
 
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
種
々
の
 意
 

 
 

 
 

教
 と
い
う
言
葉
自
身
は
 

 
 

 
 

ず
 、
徳
川
時
代
に
な
っ
 

 
 

 
 

外
交
文
書
か
ら
の
研
究
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
た
の
は
明
治
 十
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ば
ら
れ
、
 家
は
 末
寺
 

 
 

 
 

と
か
、
宗
教
一
般
と
は
 

 
 

 
 

外
国
と
の
交
通
が
は
じ
ま
 

 
 

 
 

外
交
の
為
キ
リ
シ
タ
ン
の
 解
 

 
 

 
 

生
ず
る
に
至
っ
て
、
宗
教
 一
 

 
 

 
 

あ
る
。
今
日
我
々
は
社
会
、
教
 

  

巴 
4 寸 

教 

の 

基 

本 

構 

造 

柳
瀬
 
襄
爾
 

  ⅠⅠ ) 



 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

の
 用
語
の
登
場
は
宗
教
 

 
 

 
 

は
 、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
 

ビ
ッ
グ
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
用
語
の
歴
 

 
 

 
 

西
国
際
宗
教
史
会
議
に
 

 
 

 
 

に
 左
右
さ
れ
て
い
る
と
 

 
 

 
 

（
 
由
卸
ざ
コ
 の
 尭
帥
は
使
 

（
 
2
 Ⅰ
 

 
 

 
 

、
 尚
 、
古
木
 
教
 と
い
う
こ
 

 
 

強
く
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

タ
イ
ラ
ー
（
面
・
 ロ
 ・
 

 
 

 
 

持
た
ぬ
民
族
は
な
い
こ
 

 
 

 
 

奇
妙
の
 ょ
ぅ
 で
あ
る
 

 
 

 
 

、
初
期
の
学
者
が
宗
教
 

 
 

 
 

観
念
を
持
た
ず
、
 又
礼
 

 
 

 
 

べ
き
宗
教
的
性
格
の
も
 

 
 

 
 

色
ド
の
オ
 
と
い
う
悪
妻
 
正
の
 

 
 

 
 

く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

彼
等
が
宗
教
を
持
た
ぬ
 

(2 Ⅰ   



                            

宗教の基本構造 

  
を て え れ 宗 り 設 つ 霊 と う と 

ホ数   
現 構論 心し体こ横来 西 在る キ の 

象 
甲ま 

著 
し 
い 

多様 と れ か は と 。 教 は年 と す 解 る 

珪 

見 - 
せ 
て 
い 

る 
こ 合 と 古 つ を 念 と よ な 為 

と   

同時 

    
そ 
れ 
繊 
他 
の 

文 
@ イ 

項 
目 

例 
，え 
サま 

倫 に っ 所 記 暫 あ 確 、 は ら ば か 
理 

-tf 

僻 下生 、 

オ e 

  

社   
会 幅 wo のまは こでしな教なで ば 宗での教主るぬと 学張 。 民か 
な   と 」 て ら 学 ぃ あ に を そ 族   
  

口口 

で 部 い な は か っ 於 し こ は 神 
と も の な い そ ら た て た で 幾 像 
も の口 な 宗 く 。 の こ 。 は 訳 タ ら 礼 
結 づの い 教 と し 頭 ュ す で ィ も 拝 
合 

助円   で あ ぅ あ と 

し、 
      

体 い 絶 そ 来 入 津 。 は こ い 

3  C3 Ⅰ 



 
 

 
 

          
 
 

 
 

  

く 4 Ⅰ   

  い 礼奈 で る は え 我 の 又 体 を 側 ぎ も 或   
み い ん と 必 を し 情 ど 正 に な 義 侍 中 類 で に 合   
る 譲 る っ 応 と い て し 味夫 観 は 主家 整 れ の い 

      

し る こ あ る の 的 つ 宗 家 わ り   
い 域恵 こ あ 清心 中 観 を は   8 % を れ る 主 と に 主 こ 容 

易 
で 
沖主   な 

で 捉 に の は 及 " 察数 に素 " を主観 引 い 
又 す を 乏朴 主 観，義 に例 

教 
の   定 
義 
が ， 

のいるの場て み、 のと両親 のの みその ろ う 倣 つ いなあ 場で 儀思 礼わは と 幾 

と   な   @ 
こ お さ の 教 観 か 与 

定 を 為 あ 似 は の か ，え 
す 捉 の り に し み れ と は きれ中観主ら " 3 % " 義 " 
る え 面 、 従 ば で な 

ら   

こ と てを， 体捉等 何 つし て ば   
で睦 て 質 類 ら 教 ろ ㎏ 与 えの一酌はに 々、 議親 慕 ると 

。 た ぅ き 言っ 宗教 的な した れての 全 
も た 立 ・ 括 宗 外 文 ぃ 

@   



  

宗教の基本構造 

若 ・か と 来 
干 っ す て 
触 た る い 

ね たこで。 。 の る 
  か め あ 神 

  らこ 今と るを 。 一 
が
 如
何
に
宗
教
 

は
繰
返
さ
な
い
 

  
  
十 
世 
帝己 

の 

Ⅰ ま 

つ
の
根
本
的
所
 

 
 

者
の
緊
張
関
係
と
し
て
宗
教
を
把
握
せ
ん
 

 
 

し
て
神
の
桂
 桔
を
脱
脚
 す
る
こ
と
が
で
 き
な
 

 
 

私
は
す
で
に
旧
著
「
民
族
宗
教
の
研
究
」
で
 

 
 

時
代
に
到
着
し
て
い
る
し
、
近
来
の
宗
教
 概
 

 
 

 
 

相
当
に
力
を
持
つ
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
も
言
い
 
5
6
 。
こ
れ
ら
の
 観
 

証
 法
と
し
て
宗
教
史
観
構
成
に
極
め
 

 
 

 
 

い
た
全
体
の
中
に
見
出
 

（
 
2
 ）
 

さ
れ
ね
 ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

あ
る
か
ら
、
之
を
除
外
 

 
 

 
 

 
 

（
 
毛
 ・
 
ざ
目
窃
 ）
の
人
格
的
宗
教
と
制
度
的
宗
教
や
 、
 ベ
ル
グ
 ソ
ン
 
（
 
由
 ・
 

 
 

 
 

こ
と
を
疑
 う
 こ
と
は
で
 

 
 

 
 

ね
 、
素
朴
な
形
態
の
 

 
 

 
 

し
て
社
会
に
存
在
す
る
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
 

 
 

 
 

よ
う
な
宗
教
哲
学
者
に
 

  
  

 
 

 
 

十
分
の
観
察
を
与
え
う
 

 
 

 
 

  く 5) 



    

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

 
 

  

 
 

れ
 
得
な
い
こ
と
が
 

判
 

  

あ
る
学
者
は
凡
そ
こ
の
世
で
一
度
も
神
と
せ
ら
れ
た
 

ナ
 
し
と
の
な
い
も
の
は
存
在
 

  

 
 

し
 
得
れ
ば
 

よ
 
い
の
で
あ
 

そ
う
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

  

  

宗
教
を
一
瞬
に
捉
え
 

  

 
 

て
は
宗
教
た
り
得
な
い
 

  

 
 

教
 と
を
区
別
せ
ん
と
す
 

  

 
 

的
 
把
握
 
法
 と
認
め
ら
れ
 

  

  

て
い
る
。
だ
が
そ
こ
で
 

  

 
 

し
か
現
わ
れ
な
い
。
 

  

 
 

、
如
何
な
る
条
件
 

  

  

ッ
ハ
 
（
 
F
.
 

弓
の
（
 

H
m
q
 

す
か
 

0
 
オ
 
）
 

  

 
 

目
 
の
 
岸
臣
 

。
毒
の
臣
）
の
 

如
 

  

  

タ
｜
 
@
 
の
 
，
援
 
㌧
 
0
 
の
田
の
こ
 

  

 
 

走
 せ
ず
、
宗
教
を
特
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宗教の基本構造 

 
 

 
 

ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
 

生
 7
 

だ 社 

 
 

 
 

」
に
は
文
化
の
概
念
と
 

 
 

 
 

の
 動
的
観
察
に
は
ま
 

欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 

 
 

0
 ヰ
勾
 0
=
 
㏄
 w
o
 
コ
 い
の
め
Ⅱ
 

0
 曲
 
0
 

  

 
 

 
 

簿
き
 守
ま
 o
r
a
 

）
の
 

Ⅱ
 
按
紳
め
 

 
 

 
 

（
 0
 片
 Ⅰ
 
卜
 
0
 ミ
四
 0
 け
目
 0
 目
。
 

0
%
0
 

Ⅰ
 

（
 
メ
 
サ
）
 弓
 ）
 
o
 毛
 e
 Ⅱ
 ぃ
 0
 づ
 ・
 
ム
 （
・
ハ
 

%
 ツ
 
・
）
・
Ⅱ
Ⅰ
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
 
く
 Ⅰ
山
岸
 

笘
 ～
 
、
 田
ゆ
 
い
べ
 

  
 
 

 
 

 
 

度
的
 宗
教
の
排
除
の
み
 

へ
 
4
 ）
 

 
 

 
 

れ
た
に
違
い
な
い
。
 
文
 

 
 

思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

げ
 宗
教
の
け
じ
め
が
 

 
 

 
 

。
彼
等
に
取
っ
て
は
 宗
 

 
 

 
 

し
て
結
果
で
あ
る
と
 見
 

（
 
3
 ）
 

ら
れ
て
い
る
。
 



 
 

 
 

な
ら
ぬ
が
、
神
霊
か
ら
 

 
 

 
 

で
 力
が
な
く
、
動
的
 宗
 

 
 

 
 

導
入
が
一
般
に
欠
除
し
 

て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
来
た
。
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
は
容
易
に
 

 
 

 
 

化
 過
程
を
導
入
し
て
 考
 

 
 

の
 念
も
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

不
教
観
察
の
為
に
行
 う
 

 
 

 
 

造
を
明
ら
か
に
し
て
 
見
 

 
 

 
 

特
殊
か
ら
普
遍
に
及
ぶ
 

 
 

 
 

も
と
づ
い
て
説
明
す
る
 

 
 

 
 

試
み
て
み
た
い
と
考
え
 

る
 。
 

 
 

 
 

る
と
い
う
の
で
あ
 

 
 

 
 

も
の
と
し
て
理
解
し
得
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

。
然
し
こ
の
様
な
 定
 

 
 

 
 

も
 必
ず
し
も
一
様
で
は
 

 
 

 
 

が
異
 つ
て
く
る
こ
と
が
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宗教の基本構造  
 

 
 

の
ど
こ
に
重
点
を
お
く
 

 
 

 
 

な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
 

で
あ
る
。
 

ハ
エ
）
 

 
 

 
 

が
 宗
教
を
主
客
両
面
 

 
 

 
 

ゅ
 
識
で
あ
り
、
客
観
的
 

 
 

 
 

然
及
び
人
間
生
活
の
運
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
た
学
者
は
多
々
あ
る
 

 
 

 
 

霊
的
存
在
の
み
を
指
摘
 

 
 

 
 

人
間
的
存
在
の
人
間
に
 

 
 

 
 

、
ッ
ト
 の
そ
れ
は
人
格
的
 

 
 

 
 

呪
術
と
人
間
が
服
従
 す
 

 
 

 
 

点
の
相
違
が
あ
り
乍
ら
 

 
 

 
 

題
 と
し
て
い
る
こ
と
で
 

 
 

 
 

、
機
能
等
に
は
関
心
を
 

 
 

 
 

の
種
の
定
義
は
か
な
り
 

有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

Ⅰ
こ
由
伸
わ
れ
る
Ⅰ
 

し
 こ
ろ
 

 
 

