
 
 

 
 

 
 

琳
 
(
 
)
 

 
 

 
 

ア
 
、
後
者
を
 

オ
ソ
 
ト
ロ
ギ
ア
 

 
 

析   

微 い て 体か か げ あ ブ 
づ か 行性 ら っ る る ぅ 
げ な っ の 直 た へ 。 イ 
る る た も ち 。 レ 面 的 

と と に へ 二 者 思 
の で 「 形者 に引レズの 考 

キ 考 

の と く シ そ 

な 当 だ が し 

ぽ、 顕 そっ 先 
ヤブ "- 

  
ス 結 立 

  

合 し 前 成れ を で所 思 

聖
霊
体
験
の
分
析
 

有
 

鉄
太
郎
 



（
 
I
 ）
 

 
 

 
 

体
的
 ・
現
実
的
で
あ
 

 
 

 
 

あ
る
と
、
 よ
 く
言
わ
れ
 

 
 

 
 

観
 で
あ
る
か
ら
と
言
っ
 

 
 

 
 

ヤ
ト
ロ
ギ
ア
が
歴
史
 

 
 

 
 

る
 論
理
で
あ
っ
て
 、
現
 

 
 

 
 

っ
て
現
在
の
時
点
に
立
 

 
 

 
 

言
 う
 な
ら
、
か
れ
ら
が
 

 
 

 
 

て
 自
分
た
ち
の
運
命
を
 

 
 

 
 

し
め
る
実
践
的
動
力
と
 

 
 

 
 

れ
は
重
大
な
問
題
と
な
 

 
 

 
 

思
想
の
深
ま
り
と
解
さ
 

 
 

 
 

は
な
く
、
創
造
と
終
末
 

 
 

 
 

て
 終
末
論
が
成
立
す
る
 

 
 

 
 

リ
プ
テ
ィ
ク
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

歩
を
誤
れ
ば
歴
史
の
論
 

 
 

 
 

と
 駆
り
立
て
る
も
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

行
動
が
民
族
的
敗
北
 

 
 

 
 

っ
た
 。
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
 

(1 節 )  2 



聖霊体験の分析 

 
 

 
 

教
説
 お
よ
び
受
難
 死
 

 
 

 
 

-
 
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
 ア
 

 
 

 
 

係
 に
あ
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

間
 に
は
断
絶
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
 ィ
 

 
 

 
 

エ
 ス
を
メ
シ
ア
 
と
信
 

 
 

 
 

う
 な
内
容
の
ア
ポ
カ
リ
 

 
 

 
 

調
整
を
含
ん
で
い
る
。
 

 
 

と
を
も
っ
て
、
イ
ェ
ス
 

 
 

 
 

こ
と
を
も
意
味
し
て
い
 

 
 

 
 

プ
テ
ィ
ク
は
、
あ
ら
た
 

 
 

 
 

い
 人
間
理
解
の
上
に
築
 

 
 

 
 

発
足
 点
は
 、
い
ず
こ
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
、
そ
の
出
発
点
 

 
 

 
 

口
 わ
ば
地
下
深
く
か
ら
 噴
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意
味
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
 

 
 

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
 リ
す
 

o
 ）
 

一
 



使
徒
 

エ
 ス
が
 

か
も
 頓
 

す
る
わ
 

い
て
い
 

ら
 、
そ
 

四
・
三
 

と
は
、
 

ス
の
 彼
 

体
験
な
 

し
力
た
）
、
よ
 

出
す
る
 

し
、
 か
 

べ
 き
 だ
 

に
つ
い
 

の
時
間
 

こ
と
が
 

一
 一
 

 
 

 
 

福
 土
日
書
は
 
、
ィ
 

 
 

 
 

活
動
が
そ
の
時
 

 
 

 
 

か
っ
た
と
論
断
 

 
 

 
 

い
 認
識
に
基
づ
 

 
 

 
 

に
 会
い
な
が
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
（
 二
 

 
 

 
 

肋
 き
で
あ
る
 

 
 

 
 

立
体
験
は
 イ
ェ
 

 
 

 
 

も
の
は
、
聖
霊
 

 
 

 
 

と
は
、
そ
れ
が
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
か
、
 

 
 

 
 

な
 主
体
性
を
起
 

 
 

 
 

重
複
を
避
け
る
 

 
 

 
 

え
ら
れ
た
史
実
 

 
 

 
 

ト
教
 思
想
発
展
 

 
 

 
 

ル
ケ
ー
で
あ
る
 

適
確
に
突
き
と
め
ら
れ
な
い
。
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聖霊体験の分析 

 
 

 
 

め
に
は
ギ
リ
シ
ア
的
 

 
 

 
 

そ
れ
が
全
面
的
に
誤
っ
 

 
 

 
 

ら
の
思
想
的
起
動
力
が
 

 
 

 
 

0
 発
展
は
全
く
異
質
的
 

 
 

 
 

が
ら
、
も
し
聖
霊
体
験
が
 

 
 

 
 

を
 求
め
る
こ
と
が
可
能
 

 
 

 
 

テ
ィ
ク
自
体
は
前
述
の
 

 
 

 
 

者
に
な
っ
た
の
で
は
な
 

 
 

 
 

ト
ロ
ギ
ア
的
思
想
か
ら
 

 
 

 
 

そ
れ
は
ま
た
、
た
ん
に
 

 
 

 
 

空
 状
態
を
後
者
が
言
わ
 

 
 

 
 

境
 ま
た
異
な
る
時
代
に
 

 
 

 
 

る
べ
 ぎ
で
あ
る
。
そ
し
 

 
 

 
 

自
身
の
思
想
的
起
動
力
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
の
自
主
性
 

 
 

 
 

ま
ざ
る
を
え
な
い
。
 
だ
 

 
 

 
 

れ
て
自
己
を
失
 う
か
、
 

 
 

 
 

げ
 つ
り
、
ジ
グ
ザ
グ
の
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

「ラ (139 Ⅰ 



 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
言
わ
ば
 

 
 

 
 

も
 呼
び
 ぅ
 
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

さ
れ
る
（
ル
ヵ
二
四
・
 

 
 

ち
ろ
ん
そ
れ
は
体
験
さ
れ
 5
6
 

力
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
 

そ
の
ル
カ
伝
の
語
は
使
 

 
 

 
 

対
応
す
る
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

た
 た
。
が
た
に
 
霊
守
陪
 

 
 

 
 

言
葉
 も
、
 
プ
ネ
ウ
マ
 と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ル
善
二
・
四
に
も
見
出
 

一
六
Ⅰ
「
召
さ
れ
た
者
 

 
 

 
 

と
 呼
ん
で
い
る
事
実
を
 

 
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
、
 

 
 

 
 

0
 冶
 ぎ
こ
た
る
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

同
上
四
・
二
 0
 ）
で
あ
 

 
 

