  

西 村 山 幼 1  2  3  14  5  10  15  15  70       

東 村 山 21  4  3  2  12  19  14  %  10  57 

  

南 村 山 15  0  4  1  10  0  27  27  7  6 ア 

  

東 置 賜， 勿 1  4  0  15  5  20  25  0  75         
西 置 賜 16  1  1  5  9  6  6  13  31  56           
南 置 賜 9  1  0  0  8  11  0  11  0  89 

簾 一表 講 のあ る 村 とない 村 

  

蝸   



  村 
落 
  
お 
  
  
山 
岳 

  信 

仰 
  
租 
臆 

  
七 

4 ア 

  

解 使 部と行 価で 
町 歩 落 まく 人行 

郡 
名 答 村 何 でつ まて       

数 A     A ガ B ガ C ガ 

90 臣 海 17 Ⅰ 6       Ⅰ 0   

  

東 田 )lI 23 拍     87     

  

西 田 J Ⅱ 12 10     ㏄ 1 ア   

  

最 上 10       10   ㏄ 10 

  

北 村 山 Ⅰ 3       お 69   

  

西 村 山 Ⅰ 3         ㏄ ㏄ 

  

東 村・ 山 Ⅰ 5       20 53  27 

  

南 村 山 14       Ⅰ 4 43 43 

  

東 置 賜 11       2 ア 45 27     
西 置 賜           0  l ㎝ 

  

南 置 賜         わ 25  ㏄ 

第二表 三山への 登拝 のしかた 

  
三つの質問に 対する解答を 綜合して分類したため ， 
矛盾して分類不可能な 町村は除く   

歓 心 ぅ 「 望 つ さ 

と は な 請 見 げ れ 出 
し 山 修 の し る て 羽 (9) 

彩 って部 のは 一大に 

く死進 が で り 先付 一 9 倍 硯蓋の わの後人 一 ある 及び 照寺 内に 号叫 ）を のの   れ 山御前 釜溝 、 も め 実 
達 で 申 て 。 こ てと幣に 臥 水松 り ぐ 証   

そ 織 山 力 が に 組   
葬 でと 俺 。 余館 研形   の登 し の 甘 で 究県 

  



  
  

 
 

は
 非
常
に
薄
く
 

 
 

と
な
り
、
明
治
 

 
 

T
 氏
が
引
率
し
 

 
 

て
い
た
が
、
 二
 

 
 

廻
館
 で
は
、
 

 
 

在
の
宮
司
 s
 

 
 

が
あ
っ
た
 

 
 

発
揮
 四
 

 
 

岩
川
の
 

 
 

き
 、
必
要
 

 
 

る
 末
派
 修
 

 
 

行
か
な
い
 

 
 

 
 

坊
 、
 廻
 館
は
普
賢
 
堂
の
 

 
 

 
 

多
 か
つ
た
。
宿
坊
と
 
村
 

 
 

 
 

も
の
お
乱
売
り
が
廻
る
 

 
 

 
 

、
神
官
や
僧
侶
に
な
っ
 

 
 

 
 

縮
 し
た
こ
と
、
敗
戦
後
 

出
羽
 

し
 、
本
 

先
達
は
 

、
て
、
 

よ
 
ヰ
ん
 
）
。
 

Ⅰ
 

併
し
 三

山
信
仰
の
 

・
 
寺
株
 を
も
ち
 

宿
坊
、
所
在
 

て
 、
平
時
は
 

ま
た
、
 各
在
 

、
こ
の
よ
 う
  

 

 
 

 
 

出
先
達
と
 

里
 

 
 

村
 
々
を
廻
っ
 

 
 

す
る
。
こ
の
 

三
 

 
 

に
よ
っ
て
 

、
嘗
 

四
八
 

（
 
り
イ
 

）
 

に
 詳
し
い
。
山
麓
の
 、
 
村
に
は
、
宿
坊
を
経
営
 

先
達
（
末
派
修
験
）
と
が
属
し
て
い
る
。
 

山
 

て
お
札
を
配
る
。
 
里
 先
達
は
 、
 村
に
住
み
っ
 

音
 問
の
権
利
は
厳
然
と
し
て
 い
 て
 柑
 侵
さ
れ
 

よ
 く
知
ら
れ
て
い
る
。
 

て
の
組
織
は
、
崩
壊
し
、
或
い
は
変
革
を
余
 

弗 



 
 