 
 

」
 っ
 0
 組
織
で
あ
っ
 
9@ (9) 



 
 

  
 
   

 
 

 
 

れ
る
。
（
 

4
 ）
こ
の
夫
々
に
 重
 

 
 

す
る
点
に
共
通
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

も
な
く
説
明
的
定
義
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
 う
 言
葉
の
使
わ
れ
 

 
 

 
 

す
る
傾
向
が
か
な
り
 強
 

 
 

 
 

持
 、
宇
野
円
空
博
士
 の
 

 
 

 
 

あ
る
ま
い
。
（
 

5
 ）
け
れ
ど
も
 

 
 

 
 

れ
な
い
で
も
社
会
的
に
 

 
 

 
 

的
な
も
の
と
し
て
説
明
 

 
 

 
 

こ
の
十
本
 
教
 情
操
の
客
観
 

 
 

 
 

Ⅰ
 畠
ぽ
 ）
近
く
は
 
ス
 

 
 

 
 

ホ
教
 的
 畏
怖
以
上
 

 
 

自
然
観
の
用
語
は
キ
リ
ス
ト
教
で
使
用
さ
れ
る
外
、
 め
 
不
教
学
的
に
は
宗
教
民
族
 

 
 

 
 

超
自
然
観
に
対
す
る
 自
 

 
 

 
 

規
定
が
な
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

か
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
 つ
 

 
 

 
 

出
す
非
物
質
的
な
力
 即
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季
節
や
漁
場
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

壌
に
 

対
す
る
注
意
、
 

除
 

 
 

 
 

 
 

構
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

抹
 す
る
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
 よ
 り
 

性
を
発
見
し
、
こ
の
規
則
 性
 に
よ
っ
て
 

は
 合
理
的
実
行
で
あ
る
。
因
果
の
理
 

 
 

 
 

格
 づ
け
 

2
3
 

と
し
た
の
 

 
 

 
 

領
域
は
曽
 て
 マ
リ
ノ
 ウ
 

 
 

 
 

食
糧
の
獲
得
を
な
し
、
 

 
 

 
 

域
を
表
現
す
る
用
語
 

 
 

 
 

る
 。
然
る
に
す
べ
て
の
 

 
 

 
 

な
ら
ぬ
と
い
う
問
題
が
 

 
 

 
 

。
先
に
あ
げ
た
 ス
ロ
ト
 



 
 

 
 

か
か
る
 範
蒔
 だ
け
を
 

 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
 

 
 

 
 

れ
 得
な
い
。
そ
こ
で
 私
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

広
 が
生
物
学
的
適
応
 

 
 

 
 

こ
の
用
語
を
借
用
し
た
 

 
 

 
 

せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
然
し
も
ち
 ろ
 

 
 

 
 

と
か
、
社
会
的
伝
統
だ
 

 
 

 
 

基
礎
に
持
つ
芸
術
と
宗
 

 
 

 
 

に
 対
す
る
用
語
で
あ
る
 

 
 

 
 

私
は
甘
受
し
な
け
れ
 

 
 

 
 

あ
る
。
神
聖
観
念
論
が
 

 
 

 
 

づ
 け
 で
な
く
、
宗
教
 

独
 

 
 

 
 

後
述
す
る
 
よ
う
 
に
 、
不
 

 
 

 
 

用
語
を
採
用
し
得
な
い
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
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宗教の基本構造 

 
 

 
 

捉
え
る
場
合
に
静
的
 
B
 

 
 

  

四 

CIS) 

る
 。
 （

 1
1
 
）
 
口
 ，
 
q
 ）
 
0
 Ⅰ
 ぃ
 0
 ㌧
・
 

n
w
 

（
・
 

ト
は
肚
 

 
 

目
 
～
 
0
 目
㏄
 

w
o
 

口
の
幅
 

0
 の
 
0
*
 
）
 
ロ
 
昏
 
-
 （
 
0
.
 
 

）
 
ゆ
 ㏄
 色
 ・
㏄
１
 

%
 

（
 3
 ）
 
q
.
 

の
・
㌧
Ⅱ
㏄
 

0
 Ⅱ
 い
 の
 
0
 目
口
 
0
 レ
暖
の
屈
㏄
 

ゴ
 ・
 ド
ゆ
ド
 

）
・
 

H
.
 

は
は
め
 

片
 

（
 4
 ）
 
ぺ
 ロ
ロ
 
鍍
 e
r
@
o
 

甲
立
 

ヴ
ゅ
 

（
 5
 ）
宇
野
博
士
、
宗
教
学
、
宗
教
学
芸
論
、
 

等
 。
 

 
 

 
 

の
汀
せ
山
 

）
 
w
 
い
 
し
 
ハ
 
Ⅰ
 
ヰ
 O
b
 
：
 H
 
の
Ⅱ
 
ト
 
Ⅱ
 
卜
 
・
 

 
 

 
 

0
%
O
 

へ
 7
 ）
の
～
 
0
 任
牡
局
 
@
o
 
Ⅰ
・
 
ゑ
 （
・
レ
ト
 

肚
 Ⅰ
 

 
 

 
 

第
五
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0
 臣
 o
h
 
 

オ
血
 

臼
コ
抽
 

Ⅰ
 
0
 目
 ・
Ⅰ
 勾
せ
コ
 H
.
 
ぢ
睡
 

 
 

 
 

辞
 
ド
の
 

w
o
.
0
0
.
 
 

オ
 ・
 
叫
 

 
 

ゆ
卜
 
0
,
 

 
 

ド
ゆ
痒
 

m
.
 
 

ム
め
 
何
曲
 

 
 

 
 

れ
る
後
の
段
階
も
あ
 

 
 

 
 

解
し
ょ
う
と
す
る
と
 述
 

 
 

 
 

見
解
に
出
る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

し
て
も
、
文
化
と
は
 
学
 

 
 

 
 

あ
り
、
学
習
的
行
為
と
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

能
を
有
す
る
こ
と
、
 

人
 

 
 

 
 

細
胞
動
物
で
あ
る
性
質
 

 
 

 
 

の
中
に
生
れ
来
り
生
長
 

（
 
ヰ
 
l
 
フ
 

 
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
環
境
を
類
 

 
 

 
 

境
の
持
つ
種
々
の
変
数
 

 
 

 
 

未
開
社
会
の
如
き
小
兵
 

 
 

 
 

接
の
論
点
で
な
い
か
ら
 

 
 

 
 

応
 す
る
限
り
に
於
て
 

 
 

 
 

見
ら
れ
る
。
適
応
は
平
 

 
 

 
 

動
の
動
機
は
不
均
衡
で
 

 
 

 
 

め
ん
が
為
に
用
い
ら
れ
 

 
 

 
 

的
 行
動
の
み
で
な
く
、
 

 
 

 
 

発
明
的
、
人
工
的
な
も
 

 
 

 
 

応
 な
の
で
あ
る
。
人
工
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宗教の基本構造 

 
 

 
 

る
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
選
択
の
頂
点
の
み
 

（
 
4
 
）
 

 
 

一
口
え
ろ
。
 

 
 

 
 

念
は
ク
ル
ー
バ
ー
 

 
 

 
 

も
の
か
ら
と
ぎ
 

離
ち
、
 

 
 

 
 

す
る
も
の
と
し
て
使
用
 

 
 

 
 

は
 
関
係
を
持
た
ぬ
 

と
し
 

へ
 
5
 
ノ
 

 
 

 
 

つ
 
一
方
宇
宙
の
現
象
の
 

 
 

 
 

の
 
存
在
を
対
象
と
し
て
 

 
 

 
 

有
機
的
と
言
 

う
 
の
み
で
 

 
 

 
 

機
体
は
有
機
体
と
無
関
い
る
。
こ
れ
な
ら
ば
行
為
（
 

佑
 7
 
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

化
は
普
通
一
定
の
社
会
 

 
 

 
 

に
お
け
る
す
べ
て
の
 

文
 

 
 

 
 

か
 
、
社
会
的
伝
統
で
あ
 

 
 

 
 

超
個
人
性
が
存
在
す
る
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ね 考 の 為 獲 的 傾 命 と 見 の の が こ       
のの   

  
  し 、 視て す達 至な 複 いののに 化 こ会殊斉 様 いに 。 於 れ ばの もを と 

  平べ 開 合 。 現 ょ 土 式 れ フ て な は ぎ 

俺拝 

回 さ ぬ と 

  
に 立 

Ⅰ ゴリ 任の・の 0 
Ⅰ～の   
  

行 。 せ が   Ⅴこ ろ 
  
  為 こ ら あ 。 る 文 を全） 為 起 と 

で め れ る 従 こ 仏文 体は と 個 い 
の o の あ 点 て   つ と を 化 と 文 旦． 大 う 

  る に い 間 て を 身 だ し 化 た 的 立 
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活
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。
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催
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。
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。
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。
 

上
 

  

  

 
 

  

す を 乏 し 
る 均 で て 
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損
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・
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。
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狭
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6 行は 聖 の め 倒 さ る か と い 竜王 訓 ・，の こ 
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25 C2 冊 



   
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

個 得 る 特 に 類 題 で も あ   
9 人 差 に た わ あ 宗 的 的 教 の 的 圭 キ と 教 に 人   
      

Ⅴ㌻ 甲   
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あ っ 点横動 れ 宗 起 て 。 教捉 お 定容 象 ま 作 
理 え い す は を ム 用 

そ   学も を れ紫。 てる矢丈 々 て は 肯 の場   
立 の 集 り あ の は り つ せ 人 飛 は 教 令 な 修 
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下
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と 

を 
実 
証 
す 
る 
    例 

と   
良 の 

い容ョ ら詞 l ェい女     
は ゥ ）   れ 

て 
い 

る   が ， 

七 に 凹 

こ用 一 ぎ 
此 
の 

場 
合   な 
ど 
は 

  

  

不 
  

が ， 

      
  ノン 

と 

同 
じ   意味 

で 
用 
い 

ら 
れ           

「
願
わ
く
は
天
地
の
主
な
る
い
と
 高
 

右
の
句
の
中
の
「
天
地
の
主
な
る
い
と
高
 き
 

批
評
的
立
場
か
ら
見
る
と
き
に
、
次
の
一
ち
 

（
 
A
 ）
「
天
地
の
主
」
な
る
句
の
う
ち
の
 

於
て
は
「
創
造
者
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
 併
 

し
い
。
 ェ
テ
オ
 ピ
 サ
 語
に
於
て
も
戸
ロ
 ヒ
 は
 

此
の
由
 ひ
コ
か
甘
 
（
 
土
 ）
は
。
ハ
ー
ル
 
と
 同
様
 

由
 p
n
 
ヰ
 p
q
 
由
 円
す
 
ゆ
 0
 ロ
 
O
m
 
ざ
 出
オ
 目
 市
毛
、
 せ
黛
 ぎ

 神
が
 、
ァ
 ブ
ラ
ム
を
祝
福
さ
れ
る
よ
さ
に
。
」
 

 
 

毛
虫
 叩
盛
 
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
 

の
点
が
問
題
と
成
る
。
 

 
 

タ
 、
シ
リ
ヤ
語
訳
 ペ
シ
ツ
タ
 等
に
 

 
 

あ
る
故
に
っ
 主
 」
と
訳
す
る
の
が
 正
 

 
 

る
 。
 

 
 

来
 る
（
）
の
 

日
 招
客
 0
 二
 
%
0
 日
の
Ⅱ
 

セ
 ・
 

 
 

は
ア
 シ
ェ
ラ
ッ
ト
が
ロ
ロ
三
）
色
ヨ
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
 

 
 