 
 

な
 分
析
に
よ
っ
て
証
明
 

 
 

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

四
 

 
 

 
 

と
 言
え
る
。
 

 
 

 
 

 
 

れ
は
事
実
そ
う
で
な
④
 

 
 



聖霊体験の分析 

る
 。
こ
れ
ら
の
句
に
鑑
み
れ
ば
、
聖
霊
（
ま
た
は
 壷
巴
 

 
 

よ
っ
て
デ
ュ
ナ
ミ
ス
 と
 

 
 

 
 

、
こ
こ
に
強
調
さ
れ
て
 

 
 

 
 

打
 克
っ
て
自
己
を
貫
徹
 

す
る
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
 力
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

薫
 q
 目
 e
 の
）
の
で
あ
 

 
 

 
 

売
 の
ご
と
か
と
訳
し
 

 
 

 
 

る
 内
容
は
福
音
の
ケ
リ
 

 
 

 
 

が
 力
な
の
で
あ
る
か
 

 
 

 
 

し
て
自
己
を
開
く
こ
と
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
、
正
に
そ
の
 

 
 

 
 

、
 
）
の
で
は
な
く
、
力
に
 

 
 

 
 

か
ら
、
力
と
し
て
の
 霊
 

 
 

 
 

福
音
と
し
て
受
信
さ
れ
 

 
 

 
 

ろ
 、
そ
れ
に
対
し
て
，
 日
 

 
 

 
 

の
ぺ
 
で
は
 
0
 す
の
 
Ⅰ
 は
 戸
田
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

、
た
ん
に
語
を
連
ら
 

 
 

 
 

Ⅱ
う
り
 
耳
 自
ヤ
㏄
 
憶
 亡
卒
ト
市
 

e
 し
 

 
 

 
 

を
 感
じ
さ
せ
る
。
そ
こ
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の な 寺 わ し る げ で は 

  

を 「 要 口 を 述 

。 ぶい な 過た 

あ 容 

る と   
テ ラ 

6 % え だ 
の き ら げ 

  

  

  

つ志   
も % 良 と 。 こ の ィ 

， におの一 であ % Ⅰ 但し 。 

    



理義体験の分析 

  

 
 

 
 

の
 賜
物
で
 Q
b
 
（
 
q
 て
 
n
q
a
 
）
 

 
 

 
 

そ
れ
は
勿
論
パ
ウ
ロ
の
 

 
 

 
 

会
の
現
実
に
即
し
て
、
 

 
 

 
 

の
 体
験
が
い
か
な
る
も
 

 
 

 
 

で
き
る
。
 
コ
リ
ソ
ト
教
 

 
 

 
 

立
体
験
の
構
造
を
知
る
手
 

 
 

 
 

げ
で
は
な
く
、
十
四
章
 

 
 

 
 

0
 基
本
的
性
格
を
明
 

 
 

 
 

が
 然
し
凡
て
は
 柑
 依
っ
 

 
 

 
 

二
 
二
）
。
そ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

の
 ア
ガ
ペ
ー
を
原
理
と
 

 
 

 
 

き
，
 
な
 い
 異
言
を
語
る
こ
と
 

 
 

と
 勧
告
す
る
二
四
）
。
 

 
 

イ
ェ
ス
は
主
で
あ
る
」
と
の
信
仰
告
白
に
始
ま
っ
て
 、
 ア
ガ
ペ
ー
と
そ
の
 秋
 

 
 

 
 

体
験
で
は
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

甲
の
論
旨
を
念
頭
に
 置
き
 

 
 

が
ら
、
パ
ウ
ロ
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
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じ
と
言
わ
せ
る
も
 

 
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
、
十
字
 

 
 

 
 

ス
ト
と
し
て
の
栄
光
の
 

 
 

 
 

口
 
葉
を
聞
く
こ
と
は
、
 
信
 

 
 

 
 

な
ら
、
「
イ
ェ
ス
は
 主
 

 
 

 
 

る
も
の
で
も
信
仰
体
験
 

 
 

 
 

よ
る
体
験
で
あ
る
こ
と
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
聖
霊
体
験
に
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

肯
定
す
る
か
否
定
す
る
 

 
 

 
 

に
 関
わ
っ
て
い
る
。
 
と
 

 
 

 
 

い
る
。
聖
霊
体
験
は
主
 

 
 

 
 

主
体
内
体
験
で
あ
る
 筈
 

 
 

 
 

。
た
と
え
ば
復
活
に
つ
 

 
 

 
 

八
 Ⅰ
ま
た
 四
 福
音
書
の
 

 
 

 
 

限
界
に
立
つ
も
の
と
し
 

 
 

 
 

の
と
な
る
。
こ
れ
が
 バ
 

上
 



 
 

 
 

 
 

 
 

エ
 ス
の
復
活
を
主
観
的
 

観
 的
な
も
の
と
主
観
 

 
 

 
 

イ
ェ
ス
は
真
実
に
復
活
 

 
 

 
 

「
壺
皿
 
的
体
 」
（
 q
 め
モ
 
R
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
後
者
は
朽
ち
 

 
 

 
 

ハ
 
ル
 
ヒ
め
 
e
 ゑ
 モ
山
 
こ
イ
 し ち
 

 
 

 
 

と
は
神
の
国
を
継
ぐ
こ
 

 
 

 
 

る
 よ
 う
 に
、
両
者
の
間
 

に
は
断
絶
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

力
を
持
っ
も
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

ま
た
客
観
的
に
 仙
く
力
 

 
 

 
 

そ
れ
が
 よ
 り
深
い
次
元
 

 
 

 
 

る
 イ
ェ
ス
の
言
葉
（
 マ
 

 
 

 
 

験
さ
れ
た
力
と
し
て
 

 
 

与
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
却
っ
て
、
「
力
は
弱
さ
に
お
 い
て
全
く
さ
れ
る
」
 
黛
 

 
 

 
 

一
二
・
九
）
。
そ
れ
に
も
か
か
 

 
 

 
 

、
 力
の
体
験
は
た
ん
に
肉
体
 

 
 

 
 

っ
て
与
え
ら
れ
な
い
の
で
は
 

 
 

 
 

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
 場
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確
保
さ
れ
る
。
け
れ
 

 
 

 
 

ヱ
ク
レ
 シ
 フ
 の
全
体
に
 

 
 

 
 

れ
る
が
、
ま
た
自
由
に
 

 
 

 
 

統
一
と
種
々
 相
 、
秩
序
 

 
 

 
 

お
い
て
、
教
会
の
問
題
 

 
 

 
 

め
る
か
と
い
う
こ
と
に
 

 
 

想
的
 起
動
力
を
内
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
 両
 考
の
間
に
は
 

 
 

 
 

な
る
。
天
に
挙
げ
ら
れ
 

 
 