 
 

先
達
な
し
で
 

登
 
拝
す
る
 

こ
と
は
、
小
岩
川
と
同
様
で
あ
る
。
 

 
 

  

 
 

 
 

  

勢
 
講
 
や
 
古
生
 
原
講
が
、
 

 
 

  

の
 
三
山
 
詰
 
は
、
宗
教
的
 

 
 

 
 

っ
た
 
筈
で
あ
る
。
平
時
 

 
 

  

割
 
を
に
な
っ
て
い
た
わ
 

  
  

 
 

 
 

足
 
さ
れ
て
お
り
、
 

（
 
3
 
ノ
 
或
い
 

 
 

  

る
 
。
 
里
 
先
達
或
い
は
 

官
 

 
 

講
の
本
質
的
要
素
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
。
 

 
 

  

詰
 
は
、
御
嶽
信
仰
の
 

 
 

 
 

辺
 
農
村
に
多
か
っ
た
だ
 

 
 

  

げ
た
新
開
村
黒
川
の
御
 

 
 

 
 

一
十
二
の
部
落
が
点
在
し
 

  

組
 
が
出
来
て
い
る
。
 

西
洞
組
 

（
 
二
 
二
戸
）
、
下
条
 

組
 （
 
四
 
0
 
戸
 
）
、
下
中
入
 

紐
 

 
 

 
 

局
 
、
黒
川
 

郷
 
で
五
つ
の
 

睡
 

村
落
に
お
け
る
山
岳
信
仰
の
租
 

ぬ
 

の
 
力
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ハ
 、
中
座
四
）
、
下
中
入
 

 
 

中
座
を
通
し
て
、
神
に
う
か
が
い
 

 
 

よ
う
 に
守
護
す
る
役
で
あ
る
。
神
に
 

 
 

に
は
、
病
気
な
ど
の
個
人
的
な
こ
と
 

 
 

の
 能
力
と
、
特
別
の
修
行
を
し
な
 

 
 

、
三
年
間
、
寒
行
す
る
）
一
般
の
 を

 立
て
、
 

、
 ：
 
、
 

3
 
ヵ
 ヵ
 し
 

が
た
ず
ね
 

げ
れ
ば
、
 

請
負
に
は
 ま

た
、
お
吉
げ
を
記
録
す
る
役
で
 

を
立
て
る
の
は
一
年
の
世
の
中
の
 

ら
れ
る
。
こ
の
村
で
は
、
四
天
は
、
 

な
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
（
 寒
一
 

な
 い
 能
力
を
 、
 そ
な
え
て
い
る
わ
 

 
 

 
 

詞
や
 、
般
若
心
経
な
ど
 

の
 全
戸
が
加
入
し
て
い
る
。
 
夏
 

ォ
ゥ
ヒ
マ
チ
 

の
お
山
 講
 、
或
い
は
大
日
待
と
 

黒
川
の
各
 講
 あ
わ
せ
て
、
 
現
 

か
 、
そ
れ
に
は
、
お
山
 講
 の
 集
 

（
 
4
 ）
 

が
 、
議
貴
（
結
局
は
組
合
員
）
 

る
 」
こ
と
で
、
座
を
ぎ
よ
め
 、
 期

 に
は
、
組
に
よ
っ
て
は
代
参
を
 

呼
ぶ
集
会
は
 、
 講
の
最
大
行
事
で
 

在
、
二
十
八
名
の
宗
教
的
指
導
者
 

会
 は
 つ
い
て
検
討
を
し
て
み
な
げ
 

が
、
 村
の
中
の
当
番
の
家
に
集
ま
 

上
座
に
、
「
中
座
」
と
呼
ぶ
行
者
 出

す
所
も
あ
り
、
他
に
希
望
者
が
登
拝
す
る
。
冬
期
 

あ
る
。
 

が
い
る
。
何
故
に
こ
の
よ
う
な
数
の
指
導
者
が
必
要
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
黒
川
の
お
山
講
は
簡
略
化
さ
れ
た
 