彼
は
ア
ブ
ラ
ム
を
祝
福
し
て
言
っ
た
。
 

 
 

 
 

S
 
の
特
長
を
有
っ
て
 
い
 

②
 

 
 

 
 

 
 

目
辞
 ・
 目
宙
 。
 
隼
 戸
毎
 
ぎ
臣
 古
銭
 



  

 
 

高
 ）
と
称
え
ら
れ
、
内
官
㏄
 軋
 8
 
 の
 父
 と
な
っ
た
。
 

靱 

 
 

 
 

る
 。
此
の
の
の
 

目
 
0
 
ぽ
口
 
コ
せ
舶
侍
ゴ
 

0
 
コ
 て鎗 ) 

ね た 

 
 

 
 

0
 コ
の
 権
威
に
よ
っ
て
 

㍉
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

神
 で
あ
っ
た
 、
と
 云
 う
 こ
と
 

ョ一ソ について 

明 

が単 ヵ｜ ま 三五 

ナ 創 独 
ソ 世 に 
地 記 用 
万 一 い 

  に 田 ら 
    れ 

古 一 て 
よ 八 い 
り l る 
信 二 の 

何 匹 は 
さ か 民 
れ ら 数 
て の 記 
い 影 二 
た 響 四 
神 を ・ 

の受 名げ木 一 
で た     
あ る 中 
つ の 三 

た と 二 解 
比 さ 八 
の れ 詩 

名と ー 刑 が 、 セ （ 事 る 一 

の 明が 
は 。 八 
セ         

に で か 
イ 四 
  で 
  あ 
  る 

のの 

下 Ⅰ       

文 
献 
Ⅴ ア し 
よ 

つ   て 

 
 

 
 

い
ら
れ
た
の
は
、
旧
約
 

 
 

ら
な
い
。
 

 
 

 
 

五
で
あ
る
。
 



    

  
        

旭
光
、
黎
明
の
子
 よ
 。
 

あ
な
た
は
切
ら
れ
て
地
に
倒
れ
た
、
 

諸
国
と
共
に
 滅
 び
る
。
 

あ
な
た
は
さ
き
に
、
心
の
う
ち
に
言
っ
た
 、
 

円
 二
八
に
ま
で
、
わ
た
し
は
の
 
ぱ
 け
り
、
 

神
の
星
の
上
に
 

一
二
、
何
さ
し
て
天
か
ら
落
ち
た
か
、
 

  

船 ェ  
 

 
 

片
 と
の
 0
 
ゴ
リ
 
の
由
の
Ⅰ
 
卜
卜
ト
よ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

レ
ム
の
祭
場
の
た
め
 

 
 

刑
 千
六
百
年
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

シ
ャ
ム
ラ
第
二
部
に
 

 
 

 
 

格
を
有
す
る
。
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

コ
ー
ン
の
変
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

  

 
 

 
 

れ
 

称
 ば
れ
る
。
 

 
 

 
 

ツ
 
ハ
 六
 
%
 
ロ
ロ
 
ガ
目
 

 
 

づ
 0
 Ⅱ
 隼
 0
 埜
 
Ⅱ
 臥
り
曲
の
。
 

ゴ
 0
 目
 
0
 の
の
 
0
 Ⅰ
 
テ
 。
 オ
の
 
Ⅱ
（
 肚
め
，
の
 

@
 
 
ド
ゆ
 
の
 の
 。
㏄
 

 
 

 
 

 
 

、
文
尺
寸
 
0
 口
 
0
 の
と
 

の
。
 
臣
 
）
 
@
0
-
 

卜
卜
 

Ⅱ
 の
 
@
 
ロ
 
ぃ
 
㏄
 ぃ
 
0
 由
 

め
か
 
-
 い
 
m
 目
 ・
 0
 Ⅰ
 
一
 
n
o
 

一
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旧約に 

  

  現れた ヱルとヱ   ルコーン は ついて 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

の
神
が
集
ま
る
、
と
信
仰
し
て
い
た
。
 

二
つ
の
淵
の
高
潮
の
真
平
に
て
 

35  てあ ) 

わ
た
し
の
王
座
を
置
こ
 う
 。
 

（
 
幹
ま
 
）
 

集
会
の
山
に
わ
た
し
は
 坐
 わ
ろ
 う
 。
 

北
の
果
に
て
。
 

一
四
、
高
 き
 雲
の
上
に
ま
で
の
ぼ
り
、
 

わ
た
し
は
 
エ
 ル
 ョ
 ー
 ソ
 の
よ
う
に
な
ろ
 う
 b
 と
。
 



  

 
 

 
 

斜
日
ど
 
日
毛
の
 ）
 
倒
 Ⅱ
の
 
8
 

 
 

 
 

宗
教
史
的
に
考
察
す
る
 

 
 

 
 

地
 こ
そ
が
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
 

彼
 （
ハ
ダ
ト
）
は
ヱ
ル
の
場
所
に
突
入
す
る
 

（
Ⅲ
 
C
 三
行
日
）
 

 
 

る
 （
の
・
 

力
 ・
 
し
 出
づ
 
円
、
の
忙
申
 

の
の
 
田
汀
 目
せ
 
侍
 
す
の
 
ゅ
臣
 
Ⅰ
 「
 0
 
㏄
の
口
ロ
 

の
 
・
い
 
の
 
白
の
 
，
セ
 

杓
 
の
ヰ
）
。
 

 
 

 
 

に
 依
っ
て
も
知
り
得
 

ィ
の
 

 
 

 
 

）
は
こ
う
言
わ
れ
 

る
、
 

あ
な
た
は
心
に
高
ぶ
っ
て
言
 

う
、
 

 
 

座
 に
す
わ
っ
て
 
、
 海
の
中
に
い
る
 
L
 と
。
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
、
っ
 
」
 

 
 

 
 

の
コ
弓
オ
 
m
 
n
 

口
コ
 

0
%
0
q
 

目
 
（
 

 
 

 
 

フ
 文
献
の
語
が
示
し
て
い
 

 
 

記
 一
四
・
一
九
の
句
、
「
天
地
の
主
な
る
 

エ
 ル
・
 エ
 ル
 コ
ー
ン
」
の
原
意
が
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旧約に現れた エ ル とエ ル ョ一ソ について 

@ 記 さ ゑ し ム た 「 り ん か 
た の の と サ 、 「 第 ェ だ 最 

  か も 高 
サ の 神 
レ と と 

  " 甘 貫 文 「 レ る ノン 

味 に エ ム 契   

で は か の 機 エ 

サ 王 x を ノン 

与   
え   

で テ g   る   
                        場 の 

ム 日 指 デ x 所 持 
と つ 
な て 
つ い 

を 戴 か 沫 ・ Ⅰ ナ ・ 目 

煮 さ サ x の 

味 れ レ やま 「 天 

  
学 地 
な の 

0 献 ） を 見 目 ァ ァ   る 主 

  
偶 」 

古 ア ル 然 な 
で る 明し Ⅰれる二つに o 力 於よ、 ま 宜 え方 ょ 片 。 、 ノ タレ ノ タレ 代ッ Ⅰ ま 性 

  

な 格 
ゴ つ ヤ " ⅠⅩ を 

ろ ソ 録 牢 ム い ェ あ て 語 ァ 
  

ヤ 
5 口 を ） ェ 。 ル   
か モ 道 か か ウ     

神 白 文 の 

属 

吟 。 （ 歴 
性 
と 

味 列 代 つ 」 な 
てを 串 し 

する 王志 乎意 桶 

とき 

/¥  -.     唯 
のし日 神 "   

  
Ⅴ p し ン 一 ） 
決 ） が   神 

の ェ と と 教 
定 へ 

す 断 案 の 

る 定 際 で レ れ 
と す に 

道   ャン 甲 

共 る 之 三 上 レ っ は お 進 
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の
 如
く
に
、
訳
す
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

了
一
そ
こ
で
ソ
ロ
モ
 ソ
 は
言
っ
た
 

「
主
は
太
陽
を
天
に
お
か
れ
た
。
 

濃
 き
 雲
の
中
に
住
む
者
は
言
わ
れ
た
。
 

一
二
わ
た
し
の
た
め
に
、
高
 き
 家
を
建
て
よ
、
 

わ
た
し
は
其
処
に
永
遠
に
住
む
で
あ
ろ
う
。
」
 

 
 

 
 

の
吾
 
的
の
の
わ
 
ぽ
 ゑ
持
口
 9
 

 
 

 
 

が
お
こ
う
た
こ
と
を
 明
 

 
 

 
 

ソ
ロ
モ
 ソ
 の
神
殿
建
立
 

が
 日
蝕
と
関
係
が
あ
っ
た
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

す
る
必
要
が
あ
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

矩
形
で
あ
る
こ
と
、
 

 
 

 
 

聖
房
 、
 n
 三
口
 聖
所
 ）
 は
 

ュ
 ル
サ
レ
ム
神
殿
と
類
似
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 
（
此
の
神
殿
は
紀
 

 
 

 
 

か
 き
ゴ
 p
m
 
絃
 o
 彊
ゑ
、
 H
 
づ
、
 

 
 

口
片
 
）
の
Ⅱ
（
）
 

@
 
の
 ロ
 
の
 
コ
ひ
 
。
 H
 、
 
O
 口
 u
 
（
 
つ
 q
 
田
 
、
 H
 
の
 旬
ぺ
 
・
 
づ
 ・
 
り
 か
 
片
 ）
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旧約に現れたエル とエ ル ョ一ソ について 

事 と 
ヱ / Ⅹ 

O （ 

「 レ し な の 神 し ボ ェ 

  

    

の 。 社 は （ ル   
  " で を 神暦神 偉臣 サ あ ン ニ ッ   
  
リ 

里美 先   

  麗 ず     

宮門 へ の 
由 」 臣 る 。 なの方 わ方 、 l 一か ら 

  に デ   
づ 結 の   イ ブ ". 
きば再 
と れ 建   

。 る し エ 

此 。 た サ 
の さ 神 ギ 
事 て 殿   ノン 

に 此 を つ 湯山つと ム が ト曲ぺ 

で 2 タ サ 神 
基 の 調 ェ な の か 社 

，ジ 長 根（ で   タ く ガ 女 あ 
" ョ る   岸 Ⅱ 

ソ セ に     
モ ス 至 ヱ め ハ カ 

  笘 ） ヰ サ に （ ト   く 弛 し て て 八 のけ ギ ェ 文 ウ 
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く 40 Ⅰ 40 

 
 

 
 

に
 延
長
す
る
な
ら
 ぱ
、
 

オ
 リ
ブ
山
の
頂
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 向
け
て
、
東
に
面
 

 
 

 
 

ゥ
ェ
 ）
に
 向
 げ
ら
れ
て
 

 
 

ブ
 山
ょ
 り
 昇
る
太
陽
を
崇
拝
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

レ
ム
は
 べ
 ニ
 ャ
ミ
ソ
 

 
 

 
 

前
で
あ
っ
て
、
原
始
に
 

 
 

 
 

L
 
こ
し
イ
し
、
毛
ノ
片
 

ノ
ル
 
物
襄
叩
 

に
 附
加
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
い
た
（
 コ
 シ
ュ
ア
 

 
 

 
 

つ
た
言
 
シ
ュ
ア
 記
 

 
 

 
 

一
八
・
一
二
に
援
 ひ
 

 
 

家
 」
と
解
読
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

っ
た
 太
陽
崇
拝
の
中
 

 
 

 
 

た
 事
実
は
 、
エ
 ル
サ
レ
 

 
 

 
 

笘
 
カ
 O
 

 
 

 
 

一
八
に
立
ち
席
え
る
 

 
 

 
 

た
こ
と
に
は
、
前
述
の
 

 
 

 
 