 
 

い
る
（
マ
タ
イ
二
八
・
 

 
 

 
 

ま
た
教
会
は
末
信
者
 

 
 

 
 

叫
 
る
よ
 う
 に
と
勧
め
て
い
 

 
 

 
 

一
五
Ⅰ
こ
こ
に
高
 5
 千
 

 
 

 
 

。
 従
 ハ
ノ
て
そ
れ
は
異
土
二
白
Ⅰ
 

 
 

 
 

持
っ
も
の
で
あ
る
。
 
聖
 

 
 

 
 

。
そ
の
矛
盾
す
る
も
の
 

 
 

ら
 指
向
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

セ
 



聖霊体験の分析 

 
 

 
 

き
、
ま
た
世
界
を
し
て
 

 
 

 
 

と
 福
音
伝
達
の
可
能
性
 

と
を
共
に
実
現
し
う
る
道
を
追
求
す
る
。
 

 
 

 
 

あ
っ
て
、
む
し
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
 ）
を
高
く
評
価
し
、
 

 
 

 
 

し
 神
に
語
る
た
め
の
も
 

 
 

 
 

Q
0
0
 

半
年
 

ふ
 ・
）
。
予
言
も
霊
 

感
 に
よ
っ
て
語
る
言
葉
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
 

 
 

の
場
合
に
も
、
 
霊
う
 

 
 

 
 

お
 げ
る
交
わ
り
の
た
め
 

 
 

 
 

れ
の
解
釈
（
か
力
下
心
 

桶
 へ
し
 

 
 

 
 

去
ら
れ
て
言
葉
を
超
え
 

 
 

 
 

て
 生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
 

 
 

 
 

も
の
と
考
え
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

一
人
称
を
使
っ
て
、
他
人
 

 
 

 
 

尊
重
し
て
い
た
の
で
も
 

 
 

 
 

の
 生
長
に
資
す
る
も
の
 

 
 

 
 

理
性
の
公
開
的
場
が
 

媒
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八
 

 
 

 
 

の
が
随
所
に
見
出
さ
 

 
 

 
 

%
 化
（
の
 0
 ダ
の
ヨ
蕎
ツ
 

（
田
の
 

p
n
.
 

 
 

 
 

た
し
の
う
ち
に
生
き
て
 

 
 

 
 

わ
た
し
た
ち
は
み
な
、
 

 
 

 
 

視
 さ
れ
て
い
く
」
（
 第
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

る
 霊
的
キ
リ
ス
ト
の
 映
 

 
 

 
 

0
 ち
目
恵
 ③
。
同
じ
動
詞
 

 
 

 
 

視
 
せ
し
め
ら
れ
よ
」
 

 
 

 
 

フ
ェ
ー
が
 装
 る
こ
と
）
 

 
 

 
 

、
ス
が
 人
間
の
在
り
方
を
 

 
 

 
 

る
 放
棄
に
 ょ
 る
の
で
は
 

 
 

 
 

に
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
 

 
 

 
 

）
も
 更
 新
さ
れ
た
理
性
 

 
 

 
 

た
、
 従
っ
て
一
切
の
人
 

 
 

 
 

論
理
な
れ
ば
こ
そ
、
 
そ
 

 
 

持
 P
 の
で
あ
る
。
 

 
 

い
た
の
で
あ
る
。
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聖霊体験の分析 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
、
そ
れ
 

は
 聖
霊
体
験
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

ス
マ
タ
 ）
に
 し
 つ
い
 十
 
Ⅰ
圧
抑
 

 
 

 
 

れ
は
い
ず
れ
も
、
聖
霊
 

 
 

 
 

体
験
の
力
学
の
う
ち
か
 

 
 

 
 

合
理
的
・
概
念
的
思
考
 

 
 

 
 

辞
 。
 S
 
を
す
ら
探
る
こ
 

 
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
｜
｜
 

 
 

 
 

一
 コ
リ
 ソ
 ト
ニ
・
三
一
の
 

 
 

 
 

釆
の
意
味
を
開
示
し
て
 

 
 

 
 

意
味
を
知
る
（
 巾
 
～
㏄
 
令
窩
さ
 

 
 

 
 

者
に
も
、
な
お
「
知
る
」
 

 
 

 
 

続
く
言
葉
（
二
・
一
三
）
 

 
 

 
 

も
ま
た
語
る
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

合
 、
わ
れ
わ
れ
は
霊
的
 

 
 

 
 

れ
 学
び
と
ら
れ
た
言
葉
 

 
 

 
 

は
そ
の
作
用
を
果
す
も
 

 
 

 
 

げ
 、
比
較
し
、
意
味
 づ
 

 
 

 
 

す
 困
難
な
も
の
と
さ
れ
 

 
 

 
 

験
の
力
学
的
構
造
を
認
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ら
 自
己
の
意
味
を
開
 

 
 

 
 

の
と
し
て
、
思
想
的
 起
 

 
 

 
 

た
く
し
の
主
張
は
 、
こ
 

 
 

 
 

験
は
 、
そ
の
両
者
の
間
 

 
 

 
 

が
 
「
真
理
の
霊
」
 
守
シ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

刃
 の
二
 
%
 ざ
仁
の
 
の
宮
口
 
ざ
叩
い
目
 

 
 

 
 

（
 オ
臼
臆
ざ
 
コ
ダ
 

 
 

 
 

よ
り
よ
く
 現
わ
 

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

集
 「
仏
教
と
文
化
」
 一
セ
ニ
ー
 一
八
 セ
頁
 ）
参
照
。
 

（
 
3
 ）
「
論
理
の
中
断
」
一
八
 セ
頁
 参
照
。
 

 
 

 
 

頁
 ）
一
八
 0
 頁
 以
下
。
 

ま
た
「
論
理
の
中
断
」
一
八
四
頁
以
下
。
 

議
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
 

 
 

反
す
る
方
向
を
指
向
 す
托
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

こ
と
」
 

G
b
 

口
沫
下
心
Ⅱ
 

め
あ
 

 
 

 
 

分
け
る
判
断
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

く
て
前
者
を
取
っ
て
 、
 

後
者
を
切
捨
て
る
た
め
で
あ
る
。
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「
ソ
ロ
モ
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 の
 智
 

慧
 」
 セ
 ・
三
八
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意
味
に
も
用
い
ら
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

要
 が
あ
る
。
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の か た い て れ っ 二 聖 儀 

  夫 

  示 は 部 因 が ギ の 方 態意 
し 京 介 結 、 り よ が 度を 

た 教 と 果 原 ス う な で 向 

ののしの則になさあ で 研て 分と起 風 れっ け宗 、 教 
あ 究 」 析 し っ 潮 て た そ の 
る に 緒 は て た と 釆 。 れ 所 

。 ずは に 誤 儀 機 』 た こ を 究 
） 何 発 り 礼 能 致 。 れ 象 に 
は 達 に は 生 し 宗 ま 徽 当 
さ す 尊 信 義 て 教 で と っ 
て る び 念 人 人 に ょ 見 て 一 