り
、
 御
嶽
大
神
を
拝
む
。
こ
の
時
の
行
事
の
中
心
は
 

を
す
え
、
向
い
合
っ
て
「
前
座
」
（
こ
れ
を
先
達
と
 

五
 O
 

 
 

 
 

と
称
 し
て
い
て
、
 

（
同
一
月
十
一
 

-
 な
の
で
あ
 

形
に
な
・
つ
て
 

「
御
座
を
 

い
つ
て
い
る
 

印
 

各
組
 

一
日
）
 

-
 
ろ
 う
 

い
る
 

*
 て
 

）
。
Ⅹ
 

ヵ
 



  

岸
本
教
授
は
、
御
嶽
信
仰
の
講
に
つ
い
て
、
 

で
あ
っ
て
：
「
 m
 の
側
に
は
、
 諸
 講
を
統
制
、
 

（
 
几
リ
 

）
 

し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
は
 、
 

村
落
に
お
け
る
山
岳
信
仰
の
細
 

 
 

心
 」
と
な
り
、
山
は
「
付
場
」
 

 
 

も
な
く
、
中
心
 は
 諸
地
方
に
分
散
 

 
 

々
の
講
は
そ
れ
ぞ
れ
完
全
な
教
 

5
1
 

五
一
 

 
 

業
 、
そ
の
他
の
職
業
に
つ
い
て
い
る
 

 
 

の
を
選
抜
し
て
い
る
。
 

 
 

白
で
あ
る
。
先
達
た
ち
は
、
お
山
 

 
 

他
 、
小
さ
な
日
待
、
病
人
、
家
出
人
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
指
導
者
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

と
が
出
来
る
。
三
山
 講
も
 、
部
落
 

 
 

往
も
、
礼
拝
を
正
式
に
行
 う
 た
め
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
所
が
御
嶽
 講
は
、
 

 
 

の
 要
素
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
 

 
 

ぅ
 。
修
行
が
出
来
た
か
否
か
は
村
民
 

 
 

あ
る
。
お
札
も
 、
 講
で
版
木
を
も
っ
 

 
 

神
の
言
葉
は
、
直
接
、
自
分
の
講
 

組
織
の
媒
介
は
何
ら
必
要
な
い
。
 

諸
 に
お
い
て
、
他
の
村
で
は
年
占
と
し
て
 行
 

、
愚
物
な
ど
の
場
合
に
も
活
躍
す
る
。
し
か
 

が
な
く
な
れ
ば
、
講
の
機
能
が
消
滅
す
る
。
 

毎
に
独
立
し
、
自
主
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。
 

に
は
、
神
社
の
仲
介
が
必
要
で
あ
り
、
宗
教
 

た
と
え
 二
 0
 戸
 或
い
は
 五
 C
 戸
の
講
員
か
ら
 

と
が
出
来
よ
う
。
宗
教
的
階
層
は
出
来
上
り
 

の
 判
断
で
沃
る
。
上
部
教
団
が
教
師
を
任
命
 

て
い
て
こ
れ
を
配
る
。
何
よ
り
も
大
事
な
こ
 

 
 

の
中
座
を
通
し
て
聞
く
わ
げ
で
あ
り
、
上
部
 

  

。
後
継
者
を
選
ぶ
た
め
に
、
村
民
の
青
年
の
 

  



  

 
 

 
 

八
者
の
童
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
併
し
 、
 

 
 

 
 

。
平
常
の
組
織
は
な
い
 

 
 

 
 

岩
川
の
例
、
部
落
の
有
 

 
 

違
 が
あ
る
。
 

  

遠 て 

 
 

 
 

に
 、
御
嶽
 講
 と
の
 柏
 

 
 

 
 

ま
 ㈹
「
宗
教
規
集
の
諸
相
」
一
六
九
頁
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
」
（
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