を
 見
て
も
、
相
当
に
後
 



  旧約に現れた エ ル 

ト ロコ Ⅰ ク " 
禽 ]  燵 ン 

「 世 " ゲ 
願記 叫 か   
  
して 以下の主 しげ 

な が 円更 
る 特 写 に 

  
ヱ を 耳 前   

の 

，え   
人 後 る 
ム に     

を 情 と 

仰の 祝福 が ，   
る さ る 
よ れ 
う た   
に ァ の 目 。 

  セ目 

  
） 目 O 

が ， 吋の   

  
ノン 

㌧ の 

キ 
ゼ 

巴ヨ 

デ 
S 

の田 

    

か 山山ハ い 

ら   

    
 
 

 
 

画
 ぎ
っ
 っ
 解
釈
す
る
と
き
 

 
 

 
 

 
 

 
 

即
位
を
讃
美
し
つ
っ
 、
 神
の
 

い
 方
向
を
与
え
、
少
く
と
も
 

 
 

 
 

っ
て
い
た
こ
と
を
表
現
す
る
。
 

、 て 

 
 

 
 

、
ゼ
デ
ク
 は
正
義
を
 

 
 

 
 

よ
り
も
、
一
人
称
単
数
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ア
ド
ニ
 ゼ
デ
ク
 」
 の
 

名
称
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
。
 ゼ
デ
グ
 は
 へ
 

フ
ル
語
に
於
て
、
「
正
義
」
 
p
 意
味
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 王
が
そ
の
社
会
の
 

 
 

 
 

と
の
比
較
に
於
て
王
は
 

 
 

の
み
で
あ
る
。
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ド
ス
ベ
ル
ガ
）
に
 ょ
つ
 

 
 

 
 

ハ
ウ
ェ
の
変
形
 
忘
日
 ）
 

 
 

 
 

Ⅰ
 う
 
い
 
*
 
）
 
n
 。
 甲
 
山
片
の
 

*
@
 

ハ
ソ
 

（
 
む
 
「
ハ
 
ツ
 
h
 

 
 

 
 

宙
臣
 ぜ
の
 鯨
 き
日
 0
 コ
曲
 0
 Ⅱ
 

 
 

か
か
）
 

0
 

 
 

 
 

さ
れ
る
 

 
 

 
 

ェ
ド
ム
 の
地
か
ら
進
ま
れ
た
と
き
、
 

地
は
震
い
、
天
は
し
た
た
り
、
 

雲
は
水
を
し
た
た
ら
せ
た
。
 

  

す 
ヤ る 

  
ェ 地 
の の 

名 主 

」な 前が 

る属 二千 

午性 

。 一 Ⅱの ネヰ カ目 
      ヤ   
ロ ウ 
二 工 

ヤ @, こ 

0 対 
碑 し 

立 て 
に も 

、 亦 
粘 用 
土 い 
版 ら 
に れ 
現 る 

れ に 
て 至 
い つ 
た た 

、 過 
と 程 
の さ 
"" ア 。 """ ァ Ⅰ て 

  
チ と 

ュ 考 
の え 

られる説は 

ぺ   

  

へ 

ノン 

V ァ ヒ 

 
 

 
 

・
エ
ル
コ
ー
ン
に
 対
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

来
 事
と
し
て
注
目
さ
 

 
 

の
 ウ
ル
か
ら
月
神
崇
拝
に
関
係
の
深
い
場
所
で
あ
る
。
 斯
る
 背
景
を
有
 っ
ア
ブ
 

  

明 
確 ア 
に ブ 

  
る と 

事 ア 
は プ 
困 う   
て ん 

あ な 
6  月Ⅱ 

。 個 
ア の 

ブ伝 
ラ 説 的 
ム 人 
の 物 
物 と 

話 す 
が る 
述 ぺ 

べ Ⅰ 

る ト 

移 ン   

住 の 
の 如 
過 ぎ 

程 学 
l 者 も 
ラ 存 

ソ在 、 し 

北 た 

部が メ 、 
ほ約 ソポ 

タ ひこ   
ャ す 
め る 
シ 限 
ェ り 

ケ に 

ム於 " て 
へ 未 
ブ だ 

く 42 Ⅰ 

と 

の 

祝 
福 
を 
受 
け   
て 
Ⅰ ヰ 

る 

と 

云 う 

    

と 

で 
あ 

る 。 
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旧約に現れた ヱル 

す 右 
る の 

  そ 

詰牢   磐 

N@ @ の 

ウ 川 Ⅱ 亜 
  ダェ ） 

手 
化ア し 

る   火 
が ， 

汀ら あ 

  
  
と か 
な っ 
っ て 
て の 
ぃ ぽ 
る ら 

じれ（ L 申 
の 命 

記 手口「 d- Ⅱ リ ハ 一 @ 

ぼ 三 

ら れ二 ・ 
」 ） 

は 
旭 
日 

が ， 

山 
Ⅴ デ ヒ 

円目汁 

る 
亡ア " 

    

と 

を   

思味 
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  とエ ル ョ 

ラ
ン
の
山
か
ら
光
を
放
た
れ
、
 

ち
ょ
ろ
ず
の
聖
者
の
中
か
ら
こ
ら
れ
た
。
 

 
 つ

 

主
は
 シ
ナ
イ
か
ら
こ
ら
れ
、
 

 
 

 
  

 

セ
ィ
か
 
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
む
か
っ
て
の
ぼ
ら
れ
、
 

 
 

、 て 

 
 

Q
,
,
,
 

）
。
 
P
 。
Ⅱ
Ⅱ
 

イ
人
 

Ⅱ
 
ト
 
0
,
,
-
 

い
 
Q
w
 
ト
 仝
合
肥
 

心
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
。
即
ち
「
 地
 

 
 

た
と
誌
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

文
献
と
思
わ
れ
る
 

 
 

 
 

如
く
誌
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

動
 き
、
 

 
 

の
 前
に
揺
り
動
い
た
 

 
 

 
 

方
 に
進
ま
れ
る
、
と
の
 

 
 

 
 

か
 ）
北
に
進
む
と
誌
さ
 

 
 

 
 

と
っ
た
も
の
、
即
ち
 此
 



    

  

  

 
 

 
 

 
 

た
 ヤ
ハ
ウ
ェ
が
 、
後
 

 
 

 
 

エ
ル
サ
レ
ム
に
於
て
 

 
 

 
 

の
 一
段
階
と
し
て
重
要
 

な
 文
献
で
あ
る
と
考
え
る
。
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信楽の立 擾 

0 目 え （ は よ も た こ 
親性 6 枚み き ばつ ら 浄 

  

る か こ に 下 ほ ビ お 即 に 
「 と の 乗 捨 せ 信 こ ち 親 

  信 ぃ 「托 の を 心 る 「 鸞 

  

味 を はしのててすす " と摂 " 信 とな 誓が 願 " 
  

、 現 ぃ 取 無 ず し は 小 寒 

与党 はべ （擬議 哲 
  

  

    

以 こ 心 如 陀 弥陀 り あ 
丁 と が く の 陀 の と る 
の を 存 、 本 に 本 信 こ   

の す こ 陀ず け は     
企 る と 仏，べ ら 、 金 一   

る 或 ら 同 本 ひ善ふ ぅ 

と は か し 願 ら 悪 さ 余 

  

こ 独 五 力 と " え ひ と 

45  て巧 ) 

 
 

｜
 「
教
行
信
証
」
の
哲
学
的
考
察
  
 

石
田
慶
和
 



一
 一
 

へ
 
5
 ）
 

 
 

 
 

つ
い
て
で
あ
る
。
 即
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
を
我
々
は
 知
 

 
 

如
何
な
る
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か
は
、
 必
ず
し
も
容
易
な
問
題
 

 
 

 
 

異
に
す
る
故
に
 、
 』
 っ
 

 
 

 
 

」
た
る
所
以
は
 、
 殊
に
 

 
 

 
 

る
 自
覚
に
於
て
あ
る
の
 

 
 

 
 

罪
悪
深
重
・
煩
悩
 識
盛
 

 
 

 
 

」
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

る
 人
々
で
あ
る
と
云
わ
 

 
 

 
 

の
 自
覚
に
於
て
、
 又
阿
 

 
 

 
 

あ
る
、
即
ち
先
述
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

表
現
か
ら
、
「
如
来
の
 

 
 

 
 

が
 一
体
」
と
い
う
よ
り
 

 
 

 
 

な
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
 

 
 

 
 

揚
 が
開
か
れ
て
い
る
と
 

 
 

 
 

え
な
が
ら
、
実
は
そ
の
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順
 と
い
う
こ
と
が
云
わ
 

 
 

 
 

が
 絶
対
に
他
な
る
も
の
 

 
 

 
 

、
絶
対
に
体
な
る
も
の
が
 自
 

 
 

 
 

こ
ろ
を
指
す
も
の
に
体
な
ら
 

の
 

 
 

 
 

も
 言
詮
に
於
て
己
を
顕
わ
に
 

 
 

 
 

来
か
ム
る
 根
源
的
な
宗
教
的
 

ハ
 
7
 り
 

 
 

 
 

す
る
と
見
え
な
が
ら
、
 

 
 

 
 

対
 者
と
の
懸
隔
が
懸
隔
 

 
 

 
 

け
る
宗
教
的
 生
 の
 根
抵
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
 

 
 

 
 

現
象
で
は
な
く
、
浄
土
 

 
 

 
 

か
ら
も
窺
い
知
り
得
る
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
 

 
 

 
 

ち
 親
鸞
に
於
て
「
加
来
 

 
 

 
 

己
と
の
断
絶
に
於
け
る
 

 
 

 
 

に
 思
わ
れ
る
。
「
信
楽
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
・
 

ハ
 
0
 し
 

ハ
 
9
 り
 

 
 

立
場
を
 、
そ
 

 
 

 
 

と
い
う
名
号
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根
源
的
に
は
同
じ
意
義
 

ず
、
 定
に
あ
ら
ず
。
散
に
あ
ら
ず
、
 正
 観
に
あ
ら
ず
。
 

 
 

常
に
あ
ら
ず
、
臨
終
に
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
 窺
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

、
 
い
、
こ
れ
を
金
剛
の
真
 

 
 

貝
賎
櫛
素
 を
え
も
 は
ず
 ・
 

 
 

あ
ら
ず
、
漸
に
あ
ら
 

 
 

 
 

と
い
へ
 ど
も
、
淫
楽
 
の
 

 
 

 
 

ど
も
、
そ
の
こ
 ュ
ろ
こ
 

 
 

 
 

従
っ
て
、
至
心
・
信
楽
・
 

欲
 生
の
三
相
に
於
て
明
ら
か
に
す
る
三
心
の
解
明
は
 、
 

 
 

三
心
の
釈
文
を
め
ぐ
る
 

 
 

 
 

を
 開
示
し
、
そ
の
宗
教
 

て
 考
察
さ
れ
る
。
 

一
 
一
 
"
 
"
 
一
 

 
 

 
 

」
で
あ
る
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

の
 境
地
へ
、
最
も
純
粋
 

悠
 

  

 
 

 
 

な
 仕
方
で
突
入
し
た
人
々
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
 次
に
か
 ム
る
 問
題
 

 
 

 
 

柴
 し
の
概
念
を
め
ぐ
り
 



  
   

 

 
 

 
 

      

信楽の立場 

 
 

 
 

で
 
先
ず
「
信
楽
 

釈
 
」
 
を
 

引
用
し
考
察
を
進
め
よ
う
。
 

 
 

 
 

雑
 
あ
る
こ
と
な
し
。
 

 
 

 
 

よ
り
こ
の
か
た
、
一
切
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

愛
 
の
 
も
 
つ
ね
に
よ
く
 

善
 

 
 

