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。
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縁
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を
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。
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。
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Ⅲ
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結
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、
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。
 

 
 

 
 

は
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す
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Ⅰ
そ
の
二
重
性
を
逓
増
し
ゆ
く
。
 

こ
ュ
 に
も
 亦
、
 親
鸞
の
総
 序
 観
を
想
起
 

 
 

 
 

も
 想
到
 し
 、
想
到
せ
ざ
 

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
り
、
更
に
仏
典
に
 

 
 

 
 

に
 表
現
す
る
語
を
求
め
 

 
 

 
 

史
的
現
実
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

な
る
国
体
と
そ
の
精
華
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
に
至
り
、
 
そ
 

 
 

 
 

国
の
教
主
聖
徳
星
、
広
 

 
 

 
 

十
三
才
の
作
百
十
四
百
 

 
 

 
 

る
 十
一
首
の
方
に
は
そ
 

 
 

 
 

と
 自
称
す
る
仏
者
の
作
 

 
 

 
 

い
て
か
、
こ
の
晩
年
製
 

 
 

 
 

始
 あ
ら
し
め
る
も
の
と
 

 
 

 
 

と
 相
対
応
す
る
彼
の
仏
 

 
 

信
喝
 L
 を
代
表
と
す
る
三
国
七
高
僧
の
系
譜
で
あ
り
、
 

他
は
、
こ
れ
と
同
じ
く
 

 
 

 
 

法
統
と
い
い
後
者
を
血
 

脈
と
 称
し
 ぅ
 る
な
ら
ば
、
こ
の
二
種
の
系
譜
に
つ
ぎ
、
 

 
 

れ
を
も
跡
付
け
う
る
。
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に
、
 
更
に
軽
重
乃
至
 木
 

 
 

 
 

の
併
 正
対
立
の
比
論
に
 

 
 

 
 

の
か
。
こ
れ
が
利
秋
 を
 

 
 

 
 

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
 関
 

 
 

 
 

子
 和
讃
 L
 の
形
の
中
に
 

 
 

 
 

定
性
の
問
題
 は
、
 何
と
 

 
 

 
 

」
な
ど
か
 ぅ
 思
惟
が
 、
 

 
 

 
 

ば
 、
こ
の
事
実
に
対
す
 

 
 

 
 

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

し
 至
っ
て
少
な
い
と
な
 

 
 

 
 

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
 

 
 

 
 

っ
て
遡
源
 し
 且
つ
広
く
 

 
 

 
 

0
 間
題
を
呼
ぶ
。
 

史
 

歴
 

 
 

 
 

果
性
 

 
 

 
 

極
に
 大
別
し
て
、
 一
は
、
修
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
ム
 に
前
者
の
聖
道
門
と
後
仏
 



 
 

 
 

後
者
に
属
し
て
そ
の
 徹
 

 
 

 
 

対
 化
し
て
之
を
如
来
の
 

 
 

 
 

そ
れ
故
に
、
こ
れ
が
 成
 

 
 

 
 

後
代
の
第
三
考
よ
り
 見
 

 
 

 
 

に
か
く
見
か
く
見
ら
れ
 

 
 

 
 

由
 に
よ
っ
て
、
在
米
所
 

 
 

 
 

逆
 と
な
っ
て
い
た
も
の
 

 
 

 
 

と
が
で
き
る
。
こ
れ
と
 

 
 

 
 

ぅ
 わ
れ
ら
自
身
に
お
い
 

 
 

求
 に
進
み
入
ら
し
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

在
っ
た
も
の
に
依
っ
 

 
 

 
 

ら
が
何
か
既
存
の
経
の
 

 
 

 
 

っ
て
 、
 我
ら
 仁
 と
っ
て
 

 
 

 
 

知
る
。
か
く
し
て
彼
此
 

 
 

 
 

な
る
彼
自
身
の
知
見
に
 

 
 

 
 

、
こ
の
 基
 出
た
る
知
見
 

 
 

 
 

た
も
の
、
と
推
定
せ
ざ
 

 
 

 
 

ば
、
 経
の
文
面
上
の
困
 

 
 

 
 

非
歴
史
的
の
も
の
か
。
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事
 の
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
 

 
 

 
 

界
 に
お
い
て
 又
 真
宗
学
 

 
 

 
 

ぎ
 当
然
の
問
題
で
あ
る
 

 
 

 
 

し
た
人
が
あ
っ
た
で
あ
 

 
 

 
 

の
 如
く
答
え
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

は
 違
 う
 因
果
性
に
立
っ
 

 
 

 
 

と
し
て
日
本
人
た
る
の
 

 
 

 
 

碇
と
 

し
か
 

山
脚
し
た
体
験
的
 

 
 

 
 

言
 い
 且
 つ
 言
わ
ね
ば
な
 

 
 

 
 

 
 

な
く
て
、
日
本
人
と
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

諭
 し
て
お
い
た
。
し
か
 

実
践
に
由
 撫
 し
て
 建
現
 

 
 

 
 

と
こ
れ
を
主
と
し
た
 歴
 

 
 

 
 

っ
て
い
な
い
。
 

史
 

 
 

 
 

す
と
す
る
論
者
あ
り
と
す
れ
 

 
 

 
 

な
 見
方
で
は
な
い
か
、
と
ま
 

 
 

 
 

。
な
お
 又
 、
そ
の
故
に
 、
親
 

 
 

 
 

の
 真
に
新
な
 述
而
 不
作
の
組
 

 
 

 
 

せ
考
ぅ
べ
 ぎ
で
あ
る
。
そ
し
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行
っ
て
 、
 図
ら
ざ
る
 ひ
 

 
 

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

を
 提
出
す
る
。
 

 
 

 
 

の
 常
な
る
廻
向
が
如
 

 
 

 
 

を
 貫
く
も
の
が
 彼
 独
自
 

 
 

 
 

れ
で
、
彼
は
、
そ
れ
を
 

 
 

 
 

の
 直
接
す
る
師
法
然
の
 

 
 

 
 

を
 伸
張
し
 、
 共
に
之
を
 

 
 

 
 

国
 の
も
の
な
る
一
太
子
 

 
 

 
 

て
 共
に
そ
の
因
果
と
歴
 

 
 

 
 

起
 に
対
し
、
彼
の
生
起
 

 
 

 
 

性
 に
適
ふ
も
の
と
い
う
 

 
 

 
 

の
 樹
立
 建
現
 と
い
う
 事
 

 
 

 
 

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

い
る
と
見
な
い
限
り
に
 

 
 

の
 文
献
 誌
に
臆
 し
て
確
定
的
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ち
 、
そ
の
教
学
が
同
 

 
 

 
 

る
と
す
れ
ば
如
何
、
 
と
 

 
 

 
 

歴
史
す
る
時
、
 
こ
ュ
 に
 

(16)  16 



親騰 教学の因果性と 歴史 桂 

サ て し の り 解威 す の い る い し は 更 
能 う 前れ し " 2 て措 えす得る 筋 つもこの " 天に 

で雰笘封 なかに   

お 。 対 とと 啓 とのそも又 る 0 管御法 

に 抽 づ 要 も 

と に 、 的 し ら る て 着 こ ア 我 と な り 

  

二白虫 て、 

え と ま   
Ⅰ 7  ( Ⅰ 7) 



そ で の の 中 馴 の り 共 累 の 各 し 在 の に 受 ら   
" こ も " 並べ " あ 一 列 6 位 る 畢 と て 仏 れ に   

外 お ら 全 る 分 、 な る の し貫 で ね 。 に 場あ 的   
  
共 、 の 重 し 置 即 て て 合 ふ れ 以充 外在 化 て な 
に 吉備 層 て 付 ち 明 わ な 位 に を 実来 往 の 、 い 

  
し 

義 神 で と 。 各 て 
を の 、 し が 派 」 
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異
性
と
歴
史
性
の
意
義
 

 
 

 
 

れ
 来
ら
ざ
る
を
え
な
い
 

 
 

 
 

々
の
称
呼
の
問
題
に
つ
 

 
 

 
 

に
 依
っ
て
、
如
上
示
唆
 

 
 

 
 

少
の
遅
速
は
あ
れ
、
 
日
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

こ
れ
に
つ
い
て
、
念
の
た
め
、
一
言
を
添
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

に
 広
大
普
遍
な
事
を
 

 
 

 
 

 
 

更
に
日
本
の
仏
教
と
 

 
 

 
 

で
な
く
て
広
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

に
 不
可
 離
 に
し
て
一
如
 

 
 

 
 

な
る
も
の
で
あ
る
。
 
然
 

 
 

 
 

 
 

に
 言
わ
ん
と
す
る
餐
を
 

 
 

 
 

る
の
み
な
ら
ず
、
し
か
 

 
 

 
 

在
を
浅
薄
に
す
る
の
み
 

 
 

 
 

も
 失
わ
ん
と
す
る
も
の
 

 
 

方
 と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

 
 

 
  
 

 
 

し
て
も
、
 
亦
 同
じ
く
然
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

、
親
鸞
自
ら
が
そ
の
 

 
 

 
 

来
 廻
向
」
を
 軸
心
 に
し
 

 
 

 
 

歴
史
性
に
立
っ
て
 、
 

 
 

 
 

て
達
現
し
た
も
の
が
あ
 

 
 

 
 

和
讃
 し
 特
に
「
大
子
 和
 

 
 

 
 

も
の
は
、
親
鸞
以
前
に
 

 
 

 
 

の
 因
果
性
と
歴
史
性
に
 

 
 

 
 

作
る
因
果
性
と
歴
史
性
 

 
 

 
 

因
果
性
と
歴
史
性
と
を
 

 
 

 
 

て
 二
と
な
る
。
そ
の
 一
 

 
 

 
 

 
 

二
は
、
 右
の
教
学
に
 

 
 

 
 

 
 

学
を
通
し
て
古
今
一
す
 

 
 

 
 

「
親
鸞
教
学
」
と
す
る
 

 
 

 
 

日
本
学
的
見
地
に
立
っ
 

 
 

 
 

異
な
る
べ
き
で
あ
る
。
 

む
ね
 

 
 

 
 

は
 、
ど
う
か
。
こ
れ
 

 
 

 
 

べ
 ぎ
で
あ
る
。
 

  

五 

親 
鸞 
教 
学 
の 

性 
格 
の 

若 
干 
Ⅰ ラ珪 し 

つ 
い 

て 
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親憶 教学の因果性と 歴史 桂 

だ そ 新 著 他 の む 代 た 教歴面 と を 

か ん て る 生   

上あ 以学 ぎ のを ろ水 

親 な た 、 か   
教 そ え 一 に 
学 か て 冊 ょ るでおい 見親 こ う如 

分 の た 、 私 
節 折 。 ポ 自   

  
伝え 鑑み所説、親 ると する お い 否 、 力尽 三ロ 

に 判 鸞 を こ で て ， ち い 

る 学 観 と ろ る こ の   

  

に あ と 聖 遍 」   

て     
      

の 、 に 蓮 の 者 は 時 て 
居 、 い 掲   こ 仁 安 口 場 の な ひこ   
想 6  ォ出 来冬 

的 。 苦戦   

こ 時 と の の   

と 未 、 洲 行 て 伝 践 の 見 宗 と る 神れ 

21  (21@ 



  

 
 

 
 

0
 所
在
に
関
す
る
研
究
 

 
 

 
 

し
 方
か
ら
之
を
唯
円
 房
 

 
 

 
 

と
し
て
ハ
 ツ
 毒
口
や
「
耳
ハ
 

ツ
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
の
鑑
定
は
 、
 

 
 

ろ
 う
か
 。
 

 
 

 
 

示
教
的
態
度
を
態
度
と
 

 
 

 
 

 
 

の
 親
鸞
 学
 と
言
い
え
 ょ
 

 
 

 
 

、
宗
乗
構
成
に
、
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

な
の
か
。
こ
れ
に
つ
げ
 

 
 

時
 、
は
る
 ム
 
Ⅰ
命
が
げ
の
 来
 間
者
に
対
し
て
の
最
後
 の
め
善
言
と
し
て
、
「
 
詮
ず
 

 
 

 
 

た
 棄
て
ん
と
も
、
面
々
 

 
 

 
 

は
 、
そ
の
後
ど
う
な
の
 

 
 

 
 

ど
に
対
し
、
内
外
硬
軟
 

 
 

 
 

斬
 ら
し
い
。
即
ち
 、
神
 

 
 

 
 

こ
れ
と
対
照
的
な
も
の
 

 
 

 
 

は
 む
ろ
ん
質
問
す
る
こ
 

 
 

 
 

者
と
し
て
死
刑
に
処
せ
 

 
 

 
 

す
る
誘
引
と
防
止
の
消
 

 
 

 
 

で
、
よ
り
自
由
な
新
教
 

(22 Ⅰ 22 



 
 

 
 

0
 
 

ハ
カ
そ
の
中
に
無
教
 

申
下
 

 
 

 
 

来
 の
こ
と
で
、
今
更
 

多
 

 
 

 
 

真
の
信
教
の
自
由
の
も
 

 
 

 
 

ぎ
 な
の
か
。
日
本
学
的
 

に
 切
実
な
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

」
と
で
な
く
、
既
に
三
 

 
 

 
 

も
 、
そ
れ
ほ
理
由
の
あ
 

る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
義
的
な
る
も
の
に
つ
 

 
 

 
 

所
定
教
学
と
い
え
ば
、
 

 
 

 
 

を
 堅
く
閉
ぢ
 
罷
 め
る
ば
か
り
 

 
 

 
 

面
 と
共
に
 
、
 持
て
る
者
に
は
 

 
 

 
 

親
鸞
の
如
く
、
空
前
絶
後
の
 

 
 

 
 

独
自
性
と
共
に
そ
の
因
果
性
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あ
る
。
こ
れ
は
求
道
者
 

 
 

 
 

て
こ
そ
、
本
師
源
空
と
し
 

 
 

 
 

の
 誠
を
致
し
っ
 
1
 、
 自
 

 
 

 
 

明
か
な
事
実
で
あ
る
。
 

 
 

れ
ば
、
「
見
、
師
と
 斉
 し
き
と
き
は
、
師
の
半
 徳
 を
減
 ず
 。
見
、
師
に
過
ぎ
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

解
の
上
に
、
こ
れ
を
 

 
 

 
 

表
 で
あ
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

子
 と
し
て
 純
 な
る
日
本
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
見
ま
が
 

 
 

 
 

る
た
め
の
内
容
的
に
し
 

 
 

 
 

ぅ
 ま
で
も
な
い
。
学
問
 

 
 

 
 

げ
 以
上
に
 、
 真
に
学
問
 

 
 

 
 

と
 訓
練
を
緊
要
と
す
る
 

 
 

 
 

り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
て
そ
の
如
き
把
握
 

 
 

 
 

に
は
、
恐
ら
く
「
向
上
 

 
 

 
 

質
的
に
は
第
一
義
的
に
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親鸞教学の因果性と 歴史性 

の 長 夫 る な し に者に で 引 て の し 徹 
教 ぎ 臆 説 知 る て 、 に対 あ き 7 L 消 た 到 
生 麦 大 き 

望 月 御 末 くその " の 太 従 っっ としり " " 上 げこ " い息 てとこ とす ろ 

徳 モ昔 %1 り 

皇 間 の 明   

」 の 若 し 「 す 
と 蛮 声 来 五 本性 " と語の件 用こ " 心 易 て姉 " 来鸞 親く 一物 " 如べ 
い 転 精 っ 

  

、 に 転 

ょ （そ よ 回 

  

ぶ   

  
  豪 て     と は、 " チ 

こ 忠 恕 
ろ の や 
の 賜 ア 

、 物 テ     日 た ハ 

本 る メ 

学 べ の   
っ に 回 
か つ と 

しきこ み " の   

呼 そ 淵 に 亦 よ い に 然 に こ 一 私 を 
ん の 曲 円 は 質 
だ 割 と 

「 始 し 
相 者 て 
国 と の   

25@ (25) 



こ
の
太
子
が
我
が
国
に
仏
教
を
容
れ
て
、
物
ま
 

め
ら
れ
た
。
か
く
の
次
第
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
 

て
は
ど
う
か
。
こ
れ
の
そ
の
前
の
問
題
で
あ
る
と
 

る
 。
後
の
問
題
は
前
の
間
 題
 に
比
し
て
、
何
か
に
 

前
者
の
前
行
基
礎
条
件
は
、
概
言
し
て
、
太
子
 

定
 さ
れ
て
い
る
も
の
、
特
に
天
照
大
御
神
と
の
間
 

て
 、
 天
 照
す
神
の
足
あ
と
を
兄
ん
」
と
さ
た
っ
た
 

足
 し
て
、
多
く
の
角
度
か
ら
今
日
の
学
問
を
あ
げ
 

か
る
べ
 き
 も
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
ら
ま
ほ
し
い
 極
 

こ
れ
に
対
し
、
親
鸞
前
後
の
こ
れ
が
問
題
と
し
 

等
 そ
の
他
あ
ら
う
が
、
親
鸞
以
後
の
此
の
継
承
に
 

た
ち
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
受
け
継
ぎ
方
を
し
て
い
 

更
に
、
以
上
両
者
に
つ
き
、
約
言
し
て
、
神
と
 

職
と
 僧
侶
の
職
別
よ
り
起
る
面
あ
る
と
共
に
 、
一
 

を
 一
つ
も
の
に
呼
ぶ
心
情
の
一
如
 面
 も
あ
る
。
 こ
 

媒
 」
的
な
も
の
「
 媒
辞
 」
的
な
も
の
、
更
に
「
 縁
 

か
 。
更
に
 又
 、
そ
の
歴
史
的
な
も
の
の
何
か
を
、
 

相
互
に
上
述
企
図
中
に
縁
約
諾
 例
 を
も
ち
 ぅ
る
 で
 

私
は
、
戦
争
時
、
神
仏
両
者
間
の
座
談
会
な
ど
 

 
 