取
る
。
 

 
 

と
い
う
 宙
 味
を
兼
ね
 

 
 

 
 

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 右
を
心
得
る
こ
 

と
 0
 

③
「
宗
教
典
 俺
 の
諸
相
 し
 一
七
 0
 頁
 

四
 

  

 
 

 
 

形
式
的
な
関
係
に
お
い
 

  

  

五     
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出
来
る
の
で
あ
る
か
 

 
 

 
 

 
 

拝
す
る
た
め
」
に
出
来
 

 
 

 
 

拝
す
る
た
め
」
の
 講
と
 

 
 

 
 

部
落
の
有
志
が
加
わ
る
 

 
 

 
 

側
 で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

 
 

 
 

集
ま
り
に
な
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

も
の
で
、
長
沢
の
型
の
 

 
 

 
 

葉
 県
の
養
老
郡
一
帯
の
 

 
 

 
 

他
 、
行
人
塚
を
建
て
る
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

展
に
 、
ほ
ど
遠
い
と
 

 
 

 
 

り
、
 三
つ
の
講
の
位
置
 

を
 見
出
す
試
み
を
行
っ
て
見
た
い
。
 

 
 

 
 

神
は
新
山
神
社
で
、
 

 
 

 
 

マ
キ
の
氏
神
は
な
い
。
 

 
 

 
 

が
 加
入
し
て
い
る
四
組
 

 
 

 
 

組
 に
分
 

掛
金
を
積
立
て
て
、
一
五
二
一
 

け
 

  お 



    

  

  上中下若 

  第一組 16  あ 15  1 

俸 二組 7 1 3 12 俺 三組 3 ⅠⅠ アサ 29 

第 三、 表 

組別の行屋所属戸数 

  

  上申下若 
  大 場 10 13 4 0 

叶 ノ寸 Ⅰ 3  0  12 

伊 藤 3 0 0 8   
第 四 表 

主要なる 姓 別の行屋所属戸数 

 
 

 
 

は
な
く
、
 村
 全
体
を
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

異
 に
限
ら
れ
、
村
を
単
位
と
す
る
と
い
う
点
で
、
 

古
 

峯
グ
原
 講
な
ど
と
類
を
同
じ
く
す
る
 
よ
う
 で
あ
る
が
、
 

 
 

年
に
一
度
代
参
が
出
る
古
 峯
 ク
涼
 

講
 
（
三
組
）
 
、
 嫁
の
集
り
で
あ
る
 一
 

勢
 参
拝
に
同
行
し
た
人
達
の
伊
勢
 

の
 婦
人
か
ら
な
る
地
蔵
講
以
外
は
 

は
 、
長
沢
の
中
に
限
ら
れ
る
こ
と
 

三
山
登
達
拝
や
八
日
講
の
集
ま
り
 

は
 、
請
負
と
は
云
わ
ず
、
行
人
と
 

 
 

村
 に
は
、
上
、
申
、
下
、
平
石
の
 

計
一
一
 セ
 戸
が
各
々
に
属
し
て
い
 

ぅ
 予
想
も
成
り
立
つ
が
、
実
際
は
 

方
の
入
り
ま
じ
 つ
た
 状
態
で
あ
る
 

五
四
 

 
 

れ
ば
、
観
音
め
ぐ
り
を
済
ま
し
た
年
寄
の
観
音
 

 
 

の
 講
で
あ
る
。
男
女
の
別
の
な
い
も
の
に
、
 

伊
 

 
 

い
家
 」
で
固
定
し
て
い
る
庚
申
講
と
、
第
三
組
 

 
 

檀
家
を
含
む
道
元
請
以
外
は
、
 
講
 員
の
範
囲
 

は
 云
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

 
 

通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
出
席
す
る
人
 

 
 

に
決
 っ
て
い
て
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

戸
 ）
 、
下
 （
二
十
二
戸
）
、
平
石
（
四
十
二
戸
）
 
、
 

 
 

集
団
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
 

 
 