 
 

べ
て
 

雑
毒
 

雑
修
の
善
 

と
 

 
 

 
 

光
明
上
に
生
ぜ
ん
と
 

欲
 

 
 

 
 

て
 
無
上
の
功
徳
、
値
 

 
 

 
 

を
も
て
諸
有
海
に
廻
旋
 

 
 

 
 

」
は
 

、
 
何
れ
も
真
実
情
 

 
 

 
 

「
獲
得
す
」
・
「
 

廻
 
施
し
 

 
 

 
 

真
実
信
楽
、
即
ち
信
心
 

 
 

 
 

発
 
性
を
如
何
な
る
意
味
 

 
 

 
 

.49  (49)   
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考る得見顛へ 常 と 目利じり   思 き、   
  に る 真な 成虫 ょ べ て の の 穂す 

重 が 深 と 於 と 実 ら 力 " り ぎ " 所 真 な ろ   
宗仰 に こ る 抄 すは 晦方 あ し が 

に 至 ら た 示   
の を 二極 。 が 開、 な た 刹 。 べ 

継 生 み の   
ゆ と ず 経 

  

親過 の を 鸞 

着 れ で そ 

と 教 

  

る 神 埋 む て い 獲 も 心 ゆ に こ 眼 、 行 へ 可 



    

  

「
深
心
 
釈
 」
と
は
、
「
二
に
は
深
心
 

む
 深
心
と
い
ふ
は
 

、
 

 
 

は
 決
定
し
て
ふ
か
 

 
 

 
 

し
と
な
し
と
 

信
ず
 
。
二
に
 

 
 

生
を
摂
受
し
て
 

う
 た
が
ひ
な
く
お
も
ん
ば
か
り
な
く
、
 

か
の
願
力
に
乗
じ
て
さ
 

（
 
薦
 
）
 

 
 

 
 

至
誠
心
 
釈
 」
「
回
向
 
発
 

 
 

 
 

往
生
す
。
何
等
を
か
 

三
 

 
 

 
 

に
 於
け
る
三
心
を
釈
す
 

 
 

 
 

面
的
に
深
く
結
び
つ
け
 

 
 

 
 

即
ち
第
十
八
願
の
立
場
 

 
 

 
 

宗
教
的
精
神
の
様
相
を
 

 
 

 
 

の
 重
要
な
位
置
は
直
ち
 

 
 

 
 

彰
 隠
密
議
と
し
て
「
 

信
 

 
 

 
 

と
し
た
と
し
た
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

場
を
開
示
し
た
最
も
特
 

 
 

 
 

。
 円
 
愚
禿
 
妙
ヒ
に
 
「
 
今
 

 
 

 
 

「
ま
た
間
 

ふ
 、
大
経
の
三
心
 

 
 

 
 

か
 知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
 

 
 

 
 

略
 ）
ま
た
い
は
 

く
 、
深
心
 
す
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し
れ
 す
は
 は
ち
金
剛
の
真
 

 
 

説
 し
た
ま
 ふ
 。
報
土
真
因
 

 
 

と
な
し
。
か
る
が
ゆ
へ
に
 

 
 

と
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
 

 
 

意
味
を
尋
ね
る
時
、
そ
れ
 

 
 

深
心
と
は
自
己
を
罪
悪
 

 
 

得
る
と
信
ず
る
法
の
深
信
 

 
 

な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
の
か
。
 

通
し
て
信
楽
の
意
義
を
解
明
し
ょ
う
。
 

 
 

定
 じ
て
ふ
か
く
自
身
は
 

 
 

と
信
ず
 」
と
の
言
句
か
ら
 

 
 

に
沈
迷
 す
る
外
な
ぎ
も
の
 

 
 

者
と
し
て
 押
 え
、
而
も
同
 

 
 

に
 於
け
る
極
め
て
深
刻
な
 

 
 

な
ら
ば
そ
こ
に
一
つ
の
 問
 

 
 

の
 凡
夫
と
し
て
 把
 え
ん
と
 

 
 

自
己
を
、
罪
悪
生
死
な
る
 

 
 

に
 対
す
る
峻
烈
な
反
省
と
 

 
 

て
見
る
或
は
意
識
す
る
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
の
と
観
ず
る
と
い
う
性
格
に
於
て
考
え
ら
れ
得
る
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

信
 と
の
た
ま
へ
る
な
り
。
観
経
に
は
深
心
と
と
 け
 り
。
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信楽の立場  
 

 
 

望
 と
い
う
こ
と
も
極
め
 

 
 

 
 

の
と
な
り
得
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

信
は
 、
同
様
に
外
に
 措
 

自
己
が
自
己
を
と
い
う
 

 
 

 
 

い
も
の
と
し
て
並
列
さ
 

 
 

 
 

、
親
鸞
に
於
て
は
、
 古
 

 
 

 
 

ぃ
 。
 一
 深
心
が
開
か
れ
 

 
 

 
 

の
な
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
が
、
実
は
そ
 

 
 

 
 

見
ら
れ
る
自
己
の
成
立
 

 
 

 
 

」
と
そ
の
こ
と
が
、
法
の
 

 
 

 
 

6
 機
の
深
信
は
、
本
来
 

 
 

 
 

的
 自
覚
が
、
深
心
に
 於
 

て
 現
前
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

衆
生
を
摂
受
し
て
 ぅ
 

 
 

 
 

、
そ
れ
自
身
と
し
て
 

 
 

 
 

信
を
述
べ
る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

題
 生
ず
る
。
即
ち
そ
こ
 

 
 

 
 

、
そ
の
限
り
に
於
て
 法
 
田 ( 腱 ) 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
官
已
 

ょ
り
 

超
在
す
る
 

 
 

 
 

。
而
も
こ
 

ム
 
で
は
却
っ
て
 

 
 

 
 

、
こ
の
 

法
執
 

と
い
う
一
一
 

 
 

 
 

に
 
於
け
る
自
己
を
罪
悪
 

 
 

 
 

い
 
う
 
様
相
 

に
 
於
て
は
 

同
 

 
 

 
 

の
 
意
味
は
見
出
さ
れ
 

得
 

 
 

 
 

の
 
根
源
的
自
覚
に
於
て
 

 
 

 
 

る
、
 

法
が
主
体
と
し
て
 

 
 

 
 

於
て
二
に
し
て
も
而
も
 

 
 

 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
 

機
 

 
 

 
 

法
の
深
信
に
関
し
て
 

云
 

 
 

 
 

の
根
抵
を
臆
 

し
出
す
こ
 

 
 

 
 

と
 
一
つ
に
生
き
ら
れ
る
 

 
 

現
前
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

( 挺 )  又 



  

 
 

 
 

が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

心
と
法
の
深
信
の
矛
盾
を
め
 
ば
 

 
 

 
 

走
 す
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
 
楠
 

場 

四
 

 
 

 
 

衆
生
の
身
口
意
義
の
 

 
 

 
 

賢
妻
精
進
の
相
を
現
 す
 

 
 

 
 

喝
 に
お
な
じ
。
三
業
を
 

公
祐
 
ノ
 

 
 

 
 

」
と
読
み
、
 又
 「
廻
向
 

 
 

 
 

心
 の
う
ち
に
廻
向
し
た
 

 
 

 
 

見
 異
学
別
行
人
等
の
 

 
 

 
 

い
が
、
 か
よ
 る
解
釈
が
 

 
 

 
 

ち
 深
心
は
、
上
述
の
 

 
 

 
 

の
 意
味
よ
り
し
て
単
に
 

 
 

 
 

、
又
 そ
の
機
の
深
信
の
 

 
 

 
 

た
 立
場
を
開
く
も
の
で
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

、
そ
こ
に
始
め
て
か
の
 

 
 

目
な
解
釈
の
成
立
す
る
所
以
が
見
出
さ
れ
る
。
 



  

  

心法 信て 几に ぅ し内て於そ 
し根 て 拠を味方。 正意 にる云 わ ののが 大松ちて容のけれ 
い と 生の 盾 従 は 立 深 、 身 と て に 観 が 自 る ら 

る し ず も が つ 長 湯 信自 同 党 表 な じ 元 巳 機の 
自 て る の 成 て 心 と と 芭 蕉 る 現す ら わ を の 矛       

  
  

、 ち場 

  を 

      
ん 尚 と 容 の 於を さ そ り そ清荻 ざべ か での そ   
  

  ( ㏄ ) ㏄ 



 
 

  

  

信楽の立場  
 

立
し
得
る
。
 

 
 

 
 

の
 法
に
係
る
態
度
 ど
 

 
 

 
 

も
の
と
な
り
、
「
廻
向
 

 
 

 
 

凡
聖
の
身
口
意
業
に
修
 

 
 

 
 

の
心
の
う
ち
 肛
 廻
向
 し
 

（
 
鶉
 ）
 

 
 

 
 

ら
 ず
す
べ
か
ら
く
決
定
 

 
 

 
 

の
 善
根
を
往
生
の
為
に
 

 
 

 
 

あ
れ
ば
こ
そ
、
今
こ
 ム
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
こ
に
矛
盾
 

 
 

 
 

心
に
 於
て
現
前
す
る
こ
 

 
 

 
 

、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

発
願
 心
は
 、
現
在
に
 於
 

 
 

 
 

が
 自
己
に
於
て
自
己
と
 

 
 

 
 

る
も
の
と
な
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

い
 う
 訓
点
が
成
立
し
 来
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

・
廻
向
発
願
心
と
矛
 

 
 

 
 

も
の
と
し
て
あ
る
時
、
 

 
 

 
 

鸞
に
 於
け
る
如
く
 、
至
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の
へ
超
 入
す
る
と
い
う
 

 
 

 
 

前
 す
る
と
い
う
面
を
云
 

 
 

 
 

源
 的
に
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
信
楽
と
い
 

  
 
 

( 兜 )  卸 

  

  
  
れ 破 も ・ の 切 削 を しわ 生 三 始 る な 発 

  
  
と 己 い む と す 取 い と そ し 意 真 も 理 深 
五 に 。 信 こ 

  
  
あ の 司 式 が る と い 圭 一 ぅ て 的 さ ら 覚 

  
芝 るで・ 獲 あ のま面とく自にこ 信こ 

な う か を る を 開独 

  ナ， Ⅰ 

、 も ヌ すれ よ杓艶 も の女 口   



信楽の立場  
 

 
 

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

「
宗
教
哲
学
、
序
論
」
参
照
。
そ
こ
で
は
宗
教
に
於
け
る
根
木
 

的
な
態
度
と
し
て
、
 信
 

 
 

 
 

て
 現
れ
」
 

 
 

 
 

な
り
」
、
 又
 

 
 

 
 

な
る
傾
向
 

 
 

 
 

る
 意
味
で
 

の
 「
信
仰
Ⅰ
の
立
場
に
立
っ
と
一
応
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
 
2
 ）
歎
異
抄
第
一
節
 

（
 
3
 ）
岡
君
第
二
節
 

（
 
4
 ）
正
像
末
和
讃
 

 
 

 
 

浄
土
門
全
般
に
 

 
 

 
 

の
 在
り
方
 

 
 

 
 

0
 人
々
が
 、
 

 
 

 
 

」
の
 教
 、
即
 

 
 

 
 

妖
人
」
と
し
 

 
 

 
 

れ
る
、
親
鸞
 

 
 

め
 得
な
い
こ
と
は
云
 う
 迄
も
な
い
。
 

 
 

 
 

な
る
」
等
、
同
 

様
な
表
現
が
少
く
な
い
。
 

 
 

 
 

必
至
滅
度
」
と
 云
 

 
 

世
に
於
て
証
に
達
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
こ
と
は
で
ぎ
ぬ
。
 