」
 
れ
 を
わ
が
日
本
仏
教
た
ら
し
 

 
 

そ
の
前
行
基
礎
条
件
に
っ
 い
 

 
 

い
る
か
、
の
後
の
問
題
が
あ
 

 
 

0
 間
頭
で
あ
る
。
 

 
 

す
れ
ば
、
こ
の
始
源
と
し
て
 想
 

 
 

っ
 も
る
木
の
葉
を
か
ぎ
わ
 
け
 

 
 

わ
れ
ら
深
く
念
願
し
広
く
 想
 

 
 

ナ
ガ
リ
 は
、
ど
ん
な
風
に
見
付
 

み
で
あ
る
。
 

 
 

間
の
系
譜
に
は
前
記
の
三
高
僧
 

 
 

な
る
列
祖
及
び
教
学
の
継
承
者
 

る
め
 だ
 る
ぅ
か
 。
 

 
 

藤
 等
の
倫
の
関
係
と
し
て
、
 神
 

 
 

「
神
仏
分
離
」
中
な
ほ
神
仏
 

 
 

的
な
も
の
と
し
て
、
か
の
「
 触
 

 
 

て
 擬
し
 ぅ
 る
も
の
が
あ
ろ
う
 

 
 

れ
ら
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

見
て
、
そ
の
席
で
「
神
仏
父
母
 

(@26@)@ 26 



  

親鸞教学の因果性と 歴史性  
 

 
 

親
鸞
教
学
内
で
の
思
想
 

 
 

 
 

に
 採
り
上
げ
言
は
ん
 と
 

 
 

 
 

を
 含
め
て
の
、
よ
り
 広
 

ぎ
 一
般
的
な
学
的
形
成
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 「
和
国
の
教
主
 聖
 

 
 

 
 

・
」
を
初
め
、
近
く
「
 
日
 

 
 

 
 

、
奉
讃
す
る
と
す
れ
ば
 

 
 

 
 

題
 に
移
し
て
 以
 っ
て
 、
 

 
 

 
 

は
っ
て
、
以
後
継
承
の
如
 

 
 

 
 

 
 

 
 

各
前
後
を
連
ね
て
の
 

 
 

 
 

あ
り
、
し
か
も
、
以
上
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孝 頴 

し 解 明 
  学 年 
  と ， え   

の と 
完 す 

研 操 
発 作 

ダの 

方 で 
法 は 

  は な   
の Ⅰ   る た 

及び 
客 間の 一 

    
し ，む 

  勾匹   て 理 
み 学 
よ 的 

し 5 所   と 究 
き 的 朋 佳 に 概 る 箪 す を 

  
くト 

る 紹 
も 介 

O 岸 

  のし で、 
あ 関 る     あ そ 

最 
近 

  

  
  
  
を Ⅱ 
圭 一』 

  
村 

て 

暢 

清 
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a も stract 

Dimension 
  

しの らの間は はく く て 

{ 
る 

レ 

  

の 事 の に 
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{
 

め
 

を
 

一
 

 
 

の
 

M
A
 

的
 

学
 

む
理
 

宗
教
，
 

 
 

寅
 
'
 

8
 

 
 

行
く
。
 

る
 。
 

 
 

と
し
て
 



  

 
 

 
 

訪
れ
た
が
、
す
ぐ
合
理
 

 
 

 
 

ぅ
 見
解
で
あ
る
。
こ
れ
 

 
 

 
 

っ
て
い
っ
た
時
、
こ
の
人
 

 
 

 
 

維
持
さ
れ
宣
伝
え
は
っ
 

 
 

 
 

年
一
 0
 月
三
百
と
い
 

 
 

 
 

敗
 と
と
も
に
、
こ
の
 運
 

動
は
急
速
に
衰
え
を
み
せ
た
。
 

 
 

 
 

に
 晒
さ
れ
た
後
に
 、
 

 
 

 
 

し
く
前
進
す
る
と
い
う
 

一
見
矛
盾
す
る
事
実
で
あ
る
。
 

 
 

分
析
し
て
い
こ
 う
 と
す
る
。
 

 
 

て
お
く
。
 

 
 

 
 

制
し
て
い
る
。
 又
そ
 

 
 

 
 

は
 非
常
に
強
い
。
し
か
 

 
 

 
 

。
一
定
の
時
が
指
定
さ
 

 
 

 
 

も
と
で
、
信
仰
の
熱
情
 

 
 

 
 

勤
 は
こ
の
よ
う
な
条
件
 

 
 

と
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

諸
点
も
多
い
。
文
相
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最近の宗教心理学的研究の 一ニをめぐって  
 

 
 

切
れ
な
い
の
そ
こ
で
 彼
 

 
 

 
 

克
明
な
る
し
 曲
 （
の
を
 蒐
 

集
 し
た
。
 

 
 

 
 

る
 。
彼
女
は
他
の
遊
 

 
 

 
 

生
活
を
営
み
、
社
会
で
 

 
 

 
 

あ
げ
る
の
は
、
一
二
月
 

 
 

予
言
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 前
と
後
の
集
団
 構
 

 
 

力
の
大
部
分
を
集
中
し
て
い
る
。
 

先
ず
予
言
の
非
実
現
以
前
の
日
々
に
つ
い
て
み
る
。
 

 
 

 
 

す
る
で
あ
ろ
う
し
、
 

 
 

 
 

、
信
仰
に
導
こ
 3
 と
は
 

 
 

 
 

ら
の
出
来
事
に
劇
的
な
 

形
で
現
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

種
 で
あ
っ
た
。
そ
し
 

 
 

 
 

っ
た
 。
（
こ
の
集
団
の
多
 

 
 

 
 

来
た
。
こ
れ
は
彼
等
に
 

 
 

 
 

よ
ん
で
、
多
く
の
人
々
 
%
 

 
 

 
 

 
 

の
 態
度
は
以
上
の
如
く
 
睡
 



解 詳 はか は び 伝 ル ょ た 体 た が た で 
し 以 細 な え 処 以 、 え こ @ 3  。 か と   。 予 あ 

っ
た
 。
 

 
 

 
 

」
と
が
告
げ
ら
れ
 

 
 

 
 

間
以
待
 上
待
っ
た
 

 
 

 
 

白
の
日
の
練
習
だ
っ
 

 
 

 
 

に
 、
そ
の
日
、
身
 

 
 

 
 

中
人
々
は
待
っ
 

 
 

 
 

の
 意
味
を
理
解
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 。
神
は
こ
の
 グ
 

こ
 
ヰ
ハ
 
。
 

 
 

 
 

は
 今
や
熱
心
な
宣
 

 
 

 
 

は
 新
聞
記
者
を
呼
 

 
 

 
 

ぅ
 と
し
た
。
人
々
 

 
 

れ
た
。
 

 
 

 
 

個
々
に
彼
等
を
む
 

 
 

 
 

の
 
0
 の
）
 
リ
ト
 
の
 
痒
 ち
つ
 
0
 Ⅰ
（
 

 
 

 
 

人
々
に
つ
い
て
も
 

な
 各
個
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

に
 彼
の
仕
事
を
理
 

 
 

て
 行
く
。
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廿
 Ⅰ
 芭
ヴ
 
。
 
臣
曲
 
H
o
q
 

Ⅱ
 田
 Ⅹ
 せ
浅
 
）
 
日
 0
 
コ
（
 

 
 

 
 

程
を
彼
は
非
常
に
重
 

 
 

 
 

が
 多
い
。
し
か
し
、
そ
こ
 

 
 

 
 

る
 。
そ
こ
で
こ
れ
を
 
実
 

 
 

 
 

生
活
場
面
状
況
の
復
興
 

 
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
次
の
よ
 

う
 

 
 

 
 

効
果
を
観
察
し
、
測
定
し
ょ
 

 
 

 
 

よ
 う
 。
 

 
 

由
 0
 
口
の
明
確
度
は
低
下
す
 

 
 

 
 

亡
ワ
の
ト
コ
 

の
 
ト
 
の
 ぺ
笘
ふ
笘
ず
ミ
 

の
 へ
 

 
 

 
 

椅
せ
 
目
ざ
 
匡
 8
 間
の
関
係
を
不
 

究
 

 
 

 
 

必
然
的
に
単
純
化
し
、
 

又
独
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

田
 
口
で
現
象
を
切
る
の
で
あ
る
。
 
日
の
口
の
 

p
o
 

 
 

 
 

㏄
の
。
臣
の
臣
。
の
（
 

ザ
 0
 。
 ぺ
吋
 

 
 

 
 

つ
ぎ
順
次
考
察
し
て
 行
 

く
ヘ
 

Ⅰ
 0
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  最近の宗教心理学的研究の 一ニをめぐって 

図 3 
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主
 0
 
コ
 ㌻
 ユ
 0
q
 

（
動
力
因
子
）
と
し
て
機
能
 

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

）
と
い
う
概
念
に
対
す
る
。
夫
々
の
場
 

 
 

  

 
 

日
揮
 
0
 
コ
の
コ
 

R
 を
減
じ
よ
う
と
す
る
方
向
に
 

 
 

の
 総
量
が
増
せ
ば
、
こ
の
力
も
増
す
の
で
あ
 

 
 

え
る
。
②
新
し
い
 

n
o
 

巳
 0
 
口
目
（
 

な
 因
子
を
 

 
 

性
を
減
ず
る
。
」
こ
の
よ
う
な
三
方
向
を
と
 

室
 操
作
に
 
よ
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、
 

今
日
か
く
も
 
力
 ル
ヴ
ィ
 

 
 

 
 

し
 、
著
者
は
神
学
者
で
 

 
 

 
 

コ
倖
り
ペ
 

。
円
の
の
の
 

0
 
Ⅰ
の
。
 
片
 

 
 

 
 

つ
は
、
何
故
、
我
国
 プ
 

㈹
清
教
徒
精
神
 

一
 、
問
題
の
提
出
 

@
@
 伝
道
の
動
機
 
円
 

二
 、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
 

護
教
 精
神
 

三
 、
世
界
伝
道
の
先
駆
者
 

㈲
伝
道
様
式
の
展
開
過
程
 

一
 、
伝
道
の
動
機
㈲
 

二
 、
現
実
に
め
き
め
て
 

㈹
清
教
徒
精
神
 

一
 、
問
題
の
提
出
 ｜
 伝
道
の
動
機
 
( 一汁 

東
亜
伝
道
と
清
教
徒
 精
 申
 
子
 

 
 

し
 
て
｜
 

富
 
二
夫
 

井
門
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間
 に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

内
村
鑑
三
、
新
島
襄
等
々
の
 

 
 

倫
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
一
 

 
 

前
述
の
宣
教
師
が
疑
問
に
感
 

 
 

如
く
、
む
し
ろ
純
然
た
る
敬
虔
 

 
 

て
 、
清
教
徒
の
木
場
で
あ
る
 東
 

 
 

国
の
研
究
者
が
、
一
部
の
代
表
 

 
 

足
し
き
れ
な
か
っ
た
の
も
 当
 

 
 

迄
に
 定
説
と
な
っ
た
感
が
 

 
 

学
説
を
支
持
す
る
方
向
に
於
て
 

 
 

る
 。
 

 
 

伝
え
ら
れ
る
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
 

 
 

 
 

」
こ
に
二
度
と
 繰
 返
す
必
要
は
 

 
 

章
 と
共
に
始
ま
る
。
 

 
 

ド
 ヴ
ァ
ー
の
物
語
に
か
え
 

 
 

0
 六
年
の
あ
る
日
、
集
っ
た
 若
 

 
 

導
者
と
し
て
、
幾
日
も
熱
心
に
 

 
 

か
と
い
う
具
体
的
問
題
に
な
る
 

 
 

さ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
」
 

?
 ）
 ・

 タ
ウ
 ソ
に
於
け
る
一
群
の
学
生
の
回
心
事
情
に
 

な
い
。
ア
メ
リ
カ
 ソ
 ・
ボ
ー
ド
に
関
す
る
如
何
な
 

る
 必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
遂
に
は
、
 ゥ
 イ
リ
ア
 

ぃ
 学
生
の
群
に
目
を
や
る
必
要
が
あ
る
。
彼
等
は
 

神
の
目
の
届
か
ぬ
暗
黒
の
ア
ジ
ア
大
陸
に
つ
い
て
 

や
 、
や
れ
ば
か
な
ら
ず
出
来
る
 
穴
毛
の
 c
a
 
口
 。
 ヰ
 

あ
る
程
度
、
第
二
の
質
間
仁
も
答
え
る
こ
と
に
な
 

先
覚
者
に
よ
り
、
米
国
よ
り
我
国
に
植
え
ら
れ
た
 

般
 庶
民
に
、
「
道
徳
で
は
 ヤ
ソ
 に
頭
を
下
げ
る
」
（
 

1
 ）
 

じ
た
よ
 う
 に
、
伝
道
開
始
当
時
は
、
そ
の
伝
道
 動
 

主
義
、
乃
至
は
基
督
教
本
来
の
伝
道
第
一
主
義
に
 

部
 海
岸
地
区
の
出
身
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

的
 指
導
者
を
類
型
的
に
把
握
し
て
、
我
国
プ
ロ
テ
 

然
 で
あ
る
。
 

あ
る
こ
の
清
教
徒
精
神
に
関
す
る
学
説
を
く
つ
が
 

、
伝
道
開
始
当
時
の
先
駆
者
の
伝
道
動
機
を
解
明
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を
 生
み
出
し
た
そ
の
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
か
。
 

 
 

 
 

斯
様
な
論
文
の
一
致
 

 
 

 
 

発
 前
夜
で
あ
り
、
西
部
 

 
 

 
 

た
 、
社
会
 百
 組
織
の
時
 

代
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ち
 戦
乱
の
記
憶
は
さ
 

 
 

 
 

さ
に
社
会
解
体
と
い
う
 

べ
き
時
に
、
外
国
伝
道
運
動
が
出
発
し
た
。
」
 
ハ
 
4
 。
 

 
 

 
 

P
 社
会
状
況
に
対
 

 
 

 
 

し
 つ
っ
あ
り
、
そ
の
神
 

 
 

ア
ナ
 p
 ギ
 ー
に
流
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

大
に
於
け
る
 二
ュ
｜
 

 
 

 
 

に
 走
る
か
を
決
め
る
 時
 

 
 

コ
 ㏄
 臼
 （
 
す
 。
Ⅱ
（
 
0
 
 
の
ず
Ⅰ
 
ト
の
 
円
山
の
戸
田
田
 

阿
 。
Ⅰ
片
コ
小
山
色
色
 

由
円
 

 
 

 
 

 
 

0
 の
 日
 o
0
q
 
ご
こ
へ
と
 

 
 

 
 

岸
の
，
し
 0
 ロ
 Ⅰ
・
 
由
 0
.
 

チ
ぎ
 

，
 

 
 

に
は
一
種
の
真
空
地
帯
の
中
に
生
き
て
い
た
。
 

 
 

 
 

0
 口
 憐
の
 
）
 
由
 
n
p
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ノ
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笘
礎
笘
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ぎ
 の
の
一
八
 0
 一
年
の
正
月
号
は
こ
う
記
述
す
る
。
 

 
 

 
 

い
 た
尊
敬
す
べ
き
 古
 

 
 

 
 

っ
た
 。
古
き
世
代
の
知
 

 
 

 
 

こ
の
雑
誌
の
現
在
の
編
 

 
 

 
 

死
に
つ
く
た
め
学
ぶ
の
 

 
 

 
 

が
 至
り
つ
く
た
め
に
、
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

る
 直
接
資
料
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

神
聖
政
治
を
復
活
さ
 

 
 

そ
の
希
望
は
む
し
ろ
「
神
聖
政
治
の
終
末
論
的
形
成
」
 に
 変
化
し
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

抽
象
的
神
の
国
建
設
の
 

 
 

 
 

義
 」
に
対
し
て
、
歴
史
的
 

 
 

 
 

っ
て
い
っ
た
 &
?
 