  

特 の で 生 形 の 信 は の ク 

に 発 あ す 或 問 余 情 意 リ 

宗 達 る る に で を 含 味 フ 
教 に と と 強 、 重 と や ・ 

的 お し の い 信 典儀 機 ブ   
な い 、 考 影 念 視 礼 能 う 

行 て 実 え 響 を す と を ゥ 

動 信 除 を を 第 ・る の 探 ン 

  
や 御 礼 ぃ デ い ョ あ こ な 
集 す と し ュ て l る と 着 
合 る そ か か   口 と で 眼 

的 " かれる 決をに ケ儀ッし ム礼 " " あ の つ - 
個 足 玉 ぅ も は で こ 
人 す 当 ド 、 そ は の て、 ｜ つま 

拘 る 化 ク 信 の 殊 画 こ   

儀 も し り 念 結 に 者 れ ま 

第 」） ず ネ｜ のよ 合 、 フ ・ 儀 と 果 で 宗教 の先 は彼 

を 儀 理 ， ブ 礼 あ 政 徳 が 一   
阿 

吟 社 化 ぅ と る 革 関 そ に 
味 待 す ゥ は と 以 係 の 宗 
せ 動 る ン 互 の 釆 に 学 教 
ね で 信 は に 見 頻 っ 的 的 部   

ら と は 間 に 多 頂 相 を と 

な 見 宿 題 関 く 何 度 通 し 重   
儀 

礼
の
 

1
,
 
ラ
ド
 

意
味
 

ク
リ
フ
・
 プ
 ほ

 

つ
い
て
 

ラ
ウ
ン
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
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儀礼の意味に   ついて 

 
 

 
 

と
し
て
、
次
の
三
つ
 

 
 

 
 

儀
礼
の
効
果
を
考
察
す
 

 
 

 
 

も
有
益
の
も
の
で
は
な
 

 
 

 
 

て
も
答
が
ま
ち
ま
ち
で
 

 
 

 
 

ま
た
従
来
民
族
誌
 家
は
 

 
 

 
 

の
 先
入
見
に
基
づ
い
て
 

 
 

 
 

的
に
求
め
る
こ
と
は
 儀
 

 
 

 
 

そ
れ
で
彼
は
儀
礼
の
研
 

L
1
 
口
 

 
 

 
 

る
 機
能
の
研
究
と
直
接
 

 
 

 
 

Ⅹ
。
 

@
.
 

レ
 

 
 

 
 

0
 井
目
の
要
務
と
し
 

 
 

 
 

し
て
、
 由
臼
 
Ⅰ
 毛
 0
 「
村
の
Ⅰ
 

 
 

 
 

な
 考
え
は
そ
の
後
も
持
 

 
 

 
 

目
だ
け
が
そ
の
文
化
 

 
 

 
 

供
す
る
こ
と
で
あ
る
な
 

 
 

 
 

卜
 
し
 い
和
い
ナ
ヒ
、
 

由
 
0
 玉
と
く
 
0
 「
 
ガ
 ・
 

 
 

 
 

象
宙
 。
目
の
Ⅰ
 

巴
ノ
目
で
 
q
 
の
の
の
・
 

 
 

 
 

っ
て
 、
 資
す
る
と
こ
ろ
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

肴
物
と
は
見
て
い
な
 

lg  Ul 曲 1 



 
 

 
 

習
俗
や
信
念
の
意
味
に
 

 
 

 
 

れ
毛
 0
q
 
片
の
結
果
に
 侯
 

（
 
8
 ）
 

た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
知
る
た
め
に
は
、
 

 
 

 
 

、
 彼
は
意
味
と
機
能
と
 

 
 

 
 

。
し
か
し
彼
は
意
味
の
（
 

る
 9
 ）
 

ま
 n
,
 
,
 ま
母
、
 

 
 

 
 

っ
た
 。
そ
れ
は
機
能
の
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
の
 

 
 

 
 

思
索
的
歴
史
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

結
果
を
宇
 え
 得
な
い
と
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

荒
唐
と
し
か
思
わ
れ
れ
 よ
 

 
 

 
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
 

 
 

 
 

能
 を
充
す
こ
と
、
ま
た
 

 
 

 
 

え
や
 そ
れ
ら
の
考
え
に
 伴
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

は
 、
一
九
 0
 九
年
か
ら
 

 
 

果
 む
さ
と
め
て
い
る
間
に
史
的
研
究
に
興
味
を
失
い
、
 新
た
な
方
法
を
模
索
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
た
な
道
を
拓
く
ほ
ど
 

の
 重
要
な
意
義
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
 一
 

 
 

 
 

ろ
 う
か
 。
彼
は
「
 

 
 

 
 

れ
を
言
葉
が
意
味
を
 

 
 

 
 

白
菜
と
同
じ
よ
う
に
、
 

 
 

 
 

や
心
的
態
度
の
組
織
 

（
 
l
 ）
 

 
 

 
 

が
、
 彼
の
兄
る
と
こ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
」
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
か
し
問
題
は
象
 

 
 

 
 

ソ
 島
民
」
に
お
い
て
 

（
 
4
 ノ
 

 
 

 
 

ず
そ
の
作
業
上
の
仮
 

と
は
次
の
五
項
目
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

個
人
の
行
為
は
社
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
組
織
の
情
操
 

対
象
に
な
る
。
 

 
 

 
 

人
の
中
に
発
達
せ
 し の 会 読 、 徴 、 め る 六 表 持 ァ 

(1 ㏄ )  22 



儀礼の意味について 

め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
を
代
々
相
伝
す
る
 

 
 

た
 情
操
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
の
説
明
は
わ
 

 
 

 
 

も
あ
れ
、
あ
る
行
為
を
 

 
 

 
 

関
す
る
仮
説
は
、
そ
の
 

 
 

 
 

十
ん
 

よ
 @
 
）
 
Ⅴ
 
0
 

 
 

 
 

た
 意
味
を
持
っ
。
 
例
 

え
ば
、
個
人
名
の
避
げ
ら
れ
る
違
っ
た
機
会
が
あ
る
。
 

 
 

」
の
習
俗
の
意
味
は
そ
の
 

 
 

発
見
さ
れ
得
る
と
想
定
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

、
服
喪
者
が
行
 う
違
 

 
 

 
 

味
を
説
明
す
る
で
あ
ろ
 

@
O
 

 
 

 
 

の
と
し
て
避
け
る
。
 

 
 

 
 

も
の
を
史
に
テ
ス
ト
 

す
る
も
の
と
し
て
次
の
規
則
を
か
か
げ
た
。
 

 
 