信
一
念
の
と
 

 
 

 
 

 
 

㏄
 

 
 

る
 。
 



 
 

  

（
 
幻
 ）
同
右
方
便
化
身
上
巻
三
三
三
頁
以
下
参
照
。
 

（
 
オ
 ）
真
宗
聖
教
全
音
 五
 「
親
鸞
聖
人
糞
し
二
）
 二
 二
九
頁
 

（
 
2
 ）
 同
 石
工
一
五
頁
 

（
 
為
 ）
教
行
信
証
方
便
化
身
上
巻
三
四
六
頁
 

 
 

 
 

る
か
に
関
し
て
 

 
 

の
 立
場
に
関
連
し
て
、
別
な
機
会
に
解
明
を
果
し
た
い
。
 

（
 
わ
 ）
教
行
信
証
悟
番
一
三
五
頁
 

（
 
あ
 ）
岡
君
債
券
一
四
 0
 頁
 

 
 

 
 

る
の
で
、
通
常
の
 

訓
読
に
従
 う
 。
 

） ）Ⅰ 8 へ ヘ 8  （ ） け （㎎ し レ ー へ 5  （ ） H ） （ 00 （は） （Ⅱ） （ m ） レ へ 9 

  

ム 

空 

    

中ま   

    
こ 極 大 
と 促 よ 

  
0  店 せ 

( ㏄ ) ㏄ 



  

  

信楽の立場 

  

  

 
 

執
簗
者
 

棚
瀬
襄
礒
 

山
崎
 

亨
 

石
田
慶
和
 

山
形
孝
夫
 

諸
 
同
素
 
純
 

 
 

竜
谷
大
学
教
授
 

同
志
社
大
学
教
授
 

京
都
大
学
助
手
 

策
北
 大
学
大
学
院
 

大
阪
市
立
大
学
教
授
 

（
博
士
課
程
）
 

紹
介
 

  

 
 

 
 

哲
学
し
に
於
て
も
 

（
 
お
 ）
教
行
信
証
方
便
化
身
上
巻
三
三
九
頁
 

 
 

 
  

 

 
 卸

 



の ト 始 り 時 も と 

存 マ と め ス に・ な ブ つ 
す ン こ て ト 、 く か て 
も が る 司 教 人 ・ ト 極 
こ ・ で 能 的 間 実 マ め 
と 神 K で 理 に に ン て 

ら 

  
化ブ し   

サ よ 

  

つ 

  

  み キ 同 で 

戸
 
Ⅰ
Ⅰ
 
-
 

 
 

 
 

、
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
に
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 論
議
せ
ら
れ
て
 き
 

山
形
孝
夫
 

  

  

解 程 
  
R  ジ， 

フ 。   ノ 

ル ア 

山チ 
ン オ 
の 
所 月 ン   

論 を中 

心に 
の 

は町 

題 

( ㏄ )  ㏄ 



 
 

 
 

的
 理
解
や
基
礎
づ
 け
 

 
 

 
 

。
む
し
ろ
、
人
間
と
は
 

 
 

 
 

。
従
っ
て
、
神
学
的
命
 

（
 
几
 
Ⅰ
 
ノ
 

 
 

と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
。
 

 
 

 
 

こ
の
点
に
、
バ
ル
ト
 

 
 

見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

暖
昧
 さ
に
由
来
す
る
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
 
暖
昧
 さ
が
、
 

 
 

に
 胚
胎
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
と
い
う
。
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い
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。
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そ
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を
示
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る
こ
と
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 Ⅹ
巨
守
 
り
由
 
0
 
コ
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に
 

 
 

 
 

い
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 の
で
あ
る
。
 

理
念
 

存
 

 
 

 
 

 
 

学
 に
対
す
る
バ
ル
ト
の
理
解
 

 
 

 
 

い
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
 

 
 

 
 

 
 

、
自
然
的
人
間
学
を
は
る
か
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぎ
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解
の
相
違
の
あ
る
こ
と
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に
 気
づ
か
 
さ
 る
を
得
な
い
。
バ
ん
 

神
学
の
主
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
 

れ
が
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
 

ツ
ェ
ソ
ト
リ
 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 

タ
ウ
フ
ァ
ー
な
ど
の
批
評
す
る
よ
 

が
 、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
や
ト
レ
ル
チ
 

ら
 

序
論
的
解
釈
の
意
図
が
、
聖
書
の
 

も
の
と
す
る
点
に
で
は
な
く
、
 

神
 

い
よ
う
な
 
間
 i
,
 何
故
な
ら
、
 
そ
 

し
 、
自
然
的
人
間
を
し
て
か
か
る
 

我
々
が
、
科
学
に
よ
っ
て
規
定
せ
 

，
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ト
 

の
 ま
田
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の
 
｜
を
 取
り
除
く
 

与
え
ら
れ
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に
す
ぎ
な
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で
あ
 

  

し
て
い
た
ヤ
ス
パ
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ス
が
、
か
か
 

ル
 リ
ベ
ラ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
に
、
 

ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
の
人
間
学
的
で
 

か
く
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
が
 

 
 

え
 た
と
こ
ろ
の
、
従
っ
て
 
、
押
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の
も
の
が
、
 

 
 

ま
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
こ
対
し
て
ま
、
そ
り
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ャ
千
 

 
 

と
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う
名
が
、
ま
こ
と
に
 
応
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し
い
と
い
わ
れ
 

 
 

ポ
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ェ
ン
ト
リ
ッ
シ
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る
こ
と
が
、
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れ
て
は
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ト
マ
ン
神
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て
い
る
こ
と
は
Ⅱ
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い
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っ
て
、
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仰
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、
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代
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思
惟
様
式
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ア
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に
と
っ
て
は
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蹟
ぎ
 q
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鯨
 
し
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し
か
な
 

 
 

の
 放
棄
を
要
求
す
る
が
故
に
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 1
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る
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化
と
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っ
て
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せ
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れ
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の
萌
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っ
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な
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け
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。
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い
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の
意
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ト
神
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が
、
実
存
的
 

 
 

 
 

の
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争
の
主
要
部
分
 

 
 

 
 

、
こ
の
こ
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通
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そ
の
背
後
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し
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、
実
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に
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の
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の
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の
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解
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問
俺
 

め
 

念
 

実
存
 

理
 

と
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オ
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捧
 
。
 

ヴ
 

描
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。
 か

る
前
科
学
的
理
念
が
。
ハ
ル
ト
神
学
の
 

を
さ
げ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 

神
学
の
人
間
学
的
基
礎
 つ
 げ
に
反
対
 

惟
を
遮
断
せ
る
神
学
的
思
惟
に
依
拠
 す
 

が
 存
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
P
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テ
ィ
 

リ
ッ
 

た
 時
に
於
て
す
ら
、
時
代
の
ノ
ミ
 チ
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甘
 
Ⅰ
）
 

た
の
と
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
 

プ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
 

神
 

こ
と
に
、
神
学
的
作
業
の
主
要
技
部
分
 始

終
に
対
し
て
、
 殆
 ん
ど
支
配
的
と
も
 

し
、
 逆
に
、
神
学
的
に
人
間
学
を
墓
 礎
 

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
、
 

ヒ
も
 指
摘
す
る
よ
う
に
、
ル
ッ
 タ
一
が
、
 

ス
 ム
ス
 的
 知
識
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
 フ
 

う
に
、
神
学
が
、
シ
テ
ィ
エ
 一
シ
，
ン
 

学
が
 暗
々
裡
に
、
依
存
し
、
内
包
し
て
 

が
 注
が
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 誠
 つ

け
よ
う
 

不
断
に
、
 

純
粋
に
、
 

マ
ニ
ス
ム
 

の
 影
歪
 を
 

い
る
と
こ
 

に
当
然
の
 と

す
る
パ
ル
ト
の
立
場
が
、
い
か
に
実
存
的
 思
 

歴
史
的
状
況
と
の
運
命
的
と
も
い
 う
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き
連
帯
 

聖
書
に
お
け
る
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の
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に
聴
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し
ょ
う
と
試
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ス
の
影
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か
ら
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を
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る
こ
と
が
出
来
な
か
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免
れ
る
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な
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ろ
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前
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理
解
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し
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ゆ
く
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Ⅰ
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る
。
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っ
 

神
学
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来
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。
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。
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い
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。
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。
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Ⅰ
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。
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。
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循
環
 

長
い
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
 

ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
 

と
も
 
杖
 と
も
い
 
う
べ
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出
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 Ⅰ
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。
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解釈学的 ジッア チオ ソと 実存理念の問題 
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。
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。
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さ
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れ
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。
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ら
れ
た
批
難
の
殆
ん
ど
大
部
分
と
い
う
も
の
は
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ル
ト
マ
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点
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。
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あ
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問
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た
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ガ 
  

の 

そ 
れ 
と 

栢 
違 
す 
る 
    

㏄ 

  

  

  

  

  



    
  

先祖 

  

象
 

現
 

ィ
ヒ
 

極
 

 
 

  

 
 

 
 

。
一
系
の
先
祖
が
 

、
 

 
 

 
 

に
 高
め
て
極
性
を
な
し
 

 
 

 
 

象
の
お
こ
る
理
由
を
求
 

め
て
見
た
い
。
 

 
 

 
 

用
語
法
に
も
、
支
那
 

 
 

 
 

単
に
先
と
も
 

祖
 と
も
 
名
 

 
 

 
 

じ
 先
祖
に
全
く
違
っ
た
 

 
 

 
 

一
つ
の
概
念
を
許
す
よ
 

う
 

 
 

 
 

し
 、
そ
の
相
互
関
係
を
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

戸
 

先
祀
の
極
化
現
 象
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 



 
 

    

（
Ⅰ
 

ム
 ）
 

 
 

 
 

れ
る
と
同
じ
く
、
祭
礼
 

 
 

 
 

式
 方
法
に
つ
い
て
は
、
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

つ
て
、
王
侯
に
お
け
る
 

 
 

 
 

先
祖
の
意
義
を
求
め
る
 

 
 

 
 

う
 つ
 

一
 一
 

 
 

 
 

に
 指
し
示
し
た
も
の
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

礼
 」
、
「
礼
記
」
な
ど
に
 

 
 

 
 

特
に
数
人
を
選
ん
で
 他
 

 
 

 
 

。
た
し
か
に
先
祖
の
概
 

 
 

 
 

加
え
た
五
人
を
特
別
に
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

に
お
け
る
一
つ
の
発
展
 

と
 見
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

つ
て
特
別
の
祭
り
が
 

 
 

 
 

な
い
概
念
で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

、
 曽
祖
 と
い
う
の
は
、
 

 
 

 
 

の
 実
を
示
す
太
祖
は
太
 

 
 

 
 

の
と
持
た
ざ
る
も
の
と
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祖
の
全
体
を
代
表
せ
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

一
 一
 

0
 分
化
で
あ
っ
た
。
先
祖
の
中
で
、
た
ど
太
祖
以
下
 

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
先
祖
の
概
念
の
発
展
と
 

の
 意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

先
祖
の
中
で
、
廟
を
持
つ
も
の
と
持
た
ざ
る
も
の
 

い
る
が
、
そ
の
特
殊
化
の
過
程
に
は
明
か
に
二
つ
の
 

べ
る
と
 き
 、
高
祖
以
下
 文
 ま
で
の
四
人
と
太
祖
と
の
 

い
 極
を
占
め
、
高
祖
以
下
の
四
人
は
最
近
の
死
者
と
 

い
 。
廟
は
家
系
の
両
極
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

直
 に
あ
る
が
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
見
て
も
、
両
者
 

と
 解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 

 
 

こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
 

 
 