ぃ
は
 血
縁
関
係
の
一
方
の
み
に
よ
ら
ず
、
 
両
 

 
 

く
な
っ
た
の
で
、
明
治
の
初
、
気
の
ム
コ
 
っ
 た
者
 

  

駿 



 
 

 
 

で
 
一
人
前
と
認
め
ら
れ
 

 
 

 
 

）
で
新
し
く
入
る
若
者
 

 
 

 
 

、
 
他
に
氏
子
集
団
が
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 
君
 

じ し 多 
を 
与 
，え   
る 
が 古妻 グ 原詩 6  村戸 ニ   

憶 庚 申 

の 

ケア "- 

  

  

  
る 

    

  

  

    
侶     

五 
歳 第 六 表 

ま 

い 

@   

の 

習 
拝 全 一 

慣   
と 5  市Ⅱ 

結 感 人 



 
 

 
 

苗
講
も
廃
止
さ
れ
、
 自
 

 
 

信
仰
に
変
っ
て
し
ま
う
た
。
 

 
 

 
 

が
 、
村
内
の
荒
輿
屋
 

 
 

 
 

は
 m
 神
社
、
三
本
棚
 組
 
  

 
 

 
 

で
 
決
定
す
る
。
掛
金
を
 

 
 

 
 

な
い
と
い
つ
て
よ
い
の
 

 
 

 
 

年
を
要
す
る
が
こ
の
観
念
が
薄
れ
た
時
に
は
、
独
立
し
こ
の
村
の
講
は
茎
 

を
 一
巡
す
る
の
に
 

セ
 
理
 
0
 
さ
れ
て
、
古
老
 

 
 

 
 

な
い
。
講
の
指
導
者
は
 

 
 

 
 

三
山
信
仰
の
た
め
の
 独
 

 
 

 
 

し
 、
代
参
は
男
が
選
ば
 

 
 

 
 

の
 唯
一
の
普
遍
的
な
集
 

  
る 号 Ⅰ 金 
家 ・の 光 
が 大 毅 
随 性 （ 
月 の 四 

講の 集 戸 に 、 ） 

    
勢 職 五 

諸 業 戸 
gU 肖 、 

    

  
， （ 他 

  
  

婦 

  
  

 
 

 
 

る
も
の
（
 セ
戸
 ）
 
、
及
 

五 
    

5 色 



十 四 が も 屋 諸 星 額 白 の ほ 

大 上通り 15  三木 柳 8 戸 皇 口 声の 加入 集会 が決 （今 組 め 音詰 奏 由 間で 

中町 十力 請負 ま目 なし 庚 中大 （ 拝 と 

お す Ⅰ 松根町・ 3     
山 
岳 第 七 表 多 幸 名 
信 町別 の 詣 負数 
仰 
  
組 
織 農 業 

良案 兼 商業 

農業 兼 公務員 

商 業   

労 働 者 

会 社 員 

  れ に 
  鰯 八 表 

職業別 講 負数 

  
重 

は 斬 刑 （ か 定 白 声 加 ） と の ハ 

ね た て ） 

  

  志 、 入     
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の
点
で
は
、
三
つ
の
 
村
 

の
間
で
差
異
は
な
い
。
 

 
 

 
 

地
か
ら
の
 澄
拝
 団
体
 

入 そ る 出 が い 
れ れ 以 。 来     
な に 上 

l 議員数 

い よ 、 

と れ 三     押切     一表 限は いろ 相馬、 佐藤 

地 紅 村 
位 、 の 

  川守田、 早坂、 池   

は 蛇 柳 
あ 位 の 
つ 、 組 
た 血 織 
がミ 縁 は 
  

単 つ の 
第 九 表 

位 て よ 姓別 の 講 負数 

  

に 限 ぅ 

加 ら な 組名神社名総数   姦賈数 一山 
入 れ 人 
し る 問 
て こ 関 荒 輿屋細山神社 9  7 

  第 十 表 で、 く く し 
年 た 合 ま す に 

二重氏子中の 講負数 

令 。 さ で る く 

廻 も ぃ 場 入 も あ 地 ぬ に 
館 の 関 合 は な つ 攻 衆 ょ 
に が 係 も 随 い た 革 は っ 

  
う   

い地 都合百 五   
見 

新た こ ヰハヰハ ）。 - し ね 

の 住 あ   
講 者 る 

で を 。   
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村
落
に
お
け
る
山
岳
信
仰
の
紬
 棚
 