）
 

 
 

 
 

の
上
で
は
、
所
謂
 

 
 

 
 

ア
イ
ア
 ヘ
 、
異
教
徒
の
 

 
 

 
 

す
る
清
教
徒
精
神
を
異
 

 
 

 
 

因
は
 、
後
述
す
る
迄
も
 

 
 

 
 

そ
し
て
英
国
に
始
 
っ
 

 
 

 
 

 
 

に
は
、
こ
う
し
た
展
開
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0
 ヨ
 Ⅰ
。
 

弓
ヨ
ミ
 
・
 
ロ
 ）
の
 

ヴ
 。
。
 
几
 

 
 

ロ
が
 若
人
の
夢
を
そ
そ
り
、
そ
の
情
熱
を
駆
り
た
て
た
。
 そ
れ
は
「
イ
ェ
ス
の
愛
に
 

（
・
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

学
的
背
景
は
、
こ
う
し
た
 

二
 、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
 護
教
 精
神
 

 
 

 
 

実
を
誰
も
否
定
し
な
 

 
 

 
 

屡
々
 表
 わ
れ
た
、
 カ
ァ
 

 
 

 
 

も
の
と
み
る
の
も
可
能
で
は
な
い
か
。
 

 
 

 
 

も
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

に
と
れ
ば
「
基
督
者
は
倫
 

 
 

て
 、
庶
民
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
 
0
 」
 鱒
 Z
0
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，
 之
 0
 日
笘
 0
 吊
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曲
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@
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ノ
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二
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目
の
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笘
ガ
の
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）
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・
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の
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）
・
ロ
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・
 

N
 か
 ）
 1
 
㎏
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。
 

 
 

，
 の
 す
 の
Ⅰ
打
目
 
室
 ク
艦
 

 
 

代
 思
想
史
研
究
」
内
村
鑑
三
の
項
参
照
の
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6
0
 
ノ
 

 
 

 
 

ホ
プ
キ
 ソ
 ジ
ア
ン
の
 

勾
ト
 
の
の
 
0
 め
 

は
、
神
の
 

る
欧
州
 宣
 

彼
自
身
が
 

ユ
 ー
・
 イ
 

 
 

 
 

受
 げ
し
事
業
 

-
2
 
）
 

 
 

 
 

用
ぬ
 
0
 し
と
す
 

 
 

 
 

ル
ス
 ブ
リ
ー
 

 
 

 
 

わ
れ
た
 
ニ
 

 
 

必
ず
し
も
、
ハ
レ
 ｜
 学
派
に
み
ら
れ
る
よ
 う
 に
欧
州
 的
 敬
虔
主
義
 



る る バ で 般 に ド モ こ れ る ヴ た も 彼 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

義
 に
も
乾
燥
趣
味
に
 

 
 

 
 

神
学
的
根
拠
を
与
 え
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
 新
 デ
ィ
 

 
 

 
 

二
ズ
ム
 を
適
応
さ
せ
 

 
 

 
 

3
 日
。
品
等
が
名
を
連
 

 
 

 
 

が
 属
し
て
い
た
が
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
そ
こ
こ
こ
に
、
 

 
 

 
 

）
に
傾
い
て
い
た
。
 

 
 

 
 

全
体
の
大
勢
も
ま
さ
 

 
 

 
 

な
 宗
教
的
堕
落
が
』
 

 
 

 
 

中
心
は
さ
ら
に
健
全
 

Ⅰ
 
7
 ）
 

 
 

｜
白
 ・
 ヱ
ヒ
ョ
吝
お
 し
は
記
述
す
る
。
 

 
 

 
 

の
 必
要
上
、
リ
バ
イ
 

 
 

 
 

強
調
す
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

中
か
ら
生
ま
れ
て
く
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ソ
ド
 ヴ
ァ
ー
神
学
校
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評
し
て
次
の
よ
う
に
 述
 

べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ソ
ジ
ァ
ソ
と
カ
ル
ヴ
 

 
 

 
 

う
の
は
困
っ
た
も
の
 

 
 

 
 

に
 、
か
く
も
邪
魔
立
て
 

 
 

 
 

る
 
（
 
H
 
日
で
岸
 
*
p
H
 

ざ
目
イ
ン
 

却
ひ
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

出
さ
れ
た
意
見
の
相
違
 

Ⅰ
 
8
 ）
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
 
ビ
 

 
 

 
 

者
は
、
両
派
を
合
同
 

 
 

 
 

の
 第
一
陣
に
立
っ
た
 ウ
 

 
 

 
 

教
 派
内
存
在
と
い
う
 

 
 

 
 

し
く
含
ま
れ
る
神
の
意
 

-
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

点
を
特
に
強
調
す
る
、
」
 

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
 

 
 

 
 

方
向
に
む
い
て
い
っ
 

（
Ⅱ
 
-
 

 
 

 
 

聖
書
に
墓
ろ
く
宗
教
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

響
 と
い
う
よ
り
は
む
 

 
 

 
 

等
の
記
事
に
 ょ
 れ
ば
、
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る
 。
し
か
し
、
ホ
プ
キ
 

（
 
蛇
 ）
 

 
 

 
 

か
か
わ
ら
ず
、
伝
道
会
 

 
 

 
 

派
 と
の
「
合
同
」
、
そ
し
 

 
 

し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

機
 と
な
っ
て
 、
 既
に
 

 
 

現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
 

 
 

 
 

を
 神
聖
政
治
に
ひ
 き
 

 
 

 
 

メ
リ
カ
 ソ
 ・
ボ
ー
ド
を
 

 
 

よ
 う
 。
 

（
 
穏
 ）
 

 
 

 
 

と
な
り
、
合
同
を
押
 

 
 

 
 

告
 す
る
一
方
、
古
 い
神
 

 
 

 
 

な
ず
 、
一
日
一
日
と
 拡
 

 
 

 
 

と
し
て
の
世
界
神
聖
 政
 

 
 

 
 

こ
と
を
 報
 と
目
す
る
の
で
 

 
 

 
 

ら
 生
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
 

一
 と
み
な
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
 

し
か
し
私
が
述
べ
た
 新
 ら
し
い
姿
へ
の
予
言
の
 

 
 

か
ら
消
え
さ
っ
た
）
。
 

 
 

 
 

カ
デ
ミ
 一
 が
創
立
さ
れ
、
 

 
 

 
 

フ
ン
 ド
 の
外
で
も
Ⅰ
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新
開
地
や
、
外
国
へ
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
請
願
書
 

 
 

う
 
に
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

功
の
夢
を
与
え
、
 

又
 

 
 

 
 

を
 
検
討
し
た
上
で
、
 

彼
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紙
 に
記
述
さ
れ
て
 

ぃ
 

（
Ⅳ
）
 

ヰ
 
ハ
こ
 

O
 
一
 

 
 

 
 

其
体
案
の
相
談
に
か
 

 
 

ア
メ
リ
カ
 

ソ
 ・
ボ
ー
ド
の
出
発
で
あ
っ
た
。
 

 
 

直
接
原
因
と
し
て
、
次
の
三
要
素
が
浮
か
ん
で
く
る
。
 

 
 

 
 

、
 或
は
再
生
さ
れ
る
 

 
 

 
 

の
 
推
進
者
と
受
取
ら
れ
 

 
 

 
 

力
の
中
か
ら
、
広
が
る
 

フ
 

 
 

 
 

心
の
形
で
表
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
こ
の
点
で
は
（
ホ
 

ブ
 

（
 
毬
 
）
 

 
 

 
 

師
 養
成
が
こ
の
方
針
の
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
受
継
が
れ
た
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が べの 協 「 村 の て 文 帝 は ろ に い っが 事 
  。 船 る て 、 こ 実 

  
耳 学 

メ の ら " 派 

  
  、 響 る の 倫 こ は を 伐 期   特 殊 を の 大 理 と 、 う に 宣 

か 要 と ん し ヴ 
も さ 述 だ て な   
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導
者
も
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
 

 
 

 
 

任
 感
に
あ
る
。
 又
そ
 

の
 プ
ラ
イ
ド
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

教
徒
、
又
フ
ロ
ン
テ
ィ
 

 
 

 
 

る
 新
 英
 州
の
住
民
は
 、
 

 
 

 
 

音
的
精
神
が
 、
 若
か
せ
 

 
 

 
 

召
命
感
 
宙
 （
 
0
 
中
の
の
の
 

曲
 
。
 こ
 

 
 

 
 

 
 

り
と
先
駆
者
精
神
は
 

次
の
よ
う
な
言
葉
に
な
っ
て
表
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

又
 等
し
く
、
基
督
教
 

 
 

 
 

も
の
は
ま
こ
と
に
少
な
 

 
 

 
 

か
ら
こ
れ
迄
の
文
明
 や
 

 
 

 
 

剥
奪
さ
れ
る
と
す
る
な
 

も
は
 、
一
体
何
が
人
間
に
残
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。
 

 
 

た
 土
地
が
、
迷
信
 と
堕
 

 
 

 
 

な
い
者
が
い
よ
う
か
。
 

 
 

 
 

増
加
傾
向
に
つ
い
て
 考
 

え
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。
」
 

 
 

 
 

そ
れ
な
し
に
は
考
え
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Ⅰ
 0
 Ⅱ
 0
%
 

 
 

 
 

富
ト
 の
の
 
ざ
コ
 斡
に
の
を
（
 
ザ
円
 

 
 

 
 

精
 

 
 

 
 

、
こ
の
選
民
感
を
養
成
し
た
 

 
 

ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

の
他
の
国
 

 
 

 
 

て
 、
こ
の
 伝
 

 
 

 
 

荷
は
 、
こ
の
 

 
 

 
 

を
も
っ
も
の
 

 
 

 
 

れ
て
来
た
。
 

 
 

 
 

と
み
た
ら
、
 

（
 
れ
 ）
 

々
を
 侮
 る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
 

 
 

 
 

は
、
ァ
ソ
 

 
 

 
 

皇
政
治
の
た
 

 
 

っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

た
 世
俗
 主
 

 
 

 
 

が
 、
彼
等
の
 

 
 

 
 

響
を
与
え
た
 々

に
較
べ
 

遺
 計
画
を
 

国
に
 掩
 い
 

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 

人
々
は
 我
 

グ
ロ
・
 サ
 

め
の
 斬
 ら
 

義
に
対
抗
 

誇
り
を
つ
 

か
は
云
 う
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三
世
界
伝
道
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先
駆
者
 

 
 

 
 

の
 、
イ
ェ
 

）
コ
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の
円
お
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ン
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せ
 

 
 

c
 幅
ざ
曲
ド
 
の
の
 
す
 0
0
 
て
，
 Ⅰ
・
の
 

ト
 ー
の
の
 

（
Ⅱ
）
 

P
.
 

と
く
 

0
0
 

隼
の
 

い
い
ま
隼
 
。
 つ
 ・
の
㏄
 

（
は
）
「
・
メ
モ
 

o
o
p
 

の
 ぃ
ヒ
汀
乙
 
，
 っ
 ・
 
か
 ㏄
 

 
 

の
 0
 ゲ
く
 0
 一
 
・
）
甲
の
か
）
 

（
 
u
 
 
）
の
・
⑧
・
 
プ
円
 
Ⅰ
）
㏄
 
0
 ）
 、
く
 0
 一
 
・
ト
 ロ
 ・
め
か
 

印
 

⑬
）
 
ア
韻
 。
。
 
年
 ニ
ま
兵
ゃ
 駐
 

（
 
托
 ）
 
P
.
 

メ
モ
 

0
0
&
 
ニ
ぎ
乙
、
づ
 ・
か
か
 

 
 

目
い
 

o
a
 

乙
 ,
 
 
で
 b
.
 
㏄
 1
 
㏄
 

 
 

o
 田
 

行
 ）
 
家
 永
三
郎
、
「
日
本
近
代
思
想
史
の
研
究
」
内
村
の
項
 

 
 

 
 

目
 
（
）
Ⅰ
 

ノ
巴
ト
の
 

㎡
 
v
 

㌧
 口
 ・
 
め
 ㍉
 l
 ㎏
の
 

 
 

の
の
（
 
0
 
 
（
 
ア
 の
の
 ア
 Ⅱ
 
ず
ユ
麓
コ
 
㌧
 け
ヴ
一
 

Ⅰ
 
の
 

ス
 へ
の
 愛
 

Ⅰ
 く
臼
 ・
）
 
0
.
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東亜伝道と清教徒精神 

神 地 れ た 

現 

  彼の 時 々 見業 （ た 

角 機 する の 。 悪は の 、 造 

を 希 々 よ の 々 
美 里 に り 地 に 
事 を 課 故 上 実 

  

俗 は 人 に お ョ 

主 遂 を ひ わ ハ 
義 に 葬 ら れ ネ 
に 来 （ が て は 

応 
の こ ち し ぅ 

情 と る よ ち 
緒 で 。 5 %   

と し び 末 さ 

と   
み   、 わ っ こ視 と 模 るに日の こみ ヂ時 
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れ
て
来
た
あ
の
神
の
 

主
な
る
業
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 究
極
と
な
る
も
の
 

 
 

な
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
ア
メ
リ
カ
 ソ
 ・
 ボ
一
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

観
察
さ
れ
る
も
の
で
㏄
 

 
 

 
 

ぅ
て
 、
む
し
ろ
そ
の
 他
 

 
 

 
 

る
 伝
道
先
駆
者
達
の
生
 

 
 

 
 

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
の
意
味
に
 於
 

 
 

 
 

少
 期
に
於
て
 、
 互
に
共
 

 
 

明
か
に
な
る
。
例
え
ば
、
 

 
 

 
 

め
て
い
た
。
（
中
略
）
 

@
3
 

 
 

  

 
 

を
み
て
も
同
様
な
こ
と
が
観
察
さ
れ
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
 

的
 性
格
に
於
て
も
、
 
ま
 

」
 

多
く
の
宣
教
師
の
家
庭
 

（
中
略
）
教
区
に
於
て
 、
 

清
教
徒
で
あ
り
、
 
ヵ
 

会
 に
し
ら
れ
た
人
物
 

敬
 の
 情
 と
も
い
 う
べ
 

（
 
仏
 
@
@
  

  
 

 
 

な
 人
物
が
生
ま
れ
て
来
た
か
。
 



東亜伝道と清教徒精神 

 
 

 
 

機
会
に
恵
ま
れ
て
い
 

 
 

 
 

む
し
ろ
、
聖
書
字
句
の
 

 
 

 
 

、
児
童
の
心
理
的
重
荷
 

 
 

 
 

年
齢
な
り
の
問
題
解
決
 

に
せ
 ま
ら
れ
て
、
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
嘆
い
て
、
 

自
己
を
責
め
る
に
至
る
グ
ル
ー
プ
と
、
 

 
 

 
 

と
 、
自
己
の
経
験
中
 

 
 

 
 

迫
の
方
法
で
あ
る
。
 
し
 

 
 

 
 

こ
う
し
て
両
親
か
ら
 与
 

え
ら
れ
た
心
理
的
重
荷
は
表
面
か
ら
隠
れ
て
い
て
も
、
 

 
 

状
況
と
な
っ
て
表
れ
易
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

し
た
ぺ
 の
 コ
 伍
の
 
コ
ロ
 の
 お
 

 
 

 
 

ぬ
め
 成
行
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ソ
 派
の
指
導
者
の
 一
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

れ
た
。
若
人
達
は
毎
 

 
 

 
 

ら
し
て
み
 ，
ぇ
 
、
指
導
 条
 

 
 

（
中
略
）
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だ
と
い
う
弁
明
の
中
 

 
 

 
 

度
 で
、
自
ら
は
神
に
対
 

 
 

 
 

、
 更
に
自
己
が
罪
深
く
 

/
7
 
）
 

 
 

て
し
ま
う
よ
 う
 に
な
り
出
す
。
」
 

 
 

 
 

心
理
的
圧
迫
か
ら
 始
 

 
 

 
 

の
コ
 
由
の
。
小
曲
コ
レ
 目
 ㏄
Ⅰ
Ⅹ
 

 
 

 
 

者
が
、
「
神
の
手
に
喜
ん
 

 
 

 
 

づ
 げ
た
。
即
ち
 、
 逆
に
 

 
 

と
 正
比
例
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
允
 
Ⅰ
 
/
 

 
 

 
 

て
い
る
。
カ
ル
サ
イ
 

 
 

 
 

れ
て
逃
路
を
ふ
さ
が
れ
 

 
 

 
 

派
の
論
陣
を
は
っ
て
 い
 

 
 

 
 

即
ち
、
何
等
か
の
解
放
 

 
 

 
 

争
の
間
に
、
回
心
動
機
の
 

 
 

 
 

は
 自
己
愛
（
の
の
 
ト
め
 

・
）
 

0
 せ
 %
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ど
の
影
響
が
歴
然
と
 

 
 

 
 

成
長
し
て
い
た
と
は
 決
 

 
 

 
 

い
は
な
い
。
彼
の
伝
記
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通教 と 

  

よ 、 る る こ 
ぅ 当 超 、 の 

    
  

@   
土塁 ち 、 千恵 
ル さ 』 」 世 

・ ぃ 連 が 代 

二 た の 、 の   
ェ と ヴ ヮ 観 
ル 論 イ l 食 

じ 二 ズ か 

G え ズ の ら   
呂 。 巌 下 放 

      
69  (69) 