廟
 制
の
検
討
を
通
し
て
先
祖
 

 
 

化
し
て
行
く
こ
と
を
示
し
て
 

 
 

祖
 、
祖
父
 父
 と
五
人
を
な
ら
 

 
 

の
 第
一
 祖
 と
し
て
家
系
の
せ
 
蛆
 

 
 

に
は
廟
が
認
め
ら
れ
て
い
な
 

 
 

祖
 と
は
全
く
相
対
立
し
た
 位
 

 
 

る
 二
つ
の
極
性
を
な
す
も
の
 



 
   

要
は
家
系
に
 ょ
 

て
 結
ば
れ
る
小
家
族
 

と
こ
ろ
に
家
族
制
度
 

家
系
年
号
叫
お
な
り
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
 

と
 見
ら
れ
る
こ
と
は
 

と
も
い
つ
て
い
る
と
 

生
命
に
つ
い
て
の
 

理
想
主
義
的
な
面
も
 

る
 伝
説
な
ど
は
、
 
そ
 

見
受
 げ
ら
れ
る
 よ
う
 

に
 文
化
的
要
素
が
含
 

い
 う
 も
の
が
即
ち
 家
 

文
化
的
要
素
の
生
み
 

す
る
。
 こ
ュ
 に
神
話
 

の
 先
祖
か
ら
は
判
然
 

お
い
て
は
、
実
は
こ
 

こ
の
信
者
の
主
観
は
 

て
 、
そ
の
後
に
 、
異
 

 
 

 
 

つ
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

見
 

 
 

 
 

表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
 

 
 

 
 

ぱ
 

 
 

 
 

分
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

の
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

型
 

（
 
7
 イ
 

 
 

 
 

ヰ
ァ
 

し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
 

 
 

 
 

が
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先祖の極化現象 

  

  

ぅ は 生 業 9 人 

  
い 存 と が 、 

放 る あ 征 人 と     
。 示 始 こ つ る 

す 祖 と も こ   
も は を の と 教 こ 礼 者 の そ の そ し を の 
の 神 意 と が の ら 文治 中 の が な て こ も 

で と 昧 者 で 
あ し す え き 主 令徳本本見い に三文に 荷一お 般る の 始にと ュ の 
っ て る る る 
て 廟 が べ で 観 の の位地山手で 根 。 。 しとあ 性粗末寺 質がめ え 

" に " ぎ あ 根本 校 無 た し る の 重 よ も 

神 祭 太 で ろ 幹 が 王 天 の て 。 極 要 う れ 
が あ 着地 で 生 光 性 な と る   

そ る 認 。 始   

た の め 太 祖     。 そ 系 祖 を 便蒙 
え て も 祖 は   

れ た 諸 光子 時が し し がに   
ぎ も 格 れ と   
で そ 性 る し ろ 祭 大 君 と と " い う 化 る 

あ の は と て に る 矢 師 花 見 血 6 面 さ 始 

  
抹 せ て れ な 
す ら の わ え 
る れ 始 れ   認 で 始 安 
昭 る 祖 の そ め あ 、 人 
穆 の に 理 の ら る 貴     
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四
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
、
先
祖
の
 

 
 

一
つ
の
極
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

同
じ
い
。
い
ず
れ
も
 

 
 

 
 

廟
は
般
廟
 と
も
 遷
廟
と
 

 
 

 
 

」
の
点
は
、
太
祖
廟
が
 

 
 

、
 即
ち
太
祖
が
不
死
の
神
格
を
そ
な
え
る
に
対
し
て
、
 近
視
 は
日
 0
q
 

田
ロ
で
あ
 

 
 

 
 

は
 実
は
宗
教
民
族
学
で
 

 
 

 
 

」
と
が
で
き
、
殿
廊
と
は
 

 
 

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

示
す
も
の
で
ほ
げ
れ
ば
 

 
 

 
 

り
の
対
象
で
あ
っ
た
の
 

 
 

 
 

く
 廟
に
は
 二
 主
な
し
と
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

ら
 考
え
て
も
、
廟
に
 祭
 

 
 

 
 

個
性
を
失
は
ず
、
死
の
 

 
 

 
 

曽
祖
 と
呼
ば
れ
る
理
由
 

 
 

 
 

こ
ろ
が
近
視
 が
 形
貌
を
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先祖の極化現象 

じ と あ い と 泰 と げ 概博 よ   
持 の の そ で 「 い ら 者 て と 鬼 ま 

っ て 鬼 の あ 致 る な で 鬼 は を た 
て あ は 鬼 る 孝 と い あ を 本 も 鬼   
い る 段 が 。 手 者 と る 解 釆 っ 神 す 先 し ら 存 
て 。 虚 全 さ 鬼 え の と 秋 口 て と れ 祖 て れ 在 

ば と 祭 る で 
、 い る の あ 

  そ う こ は り 

亡 う 来 と 春 い か 極 " しあ 死   の 概 と " 得   
味 ィ で あ 伯 じ る 然 べ な 論 と 死 根 ・か で 自   

し ン あ る の 為 。 で て き 断 解考 拠 ら あ 然 た 
、 ド つ こ 條 改 免 あ 先 も す 釈に 

こ にてとに篇 祖ろ 祖のるし当 ははる 他 " がせ とビ 死 
に 死 、 ね 者 
求 若 蔵 ば と   

訳 て と ど 対 英 と 祖 の て に す 記 ね 決 に ら て 

  な 
鬼 ク   し し 諸 じ て こ     

こ れ と 
  

  
の て い ナ 。 Ⅰ - 

れ の は 鬼 示 い 対 に ぅ す 漢 鬼 条 こ う そ 
て づ 古 の と う す 生 ま る 代 」 件 な 概 の 

く 集 い と る ぎ で 力 以 と な い 念 記   を 後 い 満 は に 憶 
す ず は の 

も で 死 新 
し 
い 

し 。 味 ， 最 

た と に 
ビ 見   

が ， 

死 

  

あ 同 こ で て こ 話 者 な の 利 う が め せ て 
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中 先 祖   極 め る に 
化ァ し 祖 は 性 が 一 従 
サま の 始   な あ 廟 つ 
  性祖 縛 り が て 

  す 格 に る 父 
{ な お と 当 め そ 
れ 理 い 見 熱 願 れ 
ナ， Ⅰ 解 て る "  で そ 
遊 す 極 こ よ あ れ 
代 る 性 と 他 る 五 

土 を が り ざ 廟 先 
で も 観 と 、 祖 

こに の 種、 得 わ れ 
極 め 鬼わ ほど きる よ り 点を によ 三朗 

化 て は れ で 室 持 っ 、 重 
作 重 近 が 
用 要 祖 普 
の な の 通   
7 カ 点、 四 に 。 れ に 祖 一 れ 
い と 観 光 る か ほ 廟 て 
て す に 祖 で き ど と い 
い べ お と あ る 重 憾 る 

ろ な ん ぜ こ 
るぎ こで いい てぅ 五 3 9 ぜ ら と 
と あ そ も 。 ば ら れ は 
は る の の 死 、 れ る 疑 

者近 て が い 
儒。 "  ぅ 極は ，性 " は い い 、 ，を 
教 を 実 現 死 る そ い 
イ ブ し な は 代 若 こ の れ 
お し 祖 に ほ と 時 な 
  て と 
て い 鬼 

  
す る と く の る い 王 
で こ の ほ 記 こ 先 の 
がこ と 重 ど 憶 と 祖七 
気 を な そ は が ょ 廟 
づ 知 り の 新 で り が 
い つ 合 煮 し き も 諸 
て た っ 
い   ナ， Ⅰ 義 を くるま " で づ 侯 " 
ナ ・ し ， Ⅰ も 

の の 
増 愛 あ 名 犬 

  

想 、 事 で 
俊 美 あ   
さ は っ 父 縁 れ 士 
れ 全 て ひこ も て   

る 。 体   至 な 
っ お 

官 
と そ 最 前 

L ネ し の て 強 後 と 

" 一 - - Ⅰ 己 て 中 そ い に 降 
の の     の も 残 る 

 
 

 
 

っ
て
、
王
制
篇
な
ど
 
仁
 

 
 

 
 

篇
 に
よ
っ
て
も
、
近
い
 

  

  

  

  

 
 

 
 

ヰ
目
鬼
舛
田
 q
 

に
通
ず
る
 

鱒
 

  

  

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

要
求
と
し
て
、
新
し
（
 

 
 

 
 

文
公
二
年
の
條
に
「
 新
 

 
 

 
 

し
て
、
古
い
死
者
は
 

  



  
    

  
  

  

  

先 

    

祖 の 極 化現象 

 
 

笘
 

 
 

的
 

 
 

注
目
す
べ
き
論
と
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

の
の
Ⅰ
 

0
 の
：
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

祖
丁
 、
足
恭
帝
祖
 丁
 」
 

法
が
よ
 く
示
さ
れ
 

 
 

 
 

て
は
、
祖
父
高
祖
な
ど
 

と
 全
く
同
じ
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

」
 繭
 先
祖
成
湯
」
と
い
う
の
は
そ
の
一
例
。
 

 
 

上
地
、
文
違
 也
 、
三
木
地
」
と
い
う
。
 

 
 

照
 。
 

?
 
）
上
掲
英
文
拙
論
参
照
。
 

（
 
9
 ）
 到
 煕
の
釈
名
（
秋
官
 室
 ）
参
照
。
 

（
 
軸
 ）
礼
記
、
管
子
問
題
篇
参
照
並
足
切
 記
篇
 参
照
。
 

 
 

和
 二
十
六
年
一
月
）
参
照
。
 

 
 

ら
リ
の
 
Ⅱ
Ⅱ
 

 
 

参
照
。
 

 
 

蕃
 、
第
四
号
）
参
照
。
 

（
 
旺
 ）
中
庸
参
照
。
 

 
 

 
 

こ
の
論
議
に
立
入
る
こ
 

 
 

 
 

し
て
遠
い
ほ
ど
犬
に
 、
次
 

 
 

 
 

殺
ぎ
 、
 祖
は
上
に
遷
る
 

 
 

 
 

道
 親
親
 也
 、
親
親
 故
尊
 

  

（
 
町
 Ⅰ
 

 
 

 
 

原
理
を
あ
げ
る
こ
と
が
 



  
  

  

『 " 『 

彙
報
 

目
ホ
宗
教
学
会
関
係
 

理
 再
会
社
 
耳
 

 
 

あ
る
。
 

一
 
、
報
告
事
項
 

 
 

番
 

 
 

上
 

 
 

学
 

 
 

究
 

 
 

各
 

 
 

 
 

 
 

次
期
当
番
学
会
は
地
理
学
会
。
 

㈲
学
会
本
部
及
び
編
集
部
の
経
理
事
情
の
報
告
 

 
 

会
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 。
 

二
 、
協
議
事
項
 

 
 

大
 

 
 

否
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(6) (3) (2) 

国   
  
組こ 文に教 徒 し 全店 
織 と で ょ学 つて 

  



    一セ 
(1 Ⅰ   (4) (3) ㈲Ⅲ 、 月 (8) 

報 三大 力 

学 会な開 ょは理     
は定 6 審ので 
八の こ講田給 
五加 とを雑舎   

十 く と 提な開 @ 
あ   つ   

口 

口 
二 一同会最 八 

(1) " " の 議 後月 

  
学 吉旦た編 委 実行 そ 。 三回） 八月上 九日 

  
  