 
 

要
な
 類
似
が
あ
る
。
（
 

5
 ）
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な
さ
れ
た
、
そ
の
 日
 

 
 

 
 

通
り
、
彼
が
こ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
 

 
 

 
 

ら
ず
、
現
地
の
経
験
を
 

 
 

 
 

ず
し
も
明
瞭
に
持
っ
て
 

      

 
 

 
 

ぅ
 。
即
ち
あ
る
社
会
 

 
 

 
 

関
連
あ
る
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
も
言
い
表
わ
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

る
 地
位
に
お
い
て
、
 
即
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 ド
 
）
）
 

 
 

ト
 
o
o
 

 
 

ハ
 
ツ
 
0
 印
の
圧
 

ツ
ト
 

）
 目
ソ
 

・
 
ト
か
 
㏄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 
一
の
（
目
口
）
の
の
 

ロ
 ・
 
ト
 
印
の
 

（
 
7
 
 
）
三
の
日
 -
 
ぎ
乙
 ：
 ロ
 ・
 
ト
 
の
の
 

甘 1 駆 ) 24 



儀礼の意味 ヰ こついて  
 

 
 

目
的
が
意
識
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

そ
れ
が
単
な
る
表
現
の
 

 
 

 
 

も
の
で
さ
え
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

等
に
問
い
た
だ
し
た
と
 

（
ー
 
@
 

 
 

 
 

ま
た
ど
の
儀
礼
の
目
的
 

 
 

 
 

し
 、
事
実
ア
メ
リ
カ
・
 

 
 

 
 

行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
と
思
わ
れ
る
。
事
実
 

リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
が
 指
 

 
 

 
 

、
彼
等
は
自
ら
取
り
扱
 

 
 

 
 

ブ
ラ
ウ
ン
白
身
も
 、
 

 
 

 
 

て
、
 自
ら
の
見
る
と
こ
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

｜
ド
、
ナ
 デ
ル
、
リ
チ
 

 
 

 
 

ぅ
と
 努
め
た
。
た
だ
 現
 

 
 

 
 

る
こ
と
で
満
足
し
な
い
 

 
 

 
 

自
表
 と
観
察
者
の
見
方
と
 

 
 

 
 

分
析
、
儀
礼
執
行
中
の
 

（
 
く
 
い
 
u
 
）
 

 
 

 
 

故
 、
彼
が
目
的
の
探
究
 

 
 

 
 

。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
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判
断
の
避
げ
が
た
い
も
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

%
 明
を
構
成
す
る
が
、
 

 
 

 
 

ず
る
恐
れ
の
あ
る
表
現
 

 
 

 
 

の
で
は
勿
論
な
い
し
、
 

 
 

 
 

示
す
る
こ
と
で
能
事
 終
 

 
 

 
 

も
こ
れ
に
同
意
し
得
 

 
 

 
 

の
道
で
な
い
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

た
こ
と
に
つ
い
て
 ぼ
、
 

 
 

 
 

3
 人
間
の
意
図
で
は
な
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
 明
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

さ
れ
る
よ
さ
に
な
っ
た
 

が
 、
こ
れ
は
適
当
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

種
の
技
術
的
行
為
で
 

 
 

 
 

拡
げ
た
り
、
他
人
を
害
 

 
 

 
 

論
 、
口
上
そ
の
他
の
身
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

5
%
 

、
儀
礼
は
何
事
か
 

 
 

 
 

が
あ
る
と
想
定
し
得
 よ
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、
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
 

 
 

し
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

セ
め
 
オ
田
 
宙
 の
 曲
，
 
）
ゆ
 
り
べ
 
。
 づ
 ・
 か
 ㏄
 

 
 

で
 ・
㏄
㏄
 

め
，
 
㎏
 か
 0
 。
の
㏄
の
 

，
め
 
㏄
 か
，
 
の
か
 
0
 。
の
の
Ⅱ
 

（
 
3
 
 
）
 
勾
ざ
ヰ
曲
 
「
由
の
 
レ
 ・
Ⅰ
 @
 
の
日
の
ロ
コ
 
窄
 ，
口
口
・
 
p
 ）
は
 
1
 ビ
か
 

 
 

。
 づ
 ・
Ⅱ
）
）
 

て
 

 
 

 
 

せ
 ）
 
ト
 
）
 

つ
 

 
 

 
 

田
 の
 り
 ）
。
 せ
 ㌧
・
 
い
 か
㏄
 
1
 か
ゆ
 

 
 

（
 
7
 ）
 
勾
 p
n
 
す
の
 
（
伍
の
 
@
 
い
田
倖
 
：
 づ
 ・
）
 
ト
 ㏄
 

意
味
 

 
 

 
 

 
 

@
 
 
一
つ
・
 

め
目
 
㎏
・
）
。
 

L
.
 

Ⅱ
 

（
 
9
 
 
）
芝
田
 椋
 0
 コ
ト
す
乙
 "
 づ
 ・
 ゆ
 

儀
ネ
 

27  (rei) 

し
て
 

い
ら
 用

い
ら
れ
る
す
べ
 

れ
る
犠
牲
動
物
は
 っ

 こ
い
木
皮
は
安
産
の
象
徴
で
あ
 

黒
色
の
も
の
で
ほ
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
 （

は
）
 

り
、
南
 

と
さ
れ
 ア

フ
リ
カ
の
 バ
ソ
ッ
，
 人
の
 

る
が
、
そ
の
黒
色
は
雨
雲
の
 間

で
、
 

象
徴
と
 雨

を
降
ら
せ
る
た
め
の
 

（
 
り
り
ノ
 

解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
 供

犠
 に
用
 

こ
と
は
 儀
 

-
7
 
）
 

 
 

め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
 云
 

 
 

て
 、
目
的
は
そ
の
内
容
の
 一
 

 
 

整
序
さ
れ
も
す
る
。
そ
の
こ
 

 
 

も
 決
定
す
る
場
合
が
あ
る
 

 
 

約
日
的
に
従
属
さ
れ
て
い
る
 

 
 

フ
 ・
ブ
ラ
ウ
 
ソ
 が
ア
ン
。
 タ
 

（
 
田
 ）
 

 
 

あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
 
こ
 

（
Ⅱ
 

u
 
）
 

 
 

狙
 5
 日
的
を
象
徴
す
る
。
 
ソ
 

（
 
8
 ）
 

ぅ
 ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
儀
礼
 

部
を
成
す
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
儀
礼
の
 

と
か
ら
し
て
、
今
の
関
連
に
お
い
て
忘
れ
て
な
ら
な
 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
 、
 例
え
ば
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
 夫
 