 
 

 
 

ほ
か
に
は
、
捷
二
ミ
 目
 

 
 

 
 

え
ら
れ
な
い
と
云
っ
て
 

 
 

 
 

ま
れ
て
 釆
 た
よ
う
な
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
朗
 
十
 
Ⅰ
せ
て
い
た
の
で
 

 
 

 
 

の
 完
成
が
急
が
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

異
 っ
た
 斬
 ら
し
い
世
代
 

が
 生
れ
て
い
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
ナ
ミ
 ま
の
，
は
こ
の
事
情
を
 、
 

そ
し
て
回
心
事
実
が
、
そ
の
ま
ま
伝
道
 

 
 

う
 に
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

役
割
を
果
す
た
め
 

 
 

 
 

い
は
以
上
に
、
ブ
レ
イ
 

 
 

 
 

練
を
 5
 け
た
と
い
う
 事
 



 
 

 
 

と
と
な
っ
た
 
ア
ソ
ド
ヴ
 

 
 

根
拠
を
与
え
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

形
で
、
回
心
に
至
る
 

 
 

 
 

、
こ
う
し
た
場
合
に
 

 
 

 
 

例
え
ば
、
ジ
 
ャ
 ド
ソ
ン
 

毎
倖
 。
 田
 S
 日
吉
住
 め
 
0
 し
の
場
合
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

や
ま
な
か
っ
た
。
 
又
 

 
 

 
 

、
こ
の
野
心
こ
そ
後
に
 

-
B
 
）
 

 
 

」
 

 
 

 
 

の
 為
に
善
を
な
さ
ん
 

 
 

 
 

幼
少
期
の
ジ
 
ャ
ド
ソ
ソ
 

 
 

 
 

を
ど
う
し
て
よ
い
か
 理
 

 
 

 
 

下
 に
あ
っ
た
。
 
ェ
ド
ヮ
 

 
 

 
 

若
い
ア
ド
ニ
ラ
ム
は
 こ
 

（
Ⅱ
 
/
 

 
 

 
 

ソ
 大
学
を
卒
業
す
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
が
父
祖
を
継
ぐ
 

 
 

 
 

。
彼
の
解
体
期
の
人
心
 

-
 
廿
 ）
 

 
 

 
 

め
に
 ：
・
・
」
と
い
う
 
声
 

 
 

 
 

。
故
に
偶
伏
の
機
会
さ
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し
て
の
意
義
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
 

 
 

 
 

た
い
。
そ
の
意
味
で
 

 
 

 
 

危
機
銃
 の
 エ
ネ
ル
ギ
ー
の
方
 

 
 

観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

清
 

 
 

に
ト
つ
 

の
出
で
て
・
は
㏄
 

・
Ⅰ
㌧
・
 

1
 
い
の
 
い
 
か
 
１
 

亜
 

 
 

窄
ま
Ⅰ
 
@
 
ツ
 
m
W
 

ぃ
 
O
 
口
モ
，
日
 

W
 
目
 
-
 
Ⅰ
 
ソ
 
，
 
0
1
 

）
。
 

東
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伝
記
筆
者
は
彼
の
心
中
 

 
 

 
 

遂
げ
る
経
過
を
述
べ
・
 

、
 

 
 

 
 

神
学
で
あ
っ
た
か
論
じ
 

 
 

 
 

。
こ
の
 
タ
ノ
 
Ⅱ
リ
 

ア
 の
主
日
 

 
 

 
 

新
 英
 刑
人
と
し
て
の
 

誇
 

 
 

 
 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
出
入
 

 
 

タ
ソ
 
は
常
に
世
界
の
知
的
開
拓
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
」
 

と
い
う
 
コ
不
 
チ
カ
ッ
ト
 

 
 

 
 

Ⅹ
。
 

し
 

 
 

 
 

世
代
が
一
つ
の
 

斬
 ら
し
 

 
 

 
 

、
拡
大
す
る
ア
メ
リ
カ
 

 
 

 
 

そ
の
点
に
、
先
駆
者
と
 



  

ら
、
 

ァ
ヒ
、
一
 

Ⅴ
 

争
が
、
 

 
 

 
 

さ
れ
た
の
ち
 

 
 

 
 

盾
 に
関
す
る
論
 

 
 

 
 

全
く
異
 る
 文
化
 

（
 
8
 
 
）
 レ
 
江
口
 い
 Ⅰ
・
㏄
㏄
 

 
 

，
 旨
の
 ヨ
 o
T
 
o
 

（
の
 

，
 
）
・
 
目
目
の
 
・
 
，
 
。
 つ
 ・
 
の
 

（
 
騰
 ）
の
・
 ぽ
 （
田
内
 
ぃ
ぎ
田
 ・
㌧
 
セ
 ・
 
0
1
 

）
。
 

（
Ⅱ
）
 

P
.
 

ヒ
ぺ
 
0
0
 

伍
の
 

い
い
 
江
口
，
 

b
.
 

）
の
 

べ
 

 
 

0
%
 
セ
 0
 。
 臣
 二
の
の
 

旺
 
0
 色
名
臣
プ
チ
の
の
。
の
）
の
 

圧
ゼ
這
 

@
 
 
㌧
 つ
 ・
の
 
印
１
 
の
の
 

（
㎎
）
 し
 ・
）
 
屈
由
の
 

0
 口
い
 ざ
乙
 、
づ
 ・
 
N
 

（
 
M
 
 
）
Ⅱ
・
 

q
6
 

色
 の
 
0
 口
い
 ざ
 田
、
づ
 
・
）
。
 

 
 

（
 
巧
 ）
 口
 ・
）
目
ロ
 

の
 
0
 コ
い
 い
 
ヴ
 レ
色
・
 

b
.
 

。
 

 
 

と
 文
化
的
優
越
の
 

（
 
托
 ）
 ト
叫
 ・
 
ロ
 0
 
名
ぎ
り
 ざ
日
、
つ
 
っ
・
）
 

0
.
 

コ
 

㈲
伝
道
様
式
の
展
開
過
程
 

Ⅰ
伝
道
の
動
機
㈲
 

｜
 動
機
の
変
化
 ｜
 

 
 

 
 

徒
の
選
民
意
識
」
 の
拡
 

上
か
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

せ
 つ
 ・
 
め
田
 
l
 め
 ㏄
 

 
 

 
 

，
づ
 b
.
 い
 ー
㏄
 

 
 

 
 

 
 

0
 Ⅱ
の
 寺
 

 
  

 

 
 

日
 。
 

  



 
 

 
 

研
究
が
可
能
で
あ
 

 
 

 
 

メ
リ
カ
宣
教
師
団
が
活
 

 
 

 
 

㍉
し
目
 

曲
一
 
。
。
 

ロ
コ
 

口
ぃ
 

a
a
 

コ
倖
 

 
 

 
 

コ
 Ⅱ
 
コ
宙
田
 

p
o
n
 

（
 
ト
ツ
 

の
 ト
日
 
・
 

の
 
Ⅰ
 
寸
 
n
a
 

コ
目
 

り
 
o
a
 

（
 
隼
 
，
等
々
が
 

ナ
 
Ⅰ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

お
ぎ
田
田
 

a
,
 

で
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
事
業
の
下
に
い
か
な
 

（
 
l
l
 

）
 

 
 

 
 

図
 が
何
で
あ
れ
、
ま
た
そ
の
 

 
 

 
 

と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
そ
の
 

 
 

 
 

 
 

環
境
が
全
く
 

昇
 り
、
カ
ス
ト
㈹
 

 
 

 
 

形
で
伝
道
が
先
行
し
た
事
実
 

B
 

 
 

 
 

一
つ
の
要
素
１
１
「
 
押
 へ
 

 
 

 
 

へ
の
尊
敬
と
、
文
化
的
 

 
 

 
 

A
 章
に
記
述
さ
れ
た
 所
 

 
 

 
 

情
 の
一
端
が
 、
 明
ら
か
に
 

な
れ
ば
幸
 い
 で
あ
る
。
 



 
 

 
 

す
る
現
実
の
救
済
は
 、
 

 
 

 
 

伝
道
の
拡
張
は
ま
ず
 ょ
 

 
 

 
 

。
知
識
階
級
養
成
と
い
 

 
 

 
 

」
と
き
に
於
て
も
、
現
在
 

 
 

 
 

な
る
。
 

 
 

か
 。
イ
ン
グ
ハ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
 ス
に
 於
て
も
 ア
メ
チ
 

 
 

 
 

か
し
、
前
章
で
指
摘
し
 

 
 

 
 

さ
れ
た
と
い
う
事
実
 

（
 
り
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

か
れ
て
い
る
。
と
す
れ
 

 
 

 
 

的
 誇
り
と
い
っ
た
も
の
 

 
 

 
 

の
 エ
リ
ー
ト
五
 
%
 
げ
 識
で
あ
 

 
 

 
 

未
開
地
に
と
の
り
だ
す
 

 
 

 
 

後
に
あ
っ
た
こ
と
も
ま
 

た
 事
実
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ニ
ブ
 
ハ
ム
で
あ
ろ
う
 

卜
 
カ
 O
 

 
 

 
 

チ
ユ
 セ
ッ
ツ
伝
道
雄
 

 
 

 
 

間
の
政
治
状
況
が
最
悪
 

 
 

 
 

き
 通
す
に
は
、
単
な
る
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い
か
に
他
人
に
馬
鹿
げ
て
み
 

（
 
5
@
 

 
 

わ
ん
と
す
る
第
一
の
手
段
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

、
宣
教
師
自
身
が
こ
の
認
識
 

 
 

 
 

次
 報
告
に
、
そ
の
決
意
報
告
 

撰
 

7
5
 

 
 

 
 

自
ら
が
書
き
の
こ
し
て
 

（
 
3
 ）
 

い
る
。
 

 
 

 
 

ヴ
 。
 ピ
韻
 。
二
色
。
 

ミ
 ず
 ガ
ず
 

（
 
4
 ）
 

 
 

簗
 を
の
山
口
（
田
主
：
：
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

無
知
を
補
 う
 情
熱
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

広
布
の
、
し
か
も
 英
 

 
 

 
 

現
 で
あ
り
、
い
つ
の
時
 

 
 

 
 

を
 、
反
動
的
に
生
み
出
 

 
 

次
 報
土
 口
 」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

な
人
間
の
世
界
に
 、
 

 
 

 
 

よ
り
信
仰
に
救
い
出
し
 

 
 

 
 

分
 を
な
し
て
は
い
る
。
 



告
 さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

し
 し

て
も
考
え
ら
れ
な
 

い
 う
 よ
う
な
術
語
的
 

ス
ク
ー
ル
経
営
と
 

べ
き
で
あ
る
。
」
 

な
が
ら
、
事
実
で
 

な
か
な
か
に
示
さ
な
か
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
 

時
 が
た
ち
、
環
境
に
な
れ
る
に
従
っ
て
 

著
作
・
報
告
に
は
、
こ
の
変
化
が
徐
々
に
 

る
 主
事
の
一
八
二
五
年
の
報
告
に
よ
る
と
 

「
彼
等
も
自
己
の
欠
陥
の
何
で
あ
る
か
 

事
 す
る
値
打
が
自
己
に
は
な
い
と
告
白
 す
 

斯
く
し
て
、
理
想
主
義
的
な
、
換
言
す
 

と
い
う
第
二
の
伝
道
意
欲
に
と
変
化
を
み
 

の
 変
化
の
容
易
さ
が
批
判
さ
れ
る
頃
と
も
 

 
 

 
 

 
 

下
戸
 
倖
の
コ
 

（
 
田
 
p
P
 
O
 

。
日
日
ぎ
の
の
）
に
 

於
げ
 

 
 

教
を
通
し
て
行
 

う
 聖
な
る
宣
教
に
 

、
従
 

（
 
9
 
）
 

る
も
の
が
出
て
 

来
 て
い
る
。
」
 

 
 

現
実
的
な
、
「
内
洋
文
化
を
伝
え
る
」
 

 
 

ド
 主
事
の
 
ア
ソ
 
ダ
ー
ソ
 
ソ
 に
よ
り
、
 

こ
 

 
 

（
 
毛
 二
年
の
こ
に
よ
り
次
の
よ
う
に
 

報
 

 
 

 
 

主
義
を
棄
て
る
様
子
を
 

（
 
7
 ）
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り 途 
主 に し 
れ 反 か 

るし ピ互 て し、 

  
    

期警姦 
（ れ で 

一て 八い 一 ある 

  
於 つ に め て ては ハ ウ   は   

  
と   

  
「 里芋 
異 言 段   
の く 宣 
回 こ 教 
心 と 師 
に に の 

於 よ 意 、 
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（
 
2
 ）
 

 
 

り
で
 ㏄
 
め
店
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観 の ド 

註   
      

リ ス ヘ へ し 
Ⅱ 臣 す 達 、 の た 
    る に 戒 護 教 

  
リ み は り 育 

  フ ら 、 が 第 
ォ れ 殉 み 」 

、オの   
l た 離 ら 主 

O Ⅱ 
マ 清 音 れ 義 

Ⅱ 臣 0 Ⅰ 

l 教 内 は 者 
意 佳 熊 し の 

  識 的 皮 な 発   
  
  
  
  
  

  
  

化 ・ 観 り 。 程 

    
㌧（ い 宣 l の 東 
  っ教 マ 縫部 
  
  た の l 床 海 
  

ょ 拡 的 観 岸 
  
  に、 5 大熊 痩 にも 地方 

考 合へ 重 の 
え 衆 の 点 知 
9 国 、 の 識 
れ の 交 お 的 な細 る 。 拡大 化が き所 

とみの 共ら変派 合 
に れ 化   
" る " 長 

宣 教で言派 の換毛 
師 は す 宣 
の ・ な れ 教 
う い ば 師 
ち だ 、 団 

にろ " ぅ二 聖の 一一 口 " 
ょ か の 二 @ L- ム ュ 

現 案 有 か l ・ 

的 ら ィ な   西 ソ 
西 欧 グ 
欧 文 う 

的 イヒ 、 ノ 

    

 
 

 
 

実
で
あ
る
。
（
 

1
 
1
 ）
 

 
 

気
 な
 

る
と
 

ま
、
 

 
  

 

 
 

を
 出
る
時
の
雰
 囲
 

 
 

 
 

す
ぎ
る
、
換
言
す
 

 
 

 
 

伝
わ
る
と
、
時
に
 

 
 

 
 

が
 宣
教
初
期
に
は
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
ワ
イ
ル
ダ
ー
自
身
が
、
時
代
の
変
 

一
策
と
な
っ
た
よ
さ
に
説
い
て
い
る
。
 

「
異
教
世
界
に
あ
っ
て
は
、
学
校
な
 

と
い
う
よ
り
、
文
化
や
考
え
方
の
相
違
 

を
読
み
も
理
解
も
出
来
な
い
の
だ
。
 

た
 

 
 

、
西
欧
文
化
の
伝
達
が
伝
道
大
久
化
の
第
 

前
文
に
続
い
て
彼
は
こ
う
主
張
す
る
。
 

 
 

を
見
出
せ
な
い
。
（
単
に
言
語
の
不
自
由
 

 
 

し
た
に
せ
 よ
 、
そ
の
大
部
分
は
 、
 聖
ミ
 ロ
 

 
 

し
 、
一
行
一
行
と
教
育
し
て
こ
そ
、
換
言
 



二
 
、
現
実
に
め
き
め
て
 

 
 

関
す
る
知
識
は
非
常
に
低
 

い
 
も
の
で
、
 

-
I
.
 

 
 

 
 

 
 

桜
 
目
を
説
き
ふ
せ
て
伝
道
後
援
を
永
続
化
さ
 

 
 

手
段
か
ら
離
れ
て
、
更
に
世
俗
化
せ
ざ
る
を
 

教
師
が
東
亜
で
惨
酷
な
取
扱
い
を
 ぅ
 

こ
そ
宣
教
師
が
必
要
で
、
東
亜
に
 送
 

あ
る
が
、
「
そ
こ
に
ゆ
か
ね
ば
、
 

異
 

り
 、
地
域
に
関
係
な
く
広
が
る
も
の
 

に
か
り
た
て
た
。
伝
道
の
第
二
期
と
 

応
 確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
、
 
各
宜
 

せ
る
為
に
、
所
謂
、
実
績
を
示
す
必
 

得
ぬ
は
め
に
な
っ
た
。
宣
教
師
の
 り
 

  
  

  

7
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ぺ
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.
 

）
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の
 

雫
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 0
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㏄
 
@
 
 
つ
，
 
の
の
 

（
 
6
 ）
 

雫
ト
 ㏄
口
目
 

@
 
 
づ
・
 
ト
 
㏄
 

（
 
7
 ）
 

ヰ
ト
 ㏄
 ト
 
㏄
 @
 
 
で
 ・
 
ト
づ
ゆ
 

へ
 
8
 
 
）
 

く
三
・
 
ド
 ）
㏄
 
お
 @
p
.
 