  如 会議 際 
く （に 会 

会 の 関 で第お議 
議追酉 あ 互いの 
全課 地 る 回て 準 
般を区 
に 求の 

。 ）日傭 
今際 の 

 
 ㈲

・
文
科
系
学
会
連
 

ム
 
同
 

文
に
つ
い
て
は
理
事
 

し
た
。
 

一
 
、
佐
伯
好
郎
氏
 

｜
 臣
 

l
p
 

一
 
、
山
田
 
竜
 戒
尺
 
｜
梵
 

（
昭
和
三
十
一
 

九
月
二
十
日
以
前
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

者
 推
薦
の
こ
と
 ｜
 理
事
会
の
推
薦
に
 墓
ぎ
侯
 

料
を
審
査
委
員
に
ま
わ
す
こ
と
を
決
定
。
 

編
 欧
文
研
究
論
文
抄
録
 誌
 （
第
十
巻
）
推
薦
論
 

１
％
帝
国
キ
リ
ス
ト
教
保
護
規
定
の
研
究
 

１
％
 法
と
 キ
リ
ス
ト
教
 ｜
 

（
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
春
秋
社
発
行
）
 

語
 仏
典
の
文
献
学
序
説
 

一
年
十
二
月
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
）
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西 

件 （ Ⅱ 

  
山原 
田田 
霊敏 

田崎川長長大礼商大 島 休明     
秀康 

城戸 瀬 武 川福村大 木   
日乗嚢内 管井 泉 き 

  
  楠増 

栄純繭義 " " 範 徳 " 康元 順 " 孝 子 谷 

0
 募
金
計
画
委
員
会
委
員
氏
名
（
委
員
長
 増
合
 文
 笹
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

教
 

 
 

大
 

    

0
 編
成
委
員
会
委
員
氏
名
（
委
員
長
岸
本
英
夫
）
 

 
 

 
 

子
 

 
 

 
 

平
野
孝
 国
 、
小
口
俸
 一
 

 
 

団
 

 
 

排
 

 
 

京
 

 
 

敬
 

 
 

工
 

 
 

信
 

 
 

芳
村
忠
明
（
教
派
神
道
連
合
会
代
表
者
）
 

（
以
上
敬
称
略
）
 

 
 

員
｜
 

 
 

参
 

 
 

き
 

分
担
の
経
過
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

 
 

八
 

者
 、
日
本
人
口
 セ
 0
 名
に
達
し
た
こ
と
。
 

 
 

講
 

 
 

鈴
 

 
 

オ
 

｜
 二
会
長
友
ヘ
ム
ペ
ル
教
授
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
 

講
 

演
 会
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

等
 

0 ㏄ ) ㏄ 



  

学
へ
の
移
牒
を
依
頼
し
た
こ
と
。
 

㈲
募
金
計
画
委
員
会
の
経
過
 ｜
増
谷
 委
員
長
 ｜
 

 
 

一
 
一
 
"
 
一
 

 
 

係
 

 
 

得
 

 
 

@
 

 
 

組
 

 
 

氏
の
 

協
力
を
要
望
こ
れ
を
了
承
し
た
。
 

㈲
経
理
委
員
会
の
経
過
 ｜
 花
山
委
員
長
代
理
三
枝
委
員
 
｜
 

 
 

経
過
 

 
 

告
、
 

 
 

際
に
 

 
 

来
 

 
 

備
委
 

 
 

報
告
 

あ
り
こ
れ
を
了
承
。
 

㈲
選
考
委
員
会
の
経
過
 ｜
 大
畠
委
員
長
 ｜
 

 
 

百
 

 
 

 
 

 
 

欠
 

 
 

続
 

 
 

は
 

 
 

 
 

 
 

ら
 

れ
た
の
で
そ
の
原
案
に
同
意
し
た
。
 

 
 

込
 

 
 

か
 

の
 考
慮
を
な
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

三
 、
密
議
事
項
 

A
 、
総
裁
 在
 。
 臣
 0
q
 

ミ
ャ
 

ワ
 e
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The Fundamental Structure of Religion 

Jbji TANASE . 

k o m  the start, science of Religion endeavoured to grasp or to define 
"Religion" as the whole in general term. E. B. Tylor's minimum defini- 
tion is a good example. But this is a very difficult task. We must take 

under view a11 religions, its essence, its manifestations, and all its 
historical or dynamic phases. Some scholars seek religion in its naive 
form ad reject its institutional form, ,but we must include all aspects 
of religion. 
The hypothetical definition of religion which I want to propose in 

this paper is that religion is one of the culture items. which tries 
superrational adjustment. As my aim in this paper is in the understand- 
ing of the dynamic structure of religion, this definition is explanatory 
one. As you see, in his definition, the dynamic concept of culture i s  
introduced. "Superrational" means rational plus. Adjustment means 
cultural adaptation. Therefore it stands on the anthropocentric point 
of view, but it does not stand on philosophical humanism. Religion is 
a kind of human behavior, and human behavior is understood as  the 
bridge between disequilibrium and equilibrium. 

If we want to analyse the superrational adjustment, we must divide 
the religious situation or religious ground and the religious method. 
In the ~eligious situation, a religious method in acquired, and t h e  
religious method abolishes the situation. 

The religious situation is able to grasp in psychological or philo- 
sophical term such as fear, unrest, powerlessness or crises. But to ex- 
plain the varieties of religious phenomena, it is of use to attract attep- 
tion to the causes which have given rise the situation. Environmental, ' 

organic, socio-cultural and reflective situation may be cite$. The first 
three are partial and superficial, and the last are wholly and essen- 



tial. The religious methods may be classified to the outward method 
and the inward method. In the former, man is not changed, human 
desire is allowed, and in this type the notion of the holy is character- 
istic. In the latter reconstruction of humanity is aimed at. I think the 

definition of religion as the sacred can be applied to the former type 
and that of religion as revaluation of values can be applied to the 
latter type, but both types can be grasped as the superrational adjust- 
ment. Generally speaking, superficial situations ,are related to the 
outward methods, and reflective situations to the inward methods. 
Superrational adjustment may be socialized as the other items of cul- 

ture. Thus religious institution is not independent. It is a part of an 
integral culture. 

About the God Most High in the Old Testament 

Although 'el elyon" in Gen. 14 : 18 is usually translated as "the God 

Most High", the original meaning must be examined and searched 
from the stand point of the text criticism and cultural background. 
(1) The Text of Gen. 14: 18-20 belongs to P source by Gunkel (Gene- 
sis, 1910). According to Albright (The Archaeology of Palestine and 
the Bible, 1935), the text is from the special source, which originated 
from Mesopotamia valley by Oesterley and Robinson (An Intro., 1934). 
According to Pfeiffer (Intro., 1948), the text belongs to the secondary 
source of S. The poetic form resembles to the S source but theological 
content must be much later than S, and probably about fifth century 

B. C. 

(2) So called Sefir6-Soudjin document of which translation is found in 
the periodical of ZAW, 1932, s. 178ff ., presents before us that el and 
elyon are the gods worshipped among the Canaanites. The articles by 



Cantineau (Revue d'assyriologie, 1931), Eissfeldt (1932) and Montgo- 
mery (HI Th. R., mori, l938) threw light upon this point. 
(3) According to the document of Sanchunjaton, elyun is called as . 

L 

Hypsistos (the Highest). 
(4) The God Aledon in Ras Shamra tablets seems to be a different 
form of elyon. 

On the Essential Significance of "Shin-gy6" 

Yoshikazu. ISHIDA 

In his main work "Ky8-yo-shin-sham, Shniran makes clear his unique 
concept of "Shin-gy6" (Es) which means faith with joy literally. 
The concept of faith, however, does not explain the true significance 
of "Shin-gyh", because i t  implies the absolute subordination to the 
absolute. That is to say, faith presupposes the absolute disparity 
between the relative and the absolute, while the concept of "Shingyh" 
has still more profound significance in it. 

We know that the J6do-shin sect of Buddhism has produced a group 
of earnest lay-devotees called "My8k8-nin"(@EA). We can realize the 
true significance of the concept of "Shid-gy8" through their expres- 
sions which reniain very few but show their profound spiritual lives 
clearly. 

One of them says that he is unified with "Shin-jin"(@,G), the pure 
and faithful mind given from Buddha Amiabha, or he is "Shin-jin" 
itself or he become in a body with Buddha Amitlbha, nay Buddha ' 

ArnitQbha becomes himself. These expressions can not be expressed 
from the feelings of subordination to the absolute, I think. They prove 
that the far more profound dimension is open in their spiritual lives 
which derived from Shinran's teachings. 

Shinran teaches us in the "Ky6-gy6-shin-sh6" that the only way to 
go and be born in the Pure Land of Buddha Amitlbha is not by the 
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faith which we may have in our minds but by the pure and true 
"Shingya" gived from Buddha Amiabha. This teaching distinguishes 
him.from other patriarches of the JMo sect who were Honen's dis- 
ciples. 

According to Shinran's original explanations of "KangyG-so", the 
comentary of "Kan-muryGju-kyG" by ZendG, the true significance of 
"Shinjin", which is nothing but "ShingyG", is understood from two 

*, 
points of view. The one is the deep faith to the Dharma which es- 

tablished the salvation of mankind by the 48th Vow of Buddha Ami- 
tiibha, the other is also the deep faith of having sins which makes us 
reiterate transmigrations. The "~hinjin" implies these two deep faith 
as its essential significance, so -it can not be understood from the 

' dimension on which the feelings of the absolute subordination seem to 
be based. "Shin-jin" or "Shin-gyG" reveals itself where this dimension 
is broken through, that is, where the absolute disparity between the 
relative and the absolute is surpassed throughly not by the relative but 

by the absolute. 

'The Problem of "die hermeneut ische Situation" 

and the Idea of Existence. 

Takao YAMAGATA 

\ After the Second World War there took place a further develop- 
ment in theological thought, and of this we have taken Rudolf Bult; 
mann as representative. It would be a complete misunderstanding to 
think that Bultmann7s theological thought bas gone back to the atti- 

, tude which prevailed before Barth. 0x1 the contrary, he accepts with 
Barth the Kerygma, the revealed Word of God, as the foundation of 
Christian theology. But as he sees it, the Kerygma is always under- 
stood in the answering situation of faith, and i t  is in that actual 
situation that it is to be interpreted. Hence, Bultmann takes the ex-& 



istential interpretation of the New Testament, which is based upon the 
methods of the interpretation of Schleiermac her, Dil they and especially 
Heidegger. And he has found both facts that all kinds of interpretation 
are to be done in "der hermeneutische Zirkel", arid that it is imps-  
sible to begin the interpretation of text without having any preunder- 
standing of it's content. This appears to me to be the most valuable part 
of Bultmann's theological method of the interpretation of the N.T. 
The aim of this paper is to make some contribution towards under- 

standing Bultmann's situation as the interpreter of the N. T. and his 
idea of authentic existence. 

Polarization of Ancestors 

Sojun MOROTO 

* 
Ancestors of a family in China form an organized group with a 

complex structure, tsu and kuei making its constituent parts. Literally , 

tsu @ (or hsien-tsu #*.) means the 'forefathers or a line of direct 
ascendants of a family as well as its separate member, while kuei & 
(or h i - s h e n  &@) imply the dead. Practically, indeed, these two 
different concepts mostly overlap each other to show the same ancestors 
-a line of dead forefathers. Both ends of this line are treated par- 
ticularly with profound reverence, each being dedicated a separate fane . 

to receive special sacrifices. At the farthest pole stands the founder of 
the family as a mythical being, who, in reality, represents the whole 
body of ancestors : I propose to see in this mythical ancestor the 
polarity of tsu-character. The nearest pole is occupied by the four 
latest ascendants, i.e. father, grandfather and so on, in whom the 
polarity of hei-character may be discerned. The higher we ascend 
the lineage, the more increases the tsu-char&ckr, and the nearer we 

\ 

come to the father, the more intensifies the hi-character, -a phenom- 
enon of polarization of ancestors. 