八
 
9
 ）
 

と
 報
じ
て
い
る
。
従
っ
て
目
的
を
知
る
こ
と
は
象
徴
 

マ
ソ
 の
和
睦
式
の
意
味
を
容
易
に
発
見
し
得
る
と
し
 

の
こ
と
は
呪
術
儀
礼
の
場
合
は
一
層
明
ら
か
で
あ
 

ロ
モ
ソ
 
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
の
出
産
の
呪
術
に
玩
具
 と
 



四
 

 
 

 
 

を
 提
唱
し
、
そ
の
 

 
 

 
 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

者
 も
あ
っ
て
、
わ
れ
 

 
 

 
 

そ
れ
ら
の
存
在
意
義
 

 
 

 
 

 
 

お
 、
い
く
 っ
 か
の
問
題
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 含
ん
だ
「
意
義
 

し
 既
に
示
し
た
通
り
 

ラ
 ウ
ソ
自
身
も
「
 ア
 

る
と
、
そ
こ
に
は
 

代
り
に
用
い
ら
れ
 

語
の
日
常
の
用
法
 

 
 

 
 

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

め
 ㏄
㏄
 

 
 

ふ
 （
の
 
コ
コ
ざ
 
p
.
 
 

く
 0
 ㌣
㏄
 

0
.
 

）
の
の
の
。
 

づ
 ・
㏄
の
㏄
 

 
 

、
 ）
の
㏄
の
・
 

b
.
 

㏄
の
 

印
 

 
 

㏄
 0
 甲
 （
 
ず
 下
ヰ
 
笘
 0
 ㏄
・
 
か
ヰ
す
 
Ⅰ
 
日
 Ⅰ
Ⅰ
の
の
の
 

レ
 
0
 コ
，
ト
 
の
の
の
・
 

づ
 ・
㏄
の
の
 

何 の "  、 ノ "  」 ヤブ し な に わ 令 た 
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儀礼の意味について  
 

 
 

、
 久
し
い
こ
と
で
は
あ
 

（
 
ノ
せ
 

）
 

 
 

 
 

る
 。
Ⅱ
人
間
は
象
徴
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 持
っ
か
ら
性
質
上
家
 

（
く
 
し
 
）
 

 
 

 
 

味
で
 象
徴
的
と
見
な
し
 

 
 

 
 

的
 だ
と
見
な
さ
れ
る
。
 

 
 

的
と
見
な
し
得
る
。
 

 
 

 
 

ム
 研
究
の
』
権
威
で
 

 
 

 
 

ラ
 ウ
ソ
の
と
ら
な
い
と
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

式
的
 習
俗
の
究
極
の
説
 

 
 

 
 

含
む
こ
と
を
認
め
た
か
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

ト
ー
テ
ム
儀
礼
の
甑
 味
 

（
 
田
 ）
 

 
 

 
 

㈲
も
否
定
し
得
な
い
事
 

 
 

 
 

南
ア
フ
リ
カ
の
 ト
ソ
ガ
 

 
 

 
 

し
て
 分
 呪
し
、
祭
司
が
 

 
 

 
 

と
 母
の
兄
と
の
間
に
あ
 

 
 

 
 

フ
 ・
ブ
ラ
ウ
 ソ
 が
主
と
 

 
 

 
 

て
 欠
く
こ
と
の
出
来
な
 

 
 

彼
は
「
（
儀
礼
的
）
行
為
自
体
は
情
操
の
象
徴
的
表
現
 で
あ
る
。
」
と
か
、
「
 儀
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ぬ
セ
 笘
の
 ロ
ヨ
ヴ
 
ふ
口
内
の
 

 
 

 
 

@
 
 
Ⅱ
曲
コ
の
神
 

ト
 
C
 コ
リ
コ
Ⅰ
 

 
 

 
 

ト
 
の
中
か
・
㌧
 

屯
 ・
㏄
 
0
 。
の
 

N
.
 

目
 
0
0
,
 

ト
 
。
い
し
。
 

 
 

 
 

に
お
い
て
、
も
っ
と
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
都
合
 

 
 

コ
ロ
 
坤
ヨ
笘
臣
 
Ⅰ
匹
の
二
年
 

e
 Ⅱ
の
 
レ
 で
・
め
の
 

曲
 ・
）
。
 

 
  

 

 
 

意
識
し
て
い
る
も
の
 

 
 

 
 

蛇
 が
こ
の
島
民
に
と
っ
 

 
 

 
 

で
、
真
の
象
徴
と
見
な
 

 
 

 
 

徴
 が
夢
見
る
人
に
と
っ
 

 
 

 
 

云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

が
 働
い
て
い
る
と
い
う
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
 

 
 

 
 

な
し
て
象
徴
と
な
す
も
 

 
 

 
 

ぅ
 。
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ド
 

 
 

 
 

、
そ
こ
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
 

 
 

が
出
来
る
で
あ
な
 
。
（
 

5
 
う
 
）
 

 
 

か
 云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 
（
 
和
 
2
 ）
 

 
  

 



儀礼の意味に 

お の 発 
い 科 見 
て 学 の 
そ 的 た 
れ手 め 
を 続 の 
求 ぎ 標 
め に 準 
る 居 、 化 
こ い さ 
と な れ 
に こ た 

着 ら 技   
、 既未 

そ 述 だ 
の の 充 
た ょ 分 
め う に 

のに 方 、 発 達 
法 同 し 
正 一 て 
の 共 い 

規 同 な 

体内 則を 

実 で か 
出 講 か 
し 文 る 

た 仏 事 
の 要 ， 清 
で 素 の 
あ が 下 

  
な う 
な ド   

し ク 
て リ 

ハ ブ る   
そ う 
の ゥ 

  
Ⅹの （ た 」 

に め 
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ついて 

五
 

 
 

 
 

い
 。
そ
れ
と
い
う
の
 

 
 

 
 

て
見
て
も
分
る
も
の
で
 

 
 

 
 

て
は
平
常
考
え
な
い
の
 

 
 

 
 

も
あ
る
。
し
か
も
意
味
 

 
 

。
Ⅰ
・
㏄
の
㏄
 

 
 

 
 

Ⅱ
㏄
 
宙
幅
 
w
o
 
コ
 ㌔
、
 

v
 
0
 

包
・
 
ず
セ
 

巨
守
 監
 ，
 紺
 ・
 
p
 臣
 パ
ロ
（
の
 

偲
ミ
ダ
ナ
峯
 ，
お
お
。
 毛
 ・
 
ヨ
 。
 
乙
 

 
 

㏄
㏄
 

 
 

・
 
せ
 ・
の
 
べ
 
㏄
 

 
 

圧
し
Ⅱ
Ⅰ
 

弓
 Ⅰ
・
 
ト
 
。
ト
ー
ト
 

0
 ㏄
 

（
 
9
 ）
 ズ
ト
 
の
 
日
 @
 
づ
す
 0
 
 
ぺ
 
肝
コ
ネ
 
曲
づ
 
目
の
 
コ
 Ⅱ
の
で
ツ
目
 

宙
の
 
Ⅱ
の
 
"
 
せ
 ・
㏄
 
い
 の
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
巳
の
日
二
三
㌢
 b
.
 