）
 
つ
ト
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 ）
 

 
 

で
，
 
の
 
の
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東亜伝道と清教徒精神  
 

類
別
さ
れ
た
。
 

 
 

土
着
人
の
言
語
に
よ
る
聖
書
の
出
版
と
配
布
で
あ
る
。
 次
い
で
そ
の
国
の
言
 

Ⅰ
 
@
5
 

）
 

葉
に
よ
 る
宣
教
師
の
聖
書
内
容
の
説
明
で
あ
る
」
 

 
 

 
 

か
か
わ
ら
ず
、
こ
 う
し
 

 
 

 
 

じ
め
と
す
る
土
着
文
化
 

 
 

 
 

ら
ず
、
 い
 ざ
基
督
教
的
立
 

 
 

 
 

す
る
 セ
 ソ
チ
 メ
ソ
 ト
バ
 ス
 

つ
ぎ
の
障
害
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

れ
な
か
っ
た
者
に
 

 
 

 
 

威
 さ
っ
く
り
あ
げ
る
こ
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

校
 ・
宣
教
師
宿
舎
な
ど
へ
 

 
 

 
 

の
 引
上
げ
が
、
自
発
的
 

 
 

 
 

へ
の
信
頼
を
た
か
め
、
 
コ
 

 
 

 
 

6
 社
会
を
つ
く
る
こ
と
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

知
識
的
な
 、
 或
は
継
 

 
 

 
 

と
し
て
最
も
重
要
と
考
 

え
ら
れ
る
「
教
育
」
を
第
三
手
段
に
あ
げ
る
。
成
程
、
 

 
 

し
て
児
童
へ
の
教
育
が
 

 
 

 
 

な
っ
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
 ソ
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し
と
仁
篤
ぎ
の
意
を
表
明
 

し
て
い
る
。
 

 
 

（
植
民
地
）
政
府
で
ポ
ジ
シ
 ，
ソ
が
得
 や
す
い
と
い
う
 傾
向
が
、
勉
強
し
ょ
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

 
 

語
学
を
学
び
、
政
府
 

 
 

 
 

。
し
か
し
、
こ
の
事
実
 

 
 

 
 

を
 通
じ
る
伝
道
の
最
大
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 

 
 

 
 

払
え
る
以
上
の
賃
銀
 

 
 

 
 

じ
て
 来
 た
。
こ
の
不
利
 

 
 

 
 

と
い
う
主
張
が
現
わ
れ
 

 
 

 
 

害
 を
と
ど
め
る
前
に
 、
 

（
 
蛉
 ）
 

既
に
時
間
が
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
」
 

 
 

 
 

よ
 く
励
ま
す
こ
と
に
 

 
 

 
 

道
上
の
利
益
を
こ
こ
で
 

 
 

 
 

業
の
発
展
を
支
援
す
る
 

 
 

 
 

、
本
国
文
化
の
殻
が
こ
 

 
 

 
 

は
り
教
育
や
社
会
事
業
 

 
 

な
い
か
と
い
う
。
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東亜伝道と清教徒精神 

 
 

 
 

に
法
律
的
行
動
（
 立
 

 
 

 
 

す
る
行
動
 ょ
 り
、
教
育
 

 
 

 
 

欲
 を
起
こ
さ
せ
る
も
の
 

（
Ⅱ
）
 

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

た
 キ
リ
ス
ト
教
的
な
 

 
 

 
 

欲
の
地
盤
を
つ
く
り
あ
 

 
 

 
 

心
敬
と
い
う
統
計
上
、
 

 
 

 
 

云
々
し
ょ
う
と
し
た
の
 

 
 

 
 

か
ら
も
こ
の
弊
害
は
ま
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
目
し
、
「
教
育
は
宣
 

 
 

 
 

度
大
な
 カ
ス
ト
に
し
。
 
ぼ
 

（
は
）
 

 
 

 
 

る
 。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
 異
 

 
 

 
 

の
ご
と
ぎ
状
態
を
示
す
 

 
 

 
 

も
ま
さ
に
そ
う
し
た
 経
 

 
 

 
 

受
継
が
れ
、
そ
れ
は
、
 

 
 

 
 

世
紀
的
ピ
ュ
リ
 タ
ソ
 の
 

 
 

 
 

、
反
動
的
批
判
に
な
る
 

 
 

 
 

ろ
こ
う
し
た
批
判
勢
力
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世
紀
清
教
徒
精
神
が
 

 
 

」
と
を
論
じ
た
。
本
章
 

 
 

ト
教
 伝
道
へ
の
田
道
）
 

 
 

法
の
変
化
、
例
え
ば
、
 

 
 

論
文
に
直
接
の
関
係
は
 

 
 

精
神
の
東
洋
伝
道
に
及
 、

現
 

ま
、
 

 
 

を
通
 

都
市
 

よ
、
 

力
 
Ⅰ
 

ほ
 し
 航

で
 リ
フ
ォ
ー
 マ
 

こ
こ
で
本
来
な
ら
 

じ
た
、
清
教
徒
の
 

大
衆
や
移
動
す
る
 

と
い
う
判
断
の
下
 

た
 影
響
の
問
題
で
 ｜

 意
識
に
変
化
 

は
 打
切
ら
れ
る
 

第
二
段
的
変
化
 

農
民
層
へ
の
伝
 

に
、
ま
た
後
日
 

あ
っ
た
。
 

し
、
そ
 

べ
き
で
 

（
終
末
 

造
方
法
 

に
ゆ
ず
 の

 意
識
が
 

な
く
、
 十
 

論
師
 ィ
デ
 

の
再
考
慮
 

る
こ
と
と
 

 
 

ソ
 グ
ハ
ム
の
主
張
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

ト
教
 伝
道
を
」
と
い
 

 
 

叫
 に
よ
る
教
育
と
な
っ
 て
 現
わ
れ
る
。
 

-
3
 

I
 ）
 

 
 

 
 

ォ
一
 マ
ー
・
イ
デ
オ
 

 
 

巨
 
「
学
校
と
生
徒
の
増
加
は
成
功
の
象
徴
で
も
あ
っ
 

  

 
 

 
 

層
へ
の
浸
透
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ダ
ー
ソ
 ソ
 は
、
婦
人
の
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

の
 新
出
版
、
「
東
方
の
 

（
 
玲
 ）
 

 
 

 
 

の
 「
ウ
ン
マ
制
度
」
 

 
 

 
 

お
く
ら
せ
て
い
る
と
 指
 

 
 

 
 

あ
る
。
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東亜伝道と清教徒精神 
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に逆 た な に 惟 ュ こ 実 

  

たか神 の 析 せ神 こ ろ く は の 

  

  

ら機 っ は お の 始 起句 こ る 雑 
も の て 更 し含 め さ 者 ろ 間 歩 

、 中 私 に な 理 て れで の 題 岐 
而 に 連鎖 べ 的は 、 た も も の な 

  

む こ 置 素 船 、 得 も 又 れ ら 底 
、 の か 家 げ 最 る 敬神 は ぬ に 
優神れ 連 る 後 と し の 神 人   

ね め て に 人 的語 か存 及 き 共 
八頁 い よ 間 に る っ在 び さ 通 

  

希を 或 、 己 っ に か 明 の し 一 

  

息 の感は角家 て々なにかて ろ 、 信実りる大 にはでと ぎ 

根 じ 丈 度 数 敗 へ 満 理 あ ち な 
を と 替 か の り l ち 性 る 五 間 
上 ろ し ら 本 払 ゲ た の 。 え 額 
め う た 突 貫 か ル フ 目 近 る を 
る と 神 き を 、 と ォ 己 代 。 ひ 
にす の つ 求 そ は ィ 自 に こ め 
足 る 讃 め め の金 ェ 身 於 の て 

  

  

め く い れ こ の 神 二 な 一花 著 

  

カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
の
 一
 考
察
 

三
谷
好
意
 

(84 Ⅰ・ 84 



 
 

 
 

は
 一
方
に
於
て
 、
み
不
 

 
 

 
 

席
を
与
え
る
為
に
努
力
 

 
 

 
 

お
 甘
の
の
す
手
の
と
対
比
 

 
 

 
 

て
よ
い
。
 

 
 

 
 

で
 示
す
と
す
る
と
、
一
応
キ
リ
 

 
 

 
 

あ
る
と
考
え
た
フ
ォ
イ
 エ
 ル
 

 
 

 
 

間
に
 、
「
 
S
 は
恰
も
 P
 の
如
く
 

 
 

 
 

の
で
は
な
い
か
。
極
め
て
荒
げ
 

 
 

 
 

ソ
ト
 、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
 

 
 

 
 

っ
て
独
断
の
夢
を
破
ら
れ
た
 

  
  

 
 

底
の
 

に
し
て
厳
し
い
思
索
を
求
め
て
止
ま
な
い
。
 

 
 

 
 

た
様
 

 
 

 
 

抜
い
 

 
 

判
に
 

を
 考
え
て
見
た
 い
 。
 

方
 に
突
抜
け
よ
 

て
こ
の
上
な
く
 

た
様
に
、
近
世
 

於
て
 、
 神
の
存
 

な
事
態
に
対
し
 

 
 

れ
 

 
 

含
 

 
 

を
 

 
 

 
 
れ 破 ん が 

 
 

真
摯
 85@ (85) 



 
 

 
 

る
 判
断
の
分
析
の
手
 

カ
ソ
ト
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
て
私
の
批
判
的
 仕
 

 
 

 
 

性
格
を
持
っ
筈
で
あ
 

 
 

 
 

ェ
チ
コ
テ
 オ
ロ
ギ
ー
の
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
何
故
で
あ
 

 
 

 
 

理
性
の
越
権
の
否
定
 

 
 

」
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

チ
コ
テ
 オ
ロ
ギ
ー
 と
 

 
 

 
 

横
た
わ
っ
て
い
る
。
 カ
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
そ
こ
で
大
き
 

 
 

 
 

、
 之
を
包
摂
す
る
普
遍
 

 
 

 
 

く
で
あ
る
」
と
い
う
 形
 

 
 

 
 

な
形
で
な
け
れ
ば
、
 神
 

 
 

 
 

の
み
宗
教
に
席
を
作
る
 

 
 

、
こ
の
様
な
形
で
の
み
席
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 進
ん
で
私
達
は
こ
の
 判
 

断
の
分
析
に
立
ち
入
っ
て
見
よ
う
と
思
 う
 。
 

一
 一
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カソト の宗教哲学の 一考察 

な 表 の り 様 ら に 方 が 神 文 断 掛 
一 @  り   

し に る - 眼、 考 の 

  

と 

の 

場 対四 これし 「の 聖捷 
め 
て 
み 
ナ， Ⅰ 

い     

ナ， Ⅰ 

@ 

る （ 
  

  
た の 有 生 理取 い い と の 面 ら 

、 端 の 体解 り う う し 根 しれ 
看的善 の す 上感考 て 底 て た 
益な積 在 る げ 情え 神 に 、 判 
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色
彩
を
呈
し
て
い
る
 

 
 

 
 

外
か
円
 か
に
よ
っ
て
 種
 

 
 

 
 

意
識
は
な
い
の
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

要
求
し
た
の
は
、
擬
人
 

 
 

 
 

解
を
少
し
で
も
深
め
て
 

 
 

 
 

も
の
か
ど
う
か
を
問
 う
 

こ
と
に
も
な
る
筈
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ら
四
 へ
と
い
う
方
向
 

 
 

 
 

象
 に
不
可
避
的
に
附
着
 

 
 

 
 

的
 判
断
に
固
執
せ
ざ
る
 

 
 

 
 

面
の
中
に
も
拡
が
れ
ば
 

 
 

 
 

 
 

四
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様
に
 
、
｜
 
も
し
こ
の
 
様
 

 
 

 
 

ぅ
 形
で
の
神
の
支
え
に
 

 
 

 
 

「
 
?
 の
限
り
」
と
い
う
 

 
 

 
 

今
一
度
掘
り
起
さ
れ
た
 

 
 

 
 

。
そ
の
様
な
地
点
に
着
 

 
 

 
 

だ
が
こ
の
こ
と
は
、
 

仮
 

 
 

 
 

の
 如
く
で
あ
る
」
と
い
 

 
 

 
 

カ
ン
ト
の
中
に
は
、
 

理
 

 
 

 
 

神
 全
体
の
中
に
拡
大
し
 

 
 

 
 

こ
と
が
出
来
る
。
「
 

神
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
理
性
の
こ
と
で
あ
 

（
 
6
 
）
 

る
 。
」
（
傍
線
は
筆
者
）
 

 
 

 
 

 
 

考
 

の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

恕
 す
る
」
と
云
え
ば
、
誰
し
も
直
ぐ
に
フ
ォ
イ
 ェ
 

 
 

る
 不
変
の
主
題
は
 、
 正
し
く
こ
の
こ
と
で
あ
っ
 

 
 

本
質
」
な
ら
ぬ
第
三
批
判
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
 

 
 

解
を
以
て
、
や
が
て
出
現
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

知
ら
な
か
っ
た
。
成
程
時
に
そ
れ
は
実
践
的
実
在
 

 
 

観
 性
の
意
識
が
控
え
て
い
て
、
 0
 
ぁ
 
寸
口
に
な
ろ
 う
 

 
 

的
 直
観
を
拒
む
 、
カ
ソ
ト
 の
有
限
的
直
観
の
立
場
 

 
 

見
 ゆ
る
神
の
表
象
、
乃
至
は
思
惟
の
持
っ
 避
 げ
離
 

 
 

っ
て
の
み
、
私
達
は
 カ
ソ
ト
 の
み
示
教
哲
学
の
核
心
 

で
あ
る
。
 

 
 

し
て
み
た
。
こ
の
「
Ⅰ
の
限
り
」
は
、
歴
史
的
 宗
 

 
 

た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
 、
こ
 

 
 

」
と
が
出
来
よ
う
。
併
し
私
達
は
 、
 更
に
そ
れ
の
 

 
 

を
 区
別
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
故
に
ま
た
こ
 

 
 

の
 即
ち
神
の
定
 在
 乃
至
述
語
は
、
類
比
と
し
て
の
 

 
 

式
の
中
の
第
一
、
即
ち
「
 S
 は
 P
 で
あ
る
」
が
 、
 

さ
て
、
今
私
達
が
「
神
の
全
 

ル
バ
ッ
ハ
を
思
い
浮
か
べ
る
に
 

た
 。
と
こ
ろ
が
、
注
目
に
値
す
 

（
 
打
 
7
 
）
 

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
 ヵ
ソ
 

ェ
チ
コ
テ
 オ
ロ
ギ
ー
の
前
段
階
 

人
も
知
る
様
に
、
カ
ン
ト
は
 

性
を
持
っ
と
語
ら
れ
は
し
た
。
 

と
す
る
も
の
を
、
絶
え
ず
狭
め
 

に
 根
差
し
て
い
る
こ
と
は
云
 う
 

い
 擬
人
観
の
自
覚
を
含
ん
で
い
 

に
 近
づ
く
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
 

先
に
私
達
は
カ
ン
ト
の
宗
教
 

教
の
中
に
理
性
宗
教
の
入
り
込
 

の
 「
 
?
 の
限
り
」
は
、
今
述
べ
 

内
容
の
側
面
か
ら
み
て
次
の
二
 

こ
に
こ
そ
 カ
ソ
ト
 解
釈
の
分
岐
 

み
 思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
 

五
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二
 
-
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 ア
 ソ
チ
 ノ
、
、
、
 

 
 

 
 

に
成
立
す
る
イ
ェ
ス
 理
 

 
 

 
 

し
た
。
そ
れ
が
、
彼
の
 

 
 

 
 

学
 に
不
可
避
的
に
訪
れ
 

 
 

 
 

そ
れ
が
他
の
著
作
に
 於
 

 
 

あ
る
に
せ
 よ
｜
 触
れ
ず
に
す
ま
す
訳
に
は
い
か
な
い
。
 

 
 

 
 

を
ひ
そ
め
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

の
場
所
が
、
か
の
根
源
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

台
命
題
だ
と
す
る
 ヵ
ン
 

 
 

 
 

向
を
指
向
す
る
も
の
が
 

 
 

 
 

は
 逆
に
述
語
的
限
定
と
 

 
 

 
 

。
何
故
な
ら
ば
、
 ヵ
ソ
 

 
 

 
 

っ
て
必
然
性
を
含
ん
で
 

い
る
様
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
宗
教
的
実
存
の
 

 
 

 
 

を
顕
 わ
に
す
る
筈
で
あ
 

る
 。
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い
る
、
第
三
篇
で
あ
っ
㏄
 

 
 

 
 

ら
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
 ノ
ミ
ー
の
内
容
そ
 

 
 

 
 

た
 。
 ヵ
ソ
ト
 は
そ
れ
を
 

 
 

 
 

の
 信
仰
を
生
む
の
か
。
 

 
 

 
 

」
と
で
あ
る
。
よ
り
深
い
 

 
 

 
 