と う Ⅰ く 派   手 名   所在地檀家戸数姉山議員数 
曹 洞 宗   泉 流 、 寺十六合村       

  

  
  籠手持 尻 川 町   ｜   

  
  宝 東 寺   廻 館     佃   

Ⅰ 0 

  
  法 薄手余 目 町       

其 宗智 敵 手   廻 
館   64   

19 

        立 涌 幸大和打首 敏       一 
津 エ 宗   心 先 手   松 拳 打       

表
 

 
 

十
 

集
 

数
 

ネ
く
 

Ⅱ
レ
 

篭
睾
力
 

 
 

一
 

別
 

家
 

檀
 

院
 

寺
 

各
  

 

沢
 に
戦
前
ま
で
あ
 
っ
 

 
 

8
 羽
黒
ま
い
り
の
講
で
 

 
 

は
 十
九
に
な
る
と
 必
 

 
 

行
っ
て
い
る
。
し
か
も
 

 
 

一
表
は
女
性
の
三
山
 
信
 

 
 

ら
れ
、
湯
殿
山
、
月
山
 

 
 

も
な
い
。
併
し
 、
登
 

 
 

村
 に
お
い
て
三
山
を
拝
 

 
 

て
、
 同
じ
く
女
性
を
制
 

 
 

し
な
い
か
と
い
う
こ
と
 

 
 

の
 強
い
も
の
と
考
え
る
 

推
論
は
、
以
下
最
後
の
節
に
お
い
て
試
み
た
い
。
 

 
 

同
 で
持
つ
て
い
る
。
 
そ
 

五
九
 

  

Ⅱ ， 前の三山 は入っていた 諸 に   

ぅ は す a, こ 
    ろ は 

衆 議 所   
の に で 女 
代 価、 お 性 
妻 入、 る が 
者 と 。 多 
と し に く 

じて も ま 

て 八 拘 じ 

男 る わ っ 
， 珪 の ら て 
が で ず 居 

登 な " り 

揺 し く " 村 の女 " 
、 家、 講 性 

或 と に の 
  い し お み 
は て い の 

付 加 て 団 
事 大 、 体 
に す 女 の 
出 る 性 登 
席 か を 拝 

  
に ろ の 撃 
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六
 O
 

㏄
 

 
 

の
年
の
吉
凶
を
・
 

占
 な
っ
て
も
 

 
 

ろ
う
 0
 

㏄
 

幻
縫
 

 
 

廻
 

 
 

し
て
村
中
を
廻
り
、
行
列
の
時
 

は
 祭
具
を
も
つ
て
先
頭
に
立
つ
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

教
示
さ
れ
た
。
（
同
氏
「
 

田
 

 
 

乃
ヘ
 

 
 

仰
 

屋
 神
明
の
成
立
」
宗
教
研
究
一
面
二
号
）
 

泰
信
 

 
 

対
す
る
 寅
 間
紙
 法
 の
調
査
で
あ
 

 
 

 
 

長
 

 
 

五
 

 
 

な
し
 

 
 

 
 

差
異
は
な
い
。
 同
 村
と
い
う
 地
 

山
山
 

者
り
 

 
 

の
 毒
が
あ
り
、
時
に
は
同
じ
指
導
 

答
ま
由
 

い
 

月
三
 
ら
い
 
る
 

泉
殿
た
か
で
 

 
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
 

解
勿
た
湯
つ
 
村
ん
 

 
 

同
体
と
講
と
の
関
係
に
つ
い
て
る
 

 
 

相
異
が
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

に
登
 拝
し
て
行
人
と
 

 
 

 
 

題
 よ
り
は
、
村
に
お
 け
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
る
。
青
年
 

 
 

 
 

 
 