㏄
㏄
 

（
 
ば
 ）
田
の
日
 -
w
 
田
色
 ・
。
 
せ
セ
 
・
）
の
の
，
）
の
 

づ
 

（
 
H
 ）
日
の
 ヨ
 -
 
円
ア
 0
 
 
レ
コ
ネ
 
リ
 ヨ
の
 コ
 （
の
 
亙
 コ
ロ
の
Ⅰ
の
，
 

b
.
 

の
㎏
 

か
 

（
 
M
 ）
 ま
 0
 ヨ
 ふ
 ダ
区
：
 
や
づ
 
・
 
び
 ）
の
 
ム
づ
 

 
 

い
 
の
「
Ⅰ
の
の
円
目
Ⅰ
の
の
・
 

ト
 
の
の
㏄
・
 

七
 ㌧
・
㏄
の
 

1
 
㎏
の
 



 
 

 
 

関
係
の
中
に
お
い
て
 

 
 

 
 

を
理
解
す
る
た
め
、
 他
 

 
 

 
 

の
 類
似
は
必
ら
ず
し
も
 

 
 

 
 

基
づ
く
に
違
い
な
い
と
 

 
 

 
 

材
料
に
決
定
的
に
限
定
 

 
 

 
 

か
く
て
彼
は
遠
隔
解
釈
 

 
 

 
 

合
 、
誤
り
を
避
け
る
 唯
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
（
 

2
 ）
し
か
し
 

 
 

 
 

性
を
想
定
す
る
の
は
 

 
 

 
 

が
 類
似
の
意
味
を
持
っ
 

 
 

 
 

行
わ
れ
て
い
る
。
一
般
 

 
 

 
 

り
 違
っ
て
い
る
。
そ
の
 

 
 

 
 

」
れ
の
プ
ラ
ソ
 と
 儀
礼
 執
 

 
 

 
 

で
は
重
病
回
復
の
た
め
 

 
 

 
 

相
違
は
結
局
、
太
陽
 踊
 

 
 

 
 

（
の
臣
の
同
 
似
 を
校
乱
す
 

 
 

 
 

%
 朗
す
る
こ
と
は
出
来
 

 
 

 
 

し
て
も
、
そ
こ
に
示
さ
れ
 

 
 

 
 

フ
 ・
ブ
ラ
ウ
 ソ
 が
 ア
 ン
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儀礼の意味について  
 

 
 

 
 

 
 

ウ
 ソ
が
採
用
し
た
こ
の
 

っ
 た
と
思
わ
れ
る
。
 
即
 

 
 

 
 

つ
ま
り
習
俗
に
意
味
を
 

 
 

 
 

の
を
相
互
に
比
較
吟
味
 

 
 

 
 

あ
る
。
（
 

5
 
）
こ
れ
は
彼
が
自
ら
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

る
と
、
結
婚
式
や
和
 

 
 

 
 

て
 拠
っ
た
の
は
、
先
に
 

 
 

 
 

て
の
場
合
に
同
 似
 の
 意
 

 
 

 
 

こ
れ
に
従
っ
て
研
究
を
 

 
 

 
 

に
 従
っ
て
 南
 イ
ソ
 ド
 の
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

ウ
 ィ
 

 
 

 
 

サ
 人
の
間
で
、
同
じ
 象
 

 
 

 
 

そ
れ
の
充
分
な
意
義
は
 

八
 
9
 ）
 

 
 

 
 

ヤ
ー
ド
の
記
述
も
 、
ヌ
 

（
 
0
 ）
 

 
 

 
 

し
て
受
 け
納
 れ
る
に
は
 

い
く
ら
か
 貫
蕗
 せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

。
彼
が
云
 う
 よ
 う
 

 
 

 
 

を
 定
義
づ
け
る
で
あ
ろ
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れ
る
粘
土
使
用
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
 -
 

 
 

縁
者
の
死
後
、
男
女
は
こ
れ
を
身
体
中
に
 

 
 

儀
式
で
、
若
者
の
身
体
に
 
0
 ぎ
を
水
に
 

 
 

め
に
用
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
自
ら
 

 
 

な
ら
ぬ
と
し
て
探
究
を
進
め
た
。
こ
の
 探
 

 
 

実
を
参
照
し
つ
っ
 、
 長
々
と
論
じ
た
。
 わ
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

内
記
号
で
あ
る
と
 云
 3
 が
、
な
お
そ
れ
 る

 。
彼
は
説
明
の
た
め
に
、
 

塗
り
、
ま
た
頭
に
塗
り
た
て
 

混
ぜ
た
も
の
を
は
ね
か
け
る
 

た
て
た
規
則
に
従
っ
て
 、
こ
 

究
は
彼
が
大
な
る
努
力
を
払
 

れ
わ
れ
は
 今
 そ
の
跡
を
辿
る
 

は
服
喪
者
が
生
存
者
の
世
界
 こ

の
粘
土
 

る
 。
㈲
 成
 

。
㈲
最
も
 

の
同
じ
 事
 

っ
て
な
さ
 

余
裕
を
持
 

か
ら
分
離
 

（
 
1
 ）
 

3
 。
と
こ
ろ
で
、
こ
 

り
、
ま
た
転
化
し
て
 

典
の
編
者
は
具
体
的
 

味
の
選
択
を
行
 う
 の
 

こ
と
が
当
然
予
想
さ
 

え
ば
、
ク
ロ
 
ゥ
 ・
 ィ
 

歓
喜
の
象
徴
と
も
な
 

ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
 ソ
 

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

ラ
ド
ク
リ
フ
・
 プ
 

 
 

 
 

あ
 

 
 

 
 

辞
 

 
 

 
 

意
 

 
 

 
 

の
 

 
 

 
 

例
 

 
 

 
 

ナ
，
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 

（
 
㎏
）
 

@
 

 
 

 
 

得
 

 
 

 
 

@
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儀ネ しの意味について  
 

 
 

、
そ
 

界
 と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

0
 表
 

 
 

 
 

お
い
 

 
 

 
 

る
と
 

 
 

 
 

の
力
 

 
 

 
 

示
し
 

 
 

 
 

、
彼
 

 
 

 
 

と
同
 

 
 

 
 

う
 に
 

 
 

 
 

あ
る
 

 
 

 
 

霊
の
 

 
 

 
 

し
 
1
 
Y
 
-
 

Ⅴ
 
ュ
ハ
 

Ⅰ
 

と
 保
つ
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
 （
 
円
 
4
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
分
 

 
 

 
 

舌
口
一
政
 

 
 