、
こ
の
宗
教
の
根
に
触
 

 
 

 
 

は
 外
の
何
者
で
も
な
か
 

 
 

 
 

識
の
欠
如
に
起
因
し
た
 

 
 

 
 

ら
 人
間
へ
の
方
向
で
な
 

 
 

 
 

、
よ
り
正
し
く
云
え
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
従
来
理
性
の
 

 
 

 
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 実
践
理
性
の
理
念
 

 
 

 
 

的
に
完
全
な
人
間
 ｜
そ
 

 
 

 
 

に
 受
肉
し
た
と
い
う
 意
 

 
 

 
 

り
 、
完
全
な
人
間
の
原
 

 
 

 
 

自
覚
せ
る
者
に
と
っ
て
 

 
 

 
 

凡
て
を
イ
ェ
ス
に
集
中
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於 も が な 完 美 う 船村 払基 は 直す 
て 宗 0 間 さ い " で ソ て 精 の 礎 若 " さ る 

奉 教 に 題 て 筈 正 な の 、 神 門 工 し 力 ず 意 
位 論 限、 の 併 で 義 げ 語 こ と に 事 私 ソ ヵ 識 

し筆 Ⅰ d 
り、 中 し あ そ れ で の 五 間 と 達 ト ン は 
放 心 、 る の ば あ 言 っ い も の 自 ト 拡 

の一 ， の扁 & 
（ で 

の 上   
間 の る て な 云 ピ ）の の 神 体 。 大 坂 理 ら 

紋 車の に何 週 序 解れ   

撰 者 ぅ 。 チ 
開 票 こ 資 / 
し と と 格 ミ 

た 批 は の Ⅰ 

。 平り 、 無 の 

を試 彼に 

ょ み ト に f. ま 
ね た 
むま ； 
  ソ 

奉 ト 

  仕 は、 は 
そ そ 
ね め 
が 方 ノ "-  ， "- り 

心 法 
  の と 

幸緒 
仕 果 

と 

口 を 
臼 そ 
貿 の 
% ま 

宵由のュ 抱え 

。 規 生 z のて弟布川Ⅰ コ ㍉ の じ そ 
で 篇 い の 
あ に 
る 臨 
限、 み @   

に そ 
於 こ   
て に   題 も 
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ソ
ト
 
は
儀
礼
 パ
 三
三
の
 

 
 

 
 

っ
 で
し
か
あ
り
え
な
か
 

っ
た
 
。
 

 
 

 
 

い
 う
 意
味
の
祈
り
は
 

却
 げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
言
葉
に
よ
っ
て
 

、
 

 
 

」
と
に
よ
っ
て
神
に
 

肋
き
 

 
 

 
 

の
 0
 
二
毛
 は
汀
コ
 
の
で
は
 

 
 

 
 

、
自
己
自
身
に
 

肋
 き
か
 

 
 

 
 

ン
ト
 
の
経
験
的
行
為
、
 

 
 

 
 

経
験
的
な
も
の
を
、
 

何
 

 
 

 
 

し
 、
媒
介
と
す
る
こ
と
 

を
 意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
可
き
も
の
を
 

直
 

 
 

 
 

に
そ
れ
だ
け
だ
と
し
て
 

 
 

 
 

。
私
達
は
改
め
て
先
程
 

 
 

要
 が
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
っ
て
 、
 決
し
て
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あ る 重つめつあ 要てムカる、 し存義 在はあ に絶 対トめ ソるげ ると こと しが コ ミ     

  

個 」 し の 、 挙 。 存委 の 

りあ 媒もての う 。 にの 何   

か 

。 厳 
於 ト 々 れ い 論 

る 初 心 、 り こ   
祈 理 致 の こ 更 
り 解 舞 二 の に 
の すす っ 意 そ 
方 る る の 識 れ 
な に 限 誤 の が とも しこ う 様 と " 

@ し l の に し 
評 て " 

す こ は 、 約 9 

ろ 巴 金 を も 謬 ? も 自 

  

で い か ナ も た 由 語 の 今 で の み 理 
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
達
は
 

、
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
の
意
味
で
 

 
 

 
 

ら
か
の
形
で
っ
 

0
 
の
 
円
 
（
 
オ
の
 

 
 

 
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
て
 

 
 

 
 

実
性
も
 
、
 考
え
て
見
れ
 

 
 

 
 

持
さ
れ
る
限
り
、
不
確
 

 
 

 
 

少
く
と
も
或
る
 

昇
 っ
た
 

 
 

 
 

未
て
、
両
者
が
同
時
に
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
が
、
両
者
の
 

 
 

 
 

る
 」
は
、
「
為
に
あ
っ
 

 
 

 
 

の
こ
と
の
性
格
が
 

よ
 り
 

 
 

 
 

有
し
な
い
」
と
。
 

 
 

 
 

く
て
、
寧
ろ
道
徳
的
 

 
 

 
 

取
り
上
げ
ぃ
分
析
を
試
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
 
批
判
に
於
て
、
よ
り
 

徹
 

 
 

 
 

解
釈
を
許
す
充
分
な
 

余
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ねめ は 完 る 。 え いか不が 場の神 ら 遠 同性もは 時にな、 私 

神 会 も え も 確理 ざ に 加 し成 達 
の な う る l 実性か神   え 離 程は 
序論一 の 敵 性 な る l 9 ぃ 可 以 
在託 つ で達 は破 こ 今 れ竜 能 前 

のは神あ 確 、 のる表をてを の 之 っと ヵた裂 ソ 否が経理 的に 
実そ側 。 現示 、 余 ト 定左験 性 

持走 色あ 覆可許雙笹 な 茗害喜 

    
  

  
な 妄 よ ぱ と 存 前 9 象 っ た ど こ 

け の っ 、 い 在 に 神 と たが も と 

  

  

。 落 理 そ 
いあ とる 明に さなそ l 3 " しっも たて " 即さ的の 
い ぅ私 。 れるれ てこの す、 ゲと識而 こ認形 ちれ 、 て 可一 能 っ 
こ 達 さ と な の が 田 上理は 性 は 

と 、 怯差笘協藷稟 下話 億苫鏡琵 
威 力 在 っ 合 の さ い 神神 ぬ 存 の 
い ソ を て の 強れ と で か こ 在越 

権 

  

の 不 の 定 に ト い 、 も れ る と あ 
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さ 

  

  
こ と神と 「る 

    
な と る 

い は こ 

か   

ら そと、 

  
。 正 は 



  

ッ で 

こ類つ し ぅ のそ美神とれ 求た 尻重見 収め 

つ 
  

  卸 そ れしは ソぅ も 普述通 れ ぅ の 判 なげ 

訳 註 達 こ   
な   ら 

所 あ る あ の ぃ あ そ は と 語 出 判 で げ 於 な 
産 る 限 り 判 方 っ の 後 周 へ さ 断 あ る て い 

で 。 り 得断 を た ま 着時 と れ 力 っ も 極 と 

あ 神 で て が 以   ュ に に い る が た の め い 

@ 
  
と   を 

て 
い 

る 

  
  
の 
      

し み 熟 ち 想 い 論 で 知 的 主 を 包 て の で ド 
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も ィ； 

白 き 上 
己 か の 
の け 様 
幸 る な   
福 こ 考 考 た っ 困 難 、 れ な ソ 阪 べ 見   

  の と 察 
i 守 ; 琵煉督粟究ニ 裟笘蒜 芝君 

要 求 とと " 共 
か 今 に   
を は は 理 拡 て り い い 又 的 指 命 的 え そ ト 

求 神 再 
め の び 
る 祈 
こ 早 り   

に と が の な 目 の そ 的 こ す つ 力 -- 

納 に   
畢 の 戻 
寛 消 つ 。 は " 意が立ん " のの 肯せ ょ 定のて を 理 。 
白 旗 て 
己住 み 
が め よ 
神 無 う 

を 知   

自 と 既 
已 に に 

自 存 見 
易 し た   原 押 っ 忍 の 同 便 で ら 

の た 様 
為 。 に 
ケ ア し ン し   

造 の 誤 
る 二 つ 
こ っ た 

と の 祈 
に 白 9 

外 覧 の 
な を 誤 
ら 通 謬 力理 "   

  
ぬ し は で 中 か   。 る 住 し の 
こ て   を ヵ言且某と 、 と み を し 力 そ 中 た な 
指 ソ に   す こ 得 何 ン れ に 。 試 
摘 ト よ にての 
し は っ 

「 神の 神 軍 、 正 て 
こ 当 神 を 中 が   

れ に に 造 に 理 ュ た と で る 神 、 も ち 
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の
と
し
て
自
覚
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
に
な
る
。
 

る
 。
従
っ
て
極
め
て
 

 
 

 
 

際
 明
確
に
な
る
で
 

 
 

 
 

み
な
し
て
尊
ぶ
資
格
 

 
 

 
 

 
 

）
神
に
於
て
神
を
造
 

 
 

 
 

。
再
び
遺
稿
に
眼
を
 

 
 

 
 

的
 原
理
と
し
て
表
象
 
さ 伝 っ 、 が あ ぅ て 

（
 
珂
 ）
 

 
 

 
 

的
 認
識
の
必
然
性
の
結
 

物
の
区
別
に
 ヵ
ソ
ト
 の
苦
心
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
 

 
 

も
ま
し
て
重
要
な
の
は
 

 
 

 
 

謝
 、
尊
敬
、
或
い
は
 又
 

 
 

 
 

な
 或
る
実
在
の
理
念
は
 、
 

-
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

ら
く
こ
の
産
物
と
抽
出
 

 
 

 
 

」
と
は
出
来
な
い
。
 私
 

 
 

 
 

の
 必
然
性
を
裏
づ
け
る
 

 
 

 
  

 

 
 

ど
も
、
併
し
決
し
て
 非
 

 
 

 
 

 
 

的
 諸
概
念
に
従
っ
て
 

(1 ㏄ ) 

 
 

 
 

第
一
一
版
の
中
で
、
こ
の
 100 



 
 

 
 

脱
を
論
じ
て
い
る
が
、
上
の
℡
 

 
 

役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

は
 、
そ
れ
を
 つ
 ぎ
 っ
 

 
 

 
 

る
 筈
で
あ
る
。
神
の
表
 

 
 

 
 

極
め
た
の
で
は
な
い
 

 
 

 
 

口
薬
 
は
 、
こ
の
解
釈
を
許
 

 
 

 
 

る
 対
象
で
あ
る
。
即
ち
崇
拝
 

 
 

 
 

に
 命
令
し
得
る
道
徳
的
本
質
 

 
 

 
 

 
 

神
の
存
在
の
仮
定
な
し
に
 

宗
 

 
 

 
 

て
カ
ソ
ト
 の
思
想
を
不
可
知
 (101) 

戸
れ
 

 
 

 
 

あ
る
 !
 」
と
語
っ
て
 い
 

る
 。
」
 

 
 

 
 

経
験
の
領
域
を
越
え
 

 
 

 
 

間
性
の
原
型
と
し
た
時
 

 
 

こ
の
様
な
原
型
が
人
間
の
心
の
中
に
存
す
る
こ
と
が
、
 既
に
そ
れ
丈
で
十
分
木
 

 
 

 
 

た
こ
と
 ，
こ
ュ
 に
人
は
 

れ
ね
ば
な
ら
 

う
可
き
か
の
 

，
花
 
-
 

 
 

 
 

点
と
も
 去
 

 
 

 
 

」
と
で
あ
 



(102 Ⅰ 102 

十
一
 

 
 

 
 

明
 と
し
て
、
「
 S
 は
 恰
 

も
 P
 の
如
く
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
考
え
て
み
た
。
 

 
 

い
 う
 意
味
で
の
「
 P
 は
 

 
 

 
 

て
、
 「
Ⅰ
の
限
り
 
我
 れ
倍
 

 
 

 
 

な
 私
達
の
探
究
の
到
着
 

 
 

 
 

か
に
し
た
こ
と
は
、
 単
 

 
 

 
 

ば
か
り
と
も
見
ら
れ
る
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

っ
た
 。
 カ
ソ
ト
 を
 殆
 

 
 

 
 

批
判
し
た
の
は
外
な
ら
 

 
 

 
 

様
な
意
味
を
持
つ
 フ
ォ
 

 
 

 
 

の
や
り
方
は
、
 畢
 責
革
 

 
 

 
 

要
求
し
 、
 こ
上
に
転
換
 

 
 

 
 

ズ
ム
 に
求
め
ね
ば
な
ら
 

 
 

 
 

は
 薄
れ
行
き
、
彼
の
所
 

 
 

 
 

い
 宗
教
と
い
う
こ
と
に
 

 
 

 
 

あ
っ
た
」
何
故
な
ら
 

 
 

な
ら
な
い
。
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え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

。
 
ぽ
 、
私
達
は
こ
の
 試
 

 
 

 
 

形
に
於
て
み
れ
ば
破
れ
 

 
 

 
 

の
上
に
立
っ
て
次
の
様
 

 
 

 
 

っ
 で
あ
ろ
う
。
そ
の
 
考
 

 
 

 
 

S
 で
あ
る
」
の
真
理
性
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
も
し
そ
 
う
 

 
 

 
 

」
と
い
う
こ
と
の
構
造
 

 
 

 
 

立
っ
て
既
に
フ
ォ
イ
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証
の
外
に
 、
 神
を
仮
定
 

 
 

 
 

ハ
の
 批
判
と
の
対
決
が
 

ば
 、
近
世
 

要
す
る
 

の
故
に
 、
 

の
 関
連
に
 

ッ
ハ
 の
 睡
 

ら
な
い
か
 

宗
教
と
し
 

び
つ
 い
た
 

 
 

外
 な
ら
ぬ
彼
自
身
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

エ
 ・
コ
イ
ズ
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0
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ソ
ト
と
 

 
 

 
 

ォ
ィ
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ル
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リ
ズ
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を
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が
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し
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軽
快
さ
と
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て
し
ま
っ
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で
は
な
く
、
人
間
生
 

 
 

 
 

る
 宗
教
の
心
理
学
的
研
 

 
 

 
 

、
そ
れ
か
ら
更
に
 

 
 

 
 

問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
社
会
の
問
題
を
論
 

 
 

 
 

こ
の
所
論
に
つ
い
て
、
 

 
 

思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

は
、
 彼
の
パ
ー
ソ
ナ
 

 
 

 
 

論
を
把
握
し
、
そ
れ
か
 

力
 Ⅰ
 ゴ
ノ
ィ
キ
ノ
 
Ⅰ
Ⅰ
に
い
わ
 
ド
リ
 

パ
ー
ソ
ナ
Ⅱ
 ノ
 テ
ィ
 理
笘
柵
 

る
 

と
 宗
 教
 の
問
題
 渡

辺
郁
子
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ュ
 、
理
論
的
前
提
と
方
法
 

 
 

 
 

り
 、
ま
た
異
な
っ
た
 

 
 

 
 

あ
る
と
い
う
常
識
的
前
 

 
 

 
 

人
の
観
点
に
立
脚
し
て
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

ぎ
と
め
、
ま
た
特
有
の
 

 
 

 
 

み
て
い
る
。
 

 
 

 
 

彼
の
要
求
を
最
も
み
 

 
 

 
 

心
理
学
、
 
ゲ
 シ
タ
ル
ト
 

 
 

 
 

ば
 、
す
べ
て
の
心
理
学
 

 
 

 
 

の
 解
釈
と
い
う
手
続
 き
 

 
 

 
 

が
 、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
 

 
 

 
 

い
 5
 図
式
で
も
っ
て
 人
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
が
、
客
観
的
 

 
 

 
 

る
 内
奥
の
無
意
識
的
 心
 

 
 

 
 

し
ま
う
 0
 ま
た
 ゲ
シ
タ
 

 
 

 
 

導
入
し
た
こ
と
や
、
 
行
 

ら
 宗
教
の
問
題
に
移
っ
 

て
行
 
ぎ
た
 い
 
，
 
。
 
2
 
）
 

Ⅰ
バ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
理
論
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れ
る
こ
れ
ら
の
概
念
で
 

 
 

 
 

説
明
に
は
不
十
分
で
あ
 

 
 

 
 

立
ち
得
な
い
の
に
比
し
 

 
 

 
 

間
の
内
的
側
面
に
そ
の
 

 
 

 
 

は
 指
摘
す
る
。
即
ち
 、
 

 
 

 
 

圧
力
の
影
響
下
に
あ
る
 

 
 

 
 

の
 適
用
的
役
割
や
合
理
 

 
 

 
 

局
 的
所
産
を
分
析
す
る
 

（
 
ヱ
リ
ノ
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

定
的
 本
能
理
論
を
批
 

 
 

 
 

、
新
 フ
ロ
イ
ト
主
義
の
 

 
 

 
 

霞
 視
を
基
に
し
て
、
 
文
 

 
 

り
 、
バ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
研
究
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
 

2
 、
器
具
概
念
の
設
定
 

 
 

 
 

当
っ
て
、
「
制
度
」
 

 
 

 
 

心
的
関
係
を
説
明
す
る
 

 
 

 
 