氏
神
の
奥
宮
で
村
の
人
 

 
 

 
 

泊
つ
て
精
進
し
て
か
ら
 

 
 

 
 

る
 。
拒
否
を
許
さ
な
い
 

 
 



    

つ 他 の 係 氏 さ な 廣 は 百村 と 講 し 共 
な " 者 を 子 管 ね い は " 廻 な が 目 て 心 同 
が 職 は 作 集 て て 。 な 当 館 諸 田 体 で 岩 株   

お の 地 に 。 的 お う 、 信 あ 上 れ 戸 な 信 に 圧 

い も 体 い 解 で そ 作 ら て   

信 約 合 、 域 の   

者 な と 或 或 結 こ わ は い て こ ま 自 を か 
は 関 は い い 合 の け な 煤 し と 借 ら 脱 ら 

地 係 、 は は 関 
域 に教一皿 係   場 合 でく則 あ ながつ さはり 同て原 のし " こ " 
を ょ 田 部 縁 に 
司 っ 或 の 共 つ     て つ   はるっ あ た 時い則三 にるで山を れ 
じ て い 者 同 い 先 議 け た 講 結 運 信 共 

員 果 営 何 回   のに 英人。 る ・。 目 だ に し の 体 
る れ 会 員 各 私 司 っ 真 由 
と る に を 員 見 体 て 体 に っは たっ打目結 て独酌 
い の お 代 に を   的 い 的 有 わ て く の 合 
っ で げ 表 、 公 げ ぃ 町 組 閣 
て は る し 当 表 志 が 結合ない １ 0 こま で た 能 織 係 

と 家 " 加 あ 。 性 で の 
灯 で 登 入 る こ が あ 強 

そ 比 は 拝 出 。 の あ る く 

  た 組 る 代 残 
て 四 な る だ 織 わ 参 っ 共同 信は便女 だ の口 女 の口 遍 的 同 四 げ と 、 で げ 諾 て 
信 老 ね い 体 的 宜的 仰を ぎも ） く 信 な   

村 強 る つ 形     の い 。 て と 

め く あ す あ と 合 拝 前 で 揚 力 併 い 呼 
で す る る り は ほ の で あ 合 を し る ぼ る よ 経 は る に 講   う 

  

心 と 地 共 目 付 っ 験 な   

煩 い 縁 同 然 落 て な い 村 
の う 、 体 に に 詰 も と 民 
要 荒 血 の 結 お が つ い で 

乗味 縁 外 合 げ 
で で の 部 関 る 

維 て ぅ あ 
持 ぃ 習 れ 

は 員 小 社   
、 に 岩 合 

木ォ ヰ升 J Ⅱ 自勺 

の え で 慣 
統 る は 習     と 
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人
の
資
格
で
集
る
。
 

 
 

 
 

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
氏
子
 

 
 

 
 

集
団
と
し
て
の
講
は
、
こ
の
二
つ
の
 

 
 

そ
れ
が
講
の
多
様
性
と
な
っ
て
 現
 

 
 

一
歩
出
る
こ
と
で
あ
る
。
「
 格
 」
 

 
 

同
体
の
中
で
、
特
殊
の
集
団
を
作
っ
 

 
 

は
 、
女
性
が
 、
 常
に
男
性
を
代
表
と
 

 
 

る
 長
沢
に
し
て
も
、
八
日
 講
 で
は
、
 

 
 

小
岩
川
に
お
い
て
は
、
三
 m
 講
と
 

 
 

の
 独
自
の
結
合
関
係
を
結
ぼ
 ぅ
と
す
 

 
 

結
合
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。
し
た
 

 
 

結
合
の
二
つ
の
極
の
間
で
占
め
て
い
 

 
 

し
と
は
、
勿
論
、
出
来
な
い
。
家
族
 

 
 

の
 信
仰
し
か
認
め
て
い
な
い
。
 
議
 員
 

者
の
み
で
あ
る
。
 

 
 

段
階
の
差
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
 

 
 