ら
の
概
念
は
 、
 初
め
か
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
り
、
丁
度
、
 

 
 

 
 

も
 実
際
の
文
化
の
分
析
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次 に 
v=  よ 

  

る 一 がっ 型 規画 期 は前 て お 
次 、 げ は と 定 が 人者 み り   

と 

結 
果 
と 

の 

自 席 

v ァ し 

幾 
分 
混 
同 
が ， 

み 
ら 
れ 
る 
よ 

@ 
で 
あ 
る 

    

の 
よ 

@ 

な 
    
を 
考 
慮 
し 

な 
が 、   ら、 



 
 

 
 

の
 成
員
が
共
通
の
も
の
 

 
 

 
 

影 う 化 お 土 パ 
響こたさげ み Ⅰ 要 てに " " ざ保り まさ " 基 

応 制 
的 皮 

ほ と ど れ る 出 ソ す 社 そ の せ 文 木 基 過 で 
ょ で 最た そ す ナ 6 合れ 行 る 化 的 水 程 あ 
っ あ 後 テ れ こ り に 的 が 動 と の 人 的 を る 

    
も 

  こ で 

育成 と 会 な 社 彩 ら む な げ も オ に の き 
な 員 は に っ 余響 明 的 ら る の 口 述 も る 
性が 、 よ て 成 を う な わ 属 の ギベ 的   
彰一基 異 と 子 ろ 如 と ェ 持 、 個 的 の ，む 
成人 水 な し 供 こ く 考 l つ 他 人 布 結 約 
す 」 的 る て 達 と 、 え ト て 人 に 置 果 布 

と 置 
6 と 人人ともの " 格ぃ " 養 ② " 墓らス 本 れたるの いと最の 縞統 
い 生構 う 類育 類 約 る も と 関 度合   
ぅ ま 道 こ 似 の 似 人   つ い 係 に を の 後 

と う 等 受 容 諸 に 
これはとしたし とっ " " ためた 格 構 も 意 々 げ 観 制 個 

ょ 味 か 入 的 皮 人   く ぼ ら れ に が な 
お 成 さ 表 一 敗   

か 力 人 て っ テ そ の 
  

的 く 

な と の い て ク の 仮 あ ても " の 或た " し 制外 
た 心 と は 概 度 界 
」 理 老 視 と や 

で の 格 呼 そ 
あ 傾 ば の   
る 。 性堅 同月 ④ 化 個   造 も る の 観 る の 
し 及 乙 子 約 八 ① と 的 。 中 内 も 対 
か び ㌧ 供 に に 個 考 な そ で に の 象 

が 類 類 火 え も れ 適 捉 で に   養 型 似 の ら の 故 老 え あ 遭 
肯 ィヒ し 初 れ と 、 な れ る 遇 
さ さ た 期 6 者 そ 欲 は し 

と え れ 永 宮 て   い ら は 充 我 
二 週 で 父 お ソ 験 

投 
う れ 、 足 構 射 

わ す は 化 り ナ は 体 
糸 
と 

  類 会 ィ 人 お 同 さ を で い 

も の か 型 に を の ぃ 時 ま 雁 あ @ 
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投
射
体
系
と
現
実
体
系
 

 
 

 
 

制
度
を
つ
く
る
と
い
 

 
 

 
 

と
を
あ
げ
る
。
そ
れ
ら
 

ほ
 つ
い
て
次
に
み
て
行
き
た
い
。
 

 
 

 
 

ト
レ
ー
シ
，
 ソ
 に
道
 

 
 

 
 

遇
し
た
場
合
に
 、
 新
し
 

 
 

 
 

の
 作
用
で
あ
り
、
生
活
 

 
 

 
 

糸
 と
は
、
快
楽
原
理
、
 

 
 

 
 

、
経
験
の
結
果
、
内
部
 

 
 

 
 

、
個
人
の
内
奥
に
あ
る
 

 
 

 
 

解
り
や
す
く
す
る
た
め
 

に
 図
式
化
す
る
と
、
 

中
核
的
経
験
 

 
 

抽
象
化
、
一
般
化
 

+
 例
 、
従
順
で
あ
れ
ば
苦
し
み
を
 ぅ
 げ
な
い
 

投
射
及
び
体
系
化
 

丑
例
 、
私
は
病
気
だ
、
そ
れ
故
に
私
が
悪
い
の
だ
。
 

合
理
化
Ⅱ
イ
デ
オ
ロ
ギ
 一
 n
 緊
張
克
服
の
体
系
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す
る
と
罰
せ
ら
れ
、
苦
し
み
 よ
り
 恢
復
す
る
 

（
Ⅱ
）
 

の
よ
う
に
な
る
と
カ
ー
デ
ィ
ナ
ー
は
言
 う
 。
 

 
 

 
 

ズ
ム
 で
あ
る
が
、
 精
 

 
 

 
 

す
べ
て
こ
の
投
射
体
系
 

 
 

 
 

み
な
ら
ず
、
合
理
的
 始
 

 
 

 
 

  

 
 

の
へ
の
関
わ
り
を
有
し
 

 
 

 
 

場
合
に
生
ず
る
心
的
 

 
 

 
 

、
神
話
な
ど
の
二
次
的
 

 
 

 
 

こ
の
現
実
体
系
の
所
産
 

 
 

 
 

徴
を
有
し
、
従
っ
て
 非
 

て
い
る
。
 

3
 、
実
証
的
研
究
 

 
 

 
 

者
達
と
の
密
接
な
協
 

 
 

っ
 器
具
概
念
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
 

マ
ル
ケ
 サ
ス
 
（
ツ
ミ
 

リ
ミ
仁
 
0
m
 

芭
も
 

 
 

 
 

設
を
確
か
め
る
最
初
 

 
 

 
 

人
口
が
な
の
二
倍
 半
あ
 

 
 

 
 

乳
の
代
り
に
コ
コ
ナ
ツ
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や
か
で
あ
る
と
い
う
 特
 

 
 

 
 

そ
し
て
、
カ
ー
デ
ィ
ナ
 

 
 

 
 

憎
悪
も
生
産
阻
害
と
な
 

 
 

 
 

話
の
中
で
女
は
食
人
女
 

 
 

 
 

讃
 す
る
で
あ
ろ
う
。
」
 

 
 

 
 

ち
た
布
置
が
形
成
さ
 

 
 

 
 

誠
を
行
わ
な
い
た
め
で
 

 
 

 
 

我
の
不
完
全
さ
、
肉
体
 

 
 

 
 

、
自
分
に
多
く
の
名
前
 

 
 

 
 

ふ
め
 二
次
的
制
度
が
生
 

れ
る
。
 

タ
ブ
ラ
 
貧
甘
 Ⅰ
 し
文
 ィ
 
ヒ
ー
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

除
さ
れ
る
と
い
う
 本
 

 
 

 
 

富
 な
天
然
資
源
と
共
同
 

 
 

 
 

ィ
ナ
 ー
に
従
え
ば
、
①
 

 
 

 
 

り
 、
そ
れ
が
投
射
さ
れ
 

 
 

 
 

な
兄
弟
関
係
か
ら
は
、
 

 
 

 
 

運
命
へ
の
諦
念
、
神
経
 

 
 

 
 

私
は
罰
せ
ら
れ
な
い
。
」
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清
潔
、
強
迫
的
行
為
、
 
ヱ
デ
 。
プ
ス
物
語
な
ど
の
 
二
 次
 

 
 

 
 

勉
 

労
 肋
の
未
分
化
が
基
本
的
人
格
構
造
の
要
素
と
な
り
、
 

 
 

れ
 

 
 

 
 

で
 

 
 

 
 

 
 

制
度
が
形
成
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
 
Ⅰ
 
l
 

 
 

づ
く
あ
る
型
の
社
会
的
組
織
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
 組
 

 
 

人
の
基
本
的
欲
求
は
、
西
欧
社
会
か
ら
み
て
、
専
制
 状
 

 
 

 
 

方
 

 
 

水
田
の
万
法
が
隣
の
べ
 ッ
ツ
リ
オ
 
（
 零
 あ
ま
 0
 ）
 か
 ら
 

 
 

か
の
土
地
を
所
有
し
た
も
の
た
ち
は
狂
気
的
な
奪
い
 合
 

 
 

 
 

は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

び
が
死
ね
ば
、
お
前
も
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
 報
 

た
 

コ
マ
ン
チ
 
6
p
 ョ
目
串
巴
 文
化
 
徳
 -
 

 
 

 
 

男
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
 

  
的
 制
度
が
つ
く
ら
れ
 

、
食
物
不
安
の
欠
如
、
 

る
こ
と
を
条
件
と
し
た
 

こ
の
一
次
的
制
度
か
 

の
 怒
り
な
ど
の
二
次
的
 

の
タ
 ナ
ラ
文
化
の
分
析
 

に
 見
て
来
た
古
 タ
ナ
ラ
 

織
 に
お
い
て
、
生
産
物
 

態
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
 

法
が
 、
次
第
に
そ
の
方
 

導
入
さ
れ
た
こ
と
に
 ょ
 

い
を
し
た
。
こ
の
こ
と
 

全
く
価
値
の
な
い
も
の
 

て
、
 「
も
し
も
お
前
が
 

復
の
適
応
の
型
が
生
じ
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可
能
仁
し
た
の
は
、
 
馬
 

 
 

 
 

げ
た
人
々
は
適
応
で
ぎ
 

 
 

 
 

権
 等
は
全
然
存
在
し
て
 

 
 

 
 

一
貫
し
て
い
る
こ
と
、
 

 
 

 
 

」
と
、
西
欧
社
会
や
 タ
ナ
 

 
 

 
 

格
 形
成
を
促
進
す
る
。
 

 
 

 
 

投
射
体
系
は
極
め
て
 単
 

 
 

 
 

儀
式
は
な
い
。
「
 力
 」
 

 
 

 
 

な
く
、
自
己
の
強
さ
の
 

 
 

 
 

や
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
 

ア
 ロ
ア
 
再
口
 0
 ～
の
の
色
文
化
 

 
 

 
 

女
の
仕
事
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

惜
し
み
を
す
る
。
男
性
 

 
 

 
 

で
 家
族
同
志
の
憎
し
み
 

 
 

 
 

終
る
。
哺
乳
は
中
止
さ
 

 
 

 
 

ナ
ナ
を
 け
 ち
 け
 ち
と
 不
 

 
 

 
 

の
に
さ
せ
る
の
が
関
の
 

 
 

 
 

口
 に
打
ち
克
っ
。
括
約
筋
 

 
 

 
 

供
 に
恥
を
か
か
せ
る
。
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れ
 

 
 

安
で
 
疑
い
深
く
、
自
信
に
欠
け
、
外
の
世
界
に
無
関
 

 
 

に
み
た
さ
れ
た
基
本
的
人
格
構
造
が
形
成
さ
れ
る
。
 

そ
 し
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

承
 

 
 

供
の
経
験
の
復
元
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

プ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
（
㌧
 

口
 
p
b
 

キ
 
Ⅱ
出
目
）
 

文
ヒ
イ
 

（
 
7
 
1
 
）
 

 
 

り
 、
合
衆
国
に
含
ま
れ
る
近
代
文
化
の
例
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

意
 

 
 

 
 

し
 

 
 

親
 に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
の
で
、
子
供
は
 

、
か
，
 

え
 

 
 

 
 

と
 

 
 

 
 

 
 

て
 、
子
供
と
母
親
と
の
 

、
環
境
の
認
知
が
促
進
 

緊
張
を
解
い
て
く
れ
る
 

性
と
ト
イ
レ
 
"
 ト
に
 関
 

や
攻
撃
さ
え
も
持
つ
 ょ
 

、
愛
情
の
欲
求
の
満
足
 

っ
て
依
存
の
欲
求
を
増
 

い
 う
 心
的
布
置
を
形
成
 

次
 的
制
度
で
あ
る
宗
教
 

心
 で
あ
り
、
計
画
的
に
 

て
そ
れ
は
彼
ら
の
 超
目
 

な
だ
め
ら
れ
る
こ
と
は
 

不
承
に
神
へ
の
訴
え
を
 

ザ
 ー
（
 0
 サ
の
 
Ⅰ
 
甘
 。
 す
め
円
荘
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4 てて " はに う な理研はのがてて く論産 " 宗死墓 " 糸 とは で御しとに あ 許 " し最     
判 図 " 熱 う じ 考 に 来 い 迫持者   あ 尖 る 射 

ろ の 条 さ 未開 vb こ % クな であ か イ たわ えて 著し た役 う幻 にも に宗 慮 に 

興場るらげいい 割 悪変数入社 5 ピ 便 元へて 件れ 
で の い 

と あ 返 る 

た を 数 至 。 ま 生 く か た い う い 

、 な っ な 

  

  
展 ク す を 究 系 あ る 的 で 勿 ス あ   

両 な て フ 

が ;  ィ 

よ 寵 神 - テ 
つ v=  こ ィ 

く て家で 

に に い を こ 投   

つ し よ 儀 に の 独 て 漂 っ っ 体 果 の 愛 者 
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る ま て で @ 至 論 理 ク で で 研 に 
。 築 い い は第 の こ の ま に の ト ぎ あ 仮免 、 以 

 
 

 
 

的
 傾
向
と
の
 間
 

 
 

 
 

類
 学
に
、
実
証
的
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

る
 無
意
識
の
経
験
 

 
 

 
 

を
見
出
す
こ
と
が
 

（
 
柏
 
@
 
ノ
 

 
 

 
 

理
論
や
 べ
 ネ
デ
ィ
 

 
 

 
 

制
度
や
行
動
 類
 

 
 

 
 

し
 、
文
化
類
型
 理
 

 
 

 
 

と
 言
い
得
た
。
 

 
 

 
 

の
 公
式
を
系
統
 発
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

論
難
も
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

り
に
共
通
 仕
 分
母
 

 
 

 
 

に
 、
個
人
が
有
し
 

 
 

 
 

の
な
の
か
、
あ
い
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
と
思
わ
れ
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二
 

宗
教
の
問
題
 

 
 

じ
て
い
る
わ
 け
 

 
 

示
教
観
を
み
て
 ぃ
 

教
の
機
能
 ｜
・
 か
ら
考
察
し
 ぅ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

エ
 、
宗
教
の
成
立
 

１
１
基
本
的
人
格
構
造
に
お
け
る
投
射
体
系
の
所
産
 
｜
｜
 

 
 

動
物
に
比
し
て
 

 
 

養
育
者
を
必
 

 
 

来
る
筈
で
あ
り
、
 

 
 

在
 者
、
即
ち
神
で
 

ハ
お
ノ
 

 
 

に
あ
る
も
の
が
 大
 

 
 

ぬ
 た
テ
ク
ニ
ッ
ク
 

 
 

度
の
下
で
形
成
さ
 

 
 

但
 し
た
状
況
が
生
 

 
 

ば
し
ば
 

 
 

立
と
め
 小
 

 
 

ソ
 に
道
 

 
 

の
 一
員
 

 
 

し
て
く
 

 
 

を
 み
 よ
 

 
 

坊
げ
 

 
 

期
 に
お
 

 
 

的
 布
置
 

 
 

用
い
ら
 

 
 

 
 

る
と
し
て
も
、
幼
時
 

 
 

成
 に
も
考
慮
が
払
わ
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
 

@
 
左
 ）
 

 
 

 
 

扱
い
方
が
ケ
ー
ス
に
 

 
 

 
 

 
 

（
 
り
り
 

）
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的
 制
度
と
結
び
つ
く
の
 

 
 

 
 

射
 体
系
と
い
う
心
的
過
 

 
 

み
な
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

こ
の
考
え
は
、
彼
の
 

 
 

 
 

）
 
臣
 e
 Ⅰ
Ⅱ
二
 
%
 の
 
p
o
 
臣
 ）
巨
の
め
べ
こ
 

 
 

 
 

続
 し
て
い
る
に
す
ぎ
な
 

 
 

 
 

っ
た
 。
つ
ま
り
、
両
親
 

 
 

 
 

の
 当
時
の
危
険
に
対
し
 

 
 

 
 

を
 附
与
す
る
こ
と
に
な
 

 
 

 
 

そ
の
ま
 ム
 ひ
き
つ
ど
い
 

 
 

 
 

は
 、
そ
の
明
白
な
動
機
 

 
 

 
 

梓
生
活
の
中
を
の
ぞ
い
 

 
 

 
 

択
 
（
 
0
 圧
の
 

n
H
 

毛
の
 

ザ
 こ
の
 

 
 

 
 

保
護
し
て
く
れ
る
対
象
 

 
 

 
 

れ
る
母
親
な
の
で
あ
 

 
 

 
 

対
し
て
最
初
の
守
護
と
 

 
 

 
 

、
や
が
て
母
親
か
ら
、
 

 
 

 
 

し
 父
親
に
対
す
る
関
係
 

 
 

 
 

護
 者
で
あ
っ
た
場
合
に
 



カー ディナ一におけるパーソナリティ 理論と・宗教の 問題   
い れ で に 、 ム た 転 分 か 投 は で 大 話 は い ま 親   

そ か る を 程 の 

  

加 関 に 研 推が 知 里 と ィ の に ， い の 父 に も の 

、 自 て よ 5 回 

大 が そ 、 と し 

え 

い 度 は 二 神 と イ 糸 式 ナ と 二 

特 呪 力 嚇 て 。 の 源 の ト   
有 は の 的 の し ト を そ の 件 、 ぎ ま と 威 の も 
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る 画
 と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
 

，
 
8
 
z
 
）
 

 
 

現
実
体
系
の
方
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
 

 
 

 
 

の
 テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
満
 
2
 

 
 

 
 

り
に
よ
る
と
解
釈
さ
れ
㎜
 

 
 

 
 

コ
マ
ソ
チ
で
は
、
人
格
 

 
 

 
 

ぬ
位
も
特
権
も
な
く
、
 

 
 

 
 

ず
 、
単
純
な
投
射
体
系
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 入
に
意
識
的
に
教
え
 

の
た
め
、
 殆
 ん
ど
投
射
 

 
 

 
 

、
唯
一
の
近
代
社
会
で
 

 
 

 
 

が
 得
ら
れ
る
宗
教
が
み
 

 
 

 
 

果
 と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

フ
ロ
イ
ト
が
そ
の
 根
 

 
 

 
 

異
な
る
こ
と
を
主
張
す
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

的
に
変
化
し
な
い
 限
 

 
 

 
 

は
 、
文
化
に
よ
っ
て
 そ
 

 
 

 
 

口
ア
 人
の
つ
く
り
出
せ
 

 
 

 
 

、
ド
ソ
 キ
ホ
ー
テ
 的
企
 



カ ー ディナ一におけるパーソナリティ 理論と宗教の 問題 

  

てそ と を） 切生 義 し てし 想 的 仁 阪内不例のの、 恕 くい水程 は制 度み 2 
  

い l 

さ 々 の 想 ィ 欲 べ ま に プそ お は 機下 
え 々 抑 的 ソ 求 

  

考 l 制 充 の を   

えは 、 、 ） 足 完備 人 工 れ お求 は 、 呆 く 

と に 教 す 々 ジ た げ に 、 幻 す ら 

「 投ロ フ 

の よ 改 も に プ メ る 幻外想 こ れ 

  協 て で で 

  ら に 与 て つ し の 

V, % 安発見え 取 てか 投   

つ い 

的 っ ほ が   
い 能 よ の サ く へ 祭 っ よ 改 に 起 れ 助 
る が の 儀 て れ 車 ょ 源 は 懇       行 さ もた " も スつ トと 故は社 " " 会ッ 二 
v=  よ 0  l せ 特 の 教 め 社 内 に ク 
欠 る   
て 定 来 ら と う 

い に た で 資   現存 つの 級のり 、 打ち その 中に 投射 る安 

る 取 こ 成 本 そ 幻 み 幻 続 良 欲 過 定 め 
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述
べ
て
い
る
。
 

4
 、
評
価
と
批
判
 

 
 

 
 

に
は
、
フ
ロ
イ
ト
 と
 

 
 

 
 

み
な
し
て
い
る
こ
と
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
、
こ
の
限
界
 

 
 

 
 

供
と
 養
育
者
と
の
関
係
 

が
 投
射
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
も
、
 

 
 

。
精
神
分
析
的
方
法
を
 

 
 

 
 

と
し
た
彼
に
と
っ
て
 、
 

 
 

 
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
 
例
え
 

 
 

 
 

場
合
の
宗
教
的
処
理
 

 
 

 
 

か
せ
る
も
の
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

一
宗
教
的
形
態
の
普
 

 
 

な
宗
教
の
考
え
方
を
更
に
一
歩
進
め
て
い
る
。
 

 
 

 
 

養
育
者
の
機
能
と
』
 

 
 

 
 

す
も
の
で
あ
 れ
ソ
 
，
フ
ロ
 

 
 

 
 

供
 時
代
の
頼
み
な
さ
に
 

 
 

 
 

ハ
 
意
識
の
願
望
の
投
射
 以
 

 
 

 
 

メ
ッ
ド
の
メ
ッ
カ
か
ら
 

 
 

は
、
 子
が
親
に
依
存
す
る
関
係
以
上
の
も
の
を
示
し
、
 宗
教
機
能
の
独
自
性
を
 

<w¥ 124 



カー ディナ一におけるパーソナリティ 理論と宗教の 問題 

 
 

三
森
研
究
 一
 三
八
号
）
 
、
 

第
五
号
 究
 ）
 

 
 

限
界
状
況
が
、
生
物
学
的
 

 
 

供
 時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ス
 

る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

基
本
的
人
格
構
造
の
生
 

 
 

次
 的
制
度
の
変
容
な
し
 

 
 

決
定
を
結
果
す
る
こ
と
な
 

 
 

単
に
文
化
的
に
創
造
さ
れ
 

 
 

わ
れ
る
。
 

 
 

教
は
 、
人
間
の
条
件
を
 

 
 

と
ハ
 ム
 、
 ル
子
 サ
ソ
ス
か
 

 
 

ホ
教
に
対
し
て
戦
闘
で
あ
 

 
 

学
 と
は
異
な
っ
た
次
元
に
 

 
 

ば
 、
愛
児
を
不
慮
の
事
故
 

 
 

ぇ
 ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

ら
な
い
 0
 こ
こ
に
宗
教
の
 

 
 

つ
 ま
で
も
そ
の
否
定
を
め
 

値
 を
も
つ
と
い
え
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
に
遠
い
国
へ
の
改
宗
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
現
に
 、
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へ
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丑
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乙
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づ
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Ⅹ
Ⅰ
 
く
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甘
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杜
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・
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プ
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0
1
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㏄
 

収
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 二
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o
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づ
つ
・
 

ト
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ト
ー
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の
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あ
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。
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の
か
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㏄
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ゆ
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ト
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 0
 か
 。
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つ
 
ゆ
 ・
 
か
べ
ト
 

ー
 か
 Ⅱ
 か
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・
の
の
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｜
 一
一
一
一
一
頁
、
 

同
上
、
三
二
ー
三
四
頁
、
 

本
 の
「
 
宙
コ
コ
 

の
 ア
 
Ⅱ
Ⅱ
 
0
 コ
 オ
 の
「
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い
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木
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コ
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学
術
大
会
期
日
 

 
 

月
十
 

 
 

月
 四
日
 

 
 

の
で
、
 

ご
了
承
下
さ
い
。
 

 
 

敦
史
 会
 

埋
草
舎
 記
笘
 

日
時
四
月
二
十
三
日
（
土
）
午
后
三
時
（
六
時
半
 

場
所
東
大
宗
教
学
研
究
室
 

報
告
 

議
へ
の
派
遣
人
員
の
枠
は
、
一
名
と
決
定
さ
れ
た
。
 

 
 

国
際
 宗
 

 
 

係
 者
に
 

送
付
さ
れ
た
。
 

 
 

刊
行
 費
 

 
 

個
別
 

研
究
の
助
成
金
が
内
定
さ
れ
た
。
 

き
事
 

 
 

」
に
と
 

も
た
う
問
題
の
処
置
の
件
 

 
 

両
 

報
告
 

 
 

ゑ
史
 会
 

日
時
六
月
 セ
日
 
（
火
）
午
后
三
時
（
五
時
 

場
所
東
大
宗
教
学
研
究
室
 

議
事
 

』
、
会
長
選
挙
の
件
 

前
回
と
同
様
の
方
法
で
行
 
う
 こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
宗
教
研
究
の
自
由
に
関
す
る
 
ア
ソ
 ケ
ー
ト
の
 件
 

ア
ソ
 ケ
ー
ト
原
案
を
Ⅶ
成
し
て
検
討
し
た
。
 

」
、
維
持
会
員
増
員
の
件
 

 
 

和
 

 
 

 
 

こ
と
を
決
定
し
た
。
 

今
 

ぬ
缶
 

 
 

館
 講
堂
 

 
 

か
ら
 

 
 

数
数
 

回
 に
お
け
る
象
徴
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
た
。
 

日
時
五
月
二
十
四
日
（
火
）
午
后
三
時
）
五
時
 

場
所
東
大
宗
教
学
研
究
室
 

会
報
 

 
 

会
 

負
か
ら
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

今
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I
A
 Ⅱ
 R
.
A
A
 

グ
ル
ー
プ
日
本
委
員
会
第
七
回
会
詳
記
録
 

六
時
三
 0
 分
 よ
り
）
 

』
、
洋
本
委
員
長
挨
拶
 

出
席
委
員
お
よ
び
大
会
参
加
者
の
紹
介
 

二
、
三
笠
宮
様
挨
拶
 

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
会
に
は
、
名
誉
総
裁
と
し
て
出
席
す
る
。
 

三
 、
報
告
事
項
 

日
時
四
月
二
十
三
日
（
土
）
午
后
一
時
半
（
三
時
 

会
則
改
正
小
委
員
会
 

日
時
五
月
二
十
四
日
（
火
）
午
后
六
時
 
t
 九
時
 

会
則
改
正
小
委
員
会
 

今 

 
 

る
こ
 

と
に
決
定
し
た
。
 

一
 、
会
則
改
正
小
委
員
会
報
告
 

 
 

左
記
の
 

士
民
に
委
嘱
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

 
 

拐
 
"
 

"
I
 
又
 

本
 幸
男
、
棚
 瀬
襄
繭
 
（
敬
称
略
 

A
B
C
 

順
 ）
 

議
題
 

一
 、
宗
教
研
究
の
自
由
に
関
す
る
 
ア
ソ
 ケ
ー
ト
の
 件
 

 
 

 
 

審
議
検
討
の
結
果
、
 ア
ソ
 ケ
ー
ト
原
稿
を
作
成
し
た
。
 

目
 
国
内
関
係
 

（
 
ィ
 ）
日
本
学
術
会
議
関
係
（
石
津
）
 

 
  

 

な
 

 
 

参
 

 
 

絡
 

 
 

の
 

 
 

名
分
の
枠
の
割
当
が
確
定
さ
れ
た
。
 

 
 

議
 全
体
の
割
当
て
の
数
は
三
 0
0
 、
 う
 ち
第
一
部
関
係
で
は
、
 
 
 

 
 

ど
 

枠
は
認
め
ら
れ
る
。
 

（
 口
 ）
日
本
宗
教
学
会
理
事
会
に
お
け
る
決
定
事
項
岩
澤
）
 

 
 

を
 出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
問
合
せ
が
あ
っ
た
が
、
日
本
宗
教
 
美
本
 

 
 

日
 

 
 

 
 

国
 

 
 

さ
 

 
 

あ
 

て
に
報
告
し
た
。
 

簗
 
)
 

 
 
 
 

㈲
外
国
関
係
（
平
井
）
 

1
%
 

（
 
イ
 ）
三
月
十
八
日
付
で
ブ
レ
一
カ
 ー
 氏
か
ら
手
紙
が
あ
り
、
 



  

四
 

 
 

 
 

委
 

 
 

 
 

い
 う
 、
本
委
員
会
の
決
定
に
賛
成
す
る
 
旨
 、
連
絡
が
あ
っ
た
。
 

 
 

演
 

 
 

0
 
よ
 

一
 、
議
事
 

 
 

組
織
委
員
会
に
、
正
式
招
請
状
を
送
る
 
よ
う
 依
頼
し
た
。
 

ど
う
か
と
い
っ
て
ぎ
た
。
 

会
 

 
 

 
 

 
 

，
寸
 

Ⅹ
 

 
 

げ
 

 
 

ザ
こ
 

 
 

本
 

部
か
ら
も
、
は
た
ら
 き
 か
け
て
も
ら
 ぅ
 処
置
を
と
っ
た
。
 

 
 

つ
、
 
・
Ⅴ
 

 
 

本
 

 
 

「
・
 

，
 
疋
 

し
た
。
 

㈲
総
会
講
演
者
の
件
 

 
 

石
 

津
 氏
を
特
別
講
演
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

 
 

一
 I

A
 Ⅱ
 R
.
A
A
 
ケ
ル
ー
プ
日
本
妻
 且
会
 第
八
回
会
註
記
録
 

実
兄
六
日
午
後
六
時
（
八
時
三
 0
 分
 ）
 

、
挨
拶
岸
本
委
員
長
 

、
報
告
（
平
井
）
 

同
 
国
内
関
係
 

①
円
貨
を
ド
ル
建
て
に
す
る
 件
 

②
大
会
参
加
予
定
者
報
告
 

 
 

外
に
い
る
日
本
人
学
者
も
五
名
参
加
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

㈲
国
外
関
係
 

 
 

告
 

 
 

 
 

 
 

 
 

連
絡
し
た
。
 

 
 

 
 

ト
オ
 0
.
 

中
の
ぎ
 

コ
 の
「
 

o
u
 

っ
 ：
が
結
成
さ
れ
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The Problem of Causality and History on 
the doctrine of Shinran 

Seiko ONO 

On Some Recent Works in Religious Psychology 

- a methodological investigation - 

Nobukiyo NOMURA 

"When prophecy fails" written by L. Festinger and "Religious behaviour" 

by M. Argyle are introduced and analyzed from the methodological 

point of view. In connection with those works, here are brought into 

, discussion four points required for the scientific study of rligions. 

The Motivation for Missionary Work in the Far 

East and the Puritan Spirit 

Fujio IKADO 

In the later stage of the mission history, missionaries from all over 

the United States went to East Asia. In spite of this fact, it is still 

discussed among scholars that Calvinism or what is named Puritan 

Spirit by Max Weber has been vivid in the guiding spirit of the 

newly-born churches such as Japanese and Indian churches. The 

main aim of this article is to discuss that only the Puritan pride of 

being the elected people and the eschatological hope of establishing 

the world-wide theocracy seemed to be the driving power for missiona- 

ry work in the Far East. 



A Study of Kant's Philosophy of Religion 

Yoshinori MITANI 

If it is admitted to show the Absolute Being by S, His predicate 

by P, we may present the standpoint of Christianity in the form of a 

judgment, i. e. "S is P". In contrast to it, the thought of Feuerbach, 

who persistently demanded the conversion of subject and predicate will 

be shown a s  "P is S". According to us, Kants' philosophy of religion 

can be placed between the two. T h e  judgment "I think a s  if S were 

P" is the manifestation of this  place. Viewed from another point, this  

judgment is to be characterized by such a sentence as"1 believe in God 

so long as. . . . . .  .," which so-long-as-form sentence we often come across 

in Kant's works. T h e y  are  two characteristics, peculiar to Kant  

whose work on religion was entitled "Religion innerhalb der blossen 

Vernunft". In short, they a r e  the products of Kaut's consciousness to 

remove or a t  least minimize the  anthropomorphism into which all the 

actual  religions fall unconsciously. 

Now the question is this : "Can they remain a s  they are  ?" W e  have  

to subject them to a close examination, especially analysing 'Kant 's  

understanding of prayer which is supposed to be the quintessence of a 

real faith. In the coures of this  analysis, we meet with a passage 

implying tha t  one should make a god. One h a s  to make a god. For 

what  ? For the praise of the pure practical reason, Kant says. 

Is this shockingly grave  uttrance merely accidental to his  thinking ? 

T h e  arnswer is in the negative. In that  case, does it not follow that  

the pure practical reason is superior to God, or, a t  least, identified 

with God ? T h e  examination of Kant's posthumous works leads us to 

the conclusion tha t  Kant, more or less consciously, reached the 

identification of God with the pure practical reason, proving the reality 

of August Deneffes anxiety. In this sense, so Far a s  his  philosophy of 

religion is  concerned, . he  inclines toward "P is S", tha t  is, so called 

a home-centric way of thinking. 



Howerer, even if we are  not mistaken, there still remains a question 

:as to the distinction between Kant and Feuerbach. We  tried to see i t  

in the conception of "useiulness"(Hei1samkeit) which Kant suggested in 

his Critique of Judgment. But this short essay is not the place to 

make a further inquiry. 

Kardiner's Personality Theory and the 

Problem of Religion in it 

Until recently, moat psychological acounts of religions have adhered 

to  a fairly stereotyped pattern. T h e  old style investigator was much 

more interested in description of religious rituals and conscious religious 

,experiences in the adult than in how children were brought up or what 

were the attitude between spouses. But a technique for studing the 

reciprocal relations between culture and personality by Dr. Kardiner will 

throw a new light upon the psychological study of religions. He developt 

the concept of basic personality structure by accepting Freud's discovery 

that  certain personality configurations of early experiences tend to 

produce certain personality configuration in the adult and by correcting 

-Freud's investigations carried on entirely within the frames of Eurgp- 

ean culture through actual analysis of a sereies of culture. And 
b 

moreover he was able to suggest that  a religion - an  element of 

-secondary institutions-was produced by a basic personality structure, 

which was developed from customs regarding nursing, weaning, toilet 

training, infant feeding, and the factors in infancy that  make for ego 

security or insecurity--primary institutions--in a culture, through 

projective system-unconscious mental process. 