参
が
 出
る
所
が
あ
る
が
、
福
島
の
太
 る

 。
 登
拝
 で
は
ど
の
御
嶽
 諸
 に
お
い
て
も
、
 

元
請
て
は
、
個
人
の
希
望
者
が
登
拝
す
る
。
 

六
一
一
 

ノ
 

や
 教
会
が
す
べ
て
そ
の
例
に
あ
て
は
ま
る
と
 

 
 

極
 の
中
間
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
に
よ
 つ
 

 
 わ

れ
て
い
る
。
 

の
あ
る
家
が
、
「
庚
申
講
」
や
「
伊
勢
講
 し
 

て
 、
普
遍
的
な
宗
教
集
団
を
離
れ
よ
う
と
す
 

す
る
共
同
体
的
結
合
を
離
れ
て
結
ば
れ
る
の
 

二
面
信
仰
の
た
め
に
、
集
会
を
開
 き
、
 選
ば
 

い
 う
、
 専
ら
三
山
信
仰
の
た
め
の
組
織
を
作
 

る
 方
向
へ
進
ん
で
い
る
し
、
信
仰
を
同
じ
く
 

が
っ
て
 、
 三
つ
の
村
に
お
け
る
三
山
信
仰
の
 

る
 位
置
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
 

0
 代
表
と
し
て
は
、
男
し
か
認
め
て
い
な
 

は
 、
 廻
館
 と
い
う
地
域
共
同
体
に
居
住
す
る
 



  

こ
の
論
文
の
資
料
は
 、
 

た
 
「
出
獄
信
仰
の
会
」
の
 

ら
れ
た
示
唆
は
大
き
い
が
 

村
落
に
お
け
る
   

 
 

曾
 教
育
会
及
び
木
曾
町
村
会
の
補
助
に
よ
っ
て
行
っ
 

 
 

 
 

 
 

断
 で
あ
り
会
の
意
見
と
全
然
関
係
が
な
い
こ
と
は
、
 

㏄
 

士
 
ノ
 
、
一
二
 

ぬ
岳
 信
仰
の
組
織
 

 
 

 
 

ム
ロ
の
両
極
の
間
に
ひ
か
 

 
 

 
 

三
山
信
仰
の
組
織
の
場
 

 
 

 
 

し
 と
を
大
ざ
 つ
ぱ
 に
の
べ
 

 
 

 
 

合
 よ
り
回
信
 的
 結
 ん
ロ
ヘ
 

 
 

 
 

を
 終
り
た
い
と
思
 う
 。
 

  

 
 

 
 

い
る
。
こ
の
よ
う
な
 
部
 

 
 

 
 

、
各
部
落
毎
に
世
話
人
 

 
 

 
 

こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
も
、
請
負
 

は な 川 貝 Ⅳ 

講 ょ ょ ち   
の み り   
範 、 更 地 
囲 仰 に 域 
で 座 奥 共 
あ の に 同 
る 席 あ 体 

。 は る の 

黒 。 列 開 化 
川 す 田 蓑 
の る 村 が 
講 こ 末登 
が と 川 拝 
  は の す 

細 田 髭 る 

岳 夫 沢 と 

ャこ な 部 い 
作 い 落 ぅ 

ら が の 村 
ね 、 お と 

て 葉 山   
ぃ 会議 個 
た に に 人 
の 加 は が 
に Ⅰ わ ・     

苅 る 女 自 
し こ 壬 ら 

、 と は の 

信仰 人 元 は田 全く 

請来 でる加、 参 で   
は 。 四 個 

、 拙 夫 人 
福 域 な の 
農 兵 い 資 
町 同 。 格 
伊 " 体 黒 で 

発揮 合、 の的結 J ｜ １ 

中 今 議 す 

西 " をやる 超 " 杖 
中 越 人 は 
畑 す 九 分 

、 る 講 れ 
及 最 で て 
び も は い 
隣 良 、 る 

接 い 経   
0 例文 黒 



    

  

 
 

究
 
一
玉
 

セ
号
 

）
 

㈲
女
性
の
信
仰
調
査
の
拮
 

果
 
よ
り
計
算
。
 本 
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