 
 

そ
れ
 

 
 

 
 

個
人
 

 
 

 
 

 
 

か の で し に   

し 社役 て 引 プ 
そ 会 Vc も き ぅ 
れ に 云 い つ ゥ 
で 対 わ な づ ソ は成 嬰 は する せれ い て 

情 よ   " じ が " を い て 現 れ 

  

生然 に粘 、 べべ る し水 と が   

き的 し 上苑た た と て めす 霊 
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習
俗
の
記
述
的
部
分
で
 

 
 

 
 

、
多
少
の
注
釈
を
加
え
 

 
 

 
 

が
な
い
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

ソ
が
 
粘
土
使
用
の
意
 

 
 

 
 

つ
い
て
で
あ
る
。
既
述
 

 
 

 
 

様
を
暗
示
す
る
も
の
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
れ
ば
、
彼
は
こ
れ
を
 

 
 

る
 
。
こ
こ
で
彼
は
仮
想
的
表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
、
 

し
か
し
そ
れ
は
彼
が
実
 

 
 

 
 

、
 彼
が
自
ら
の
観
察
に
 

 
 

 
 

特
定
の
模
様
の
使
用
に
 

 
 

 
 

く
の
違
っ
た
 

、
 明
ら
か
 

 
 

 
 

て
 
今
ま
で
海
亀
を
食
べ
 

@
 
Ⅳ
 
u
 

で
 
適
当
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

や
 
豚
を
食
べ
た
 

時
 

 
 

 
 

と
 云
 う
 
。
同
じ
よ
う
 

 
 

 
 

よ
っ
て
霊
界
と
の
連
帯
 

(1 冊 ) 縛 



儀礼の意味について 

直
接
動
機
を
与
え
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
毬
 ）
 

 
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
な
お
 

 
 

 
 

て
 嫌
っ
た
臆
測
仕
事
の
 

 
 

 
 

か
さ
を
見
せ
し
め
る
で
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
見
て
来
る
と
、
 

 
 

 
 

基
礎
に
立
っ
も
の
の
み
 

と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
そ
の
習
俗
の
特
殊
 

 
 

 
 

俗
の
特
殊
的
意
味
は
特
 

 
 

 
 

れ
が
ま
た
彼
の
行
動
に
 

（
 
め
 ）
 

 
 

 
 

の
 特
殊
的
意
味
を
求
め
 

 
 

 
 

え
る
こ
と
を
な
し
た
。
 

 
 

 
 

て
い
る
が
、
そ
れ
が
 先
 

 
 

 
 

説
い
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
 

 
 

そ
れ
に
は
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
 n
o
 
コ
 （
の
臣
に
即
し
て
、
 同
じ
習
俗
の
特
殊
的
 意
 

 
 

 
 

ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
 

 
 

 
 

ら
が
一
般
化
し
得
る
か
 

 
 

 
 

、
無
理
な
説
明
を
施
し
 

 
 

は
 起
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
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（
 
7
 ）
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
ー
）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
）
Ⅰ
 
9
0
 

士
 

（
 
）
Ⅰ
Ⅰ
 

ノ
杖
 

（
 
）
Ⅰ
Ⅰ
 

二
リ
 

（
 
1
 
6
 ）
 

 
 

の
 （
 
o
0
 
Ⅱ
内
の
 
0
 田
の
 0
 屈
 （
 
ア
 Ⅰ
二
色
 

ぎ
 。
 
ト
ゆ
肋
め
，
づ
 

・
べ
 
い
 

刃
ざ
ヰ
崔
ツ
ド
隼
ダ
ト
 

・
Ⅱ
 @
 
ハ
い
 

す
い
の
 

/
 コ
の
ロ
 

。
 
b
.
 

）
）
 

切
 

 
 

 
 

Ⅱ
 く
リ
 
二
の
中
Ⅱ
ざ
 

り
す
 
の
Ⅰ
 
年
 @
z
 
仁
 0
 Ⅰ
Ⅰ
 
臼
ぃ
 
㏄
 w
c
 
コ
 ）
㌧
Ⅰ
・
㏄
の
 

ト
 
ー
の
 
吋
 

 
 

0
 一
つ
㏄
 

ト
 
の
め
一
の
（
 

仁
隼
ロ
 

の
の
。
Ⅰ
㌧
・
 

ト
 
の
印
 
"
 ）
 
ひ
 
㏄
 

Ⅰ
 o
 毛
 T
.
 
 
オ
 ・
 
コ
 ・
 @
 
巾
ペ
 
～
 
ヨ
ざ
ぃ
 
Ⅱ
。
Ⅱ
の
 

宙
 ㏄
 ぃ
 
0
 臣
 ・
 
ト
ゆ
 
㏄
 
か
 ・
 
ロ
 ・
㏄
の
の
 

 
 

ぎ
 e
 
日
 "
 
ぎ
田
 ：
㌧
 
ワ
 め
の
の
 

1
 
ぎ
の
 

Ⅰ
Ⅰ
 

e
r
 

戸
レ
 

オ
ぃ
隼
 

二
口
㌧
・
の
田
印
 

｜
 
ひ
 
い
 
の
 

ぃ
隼
 
e
n
 
）
 レ
す
ソ
 

Ⅰ
Ⅰ
㌧
 
，
 
の
む
 

 
 

 
 

，
 ㏄
の
・
の
㏄
 

1
 
の
の
 

 
 

㏄
 o
o
 

 
 

目
か
㏄
 

 
 

 
 

と
に
よ
っ
て
、
意
味
 

 
 

 
 

ハ
り
幅
セ
 

Ⅰ
Ⅰ
・
 

り
ド
ツ
 

・
）
。
 

 
 

 
 

の
 信
念
や
習
俗
 

 
 

合
 に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
認
め
る
。
例
え
ば
、
彼
は
自
分
が
同
 じ
ネ
 グ
リ
ー
ト
の
 
一
 

 
 

 
 

Ⅰ
 田
笘
宙
 ・
 
い
 Ⅱ
 
0
 毛
 ㌧
 

 
 

 
 

俺
 の
み
を
取
り
出
し
 

 
 

 
 

と
す
る
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

下
 ・
 ニ
く
絃
 ・
の
 

0
.
 

日
 
の
め
の
，
Ⅰ
・
㏄
の
・
）
。
 

（
 
6
 ）
 
山
 
㌔
 e
 戸
 
（
 @
 
㌧
仁
田
 
的
笘
 
，
旨
の
 -
 
）
・
 
ぺ
三
 ・
 ト
 
0
 。
 
ロ
 ・
㏄
 
か
 

(172) 
8
,
 

3
 



 
 

 
 

に
 用
い
て
 

来
 た
が
、
 

 
 

 
 

徳
的
 
習
俗
と
技
術
的
 

習
 

 
 

 
 

習
俗
と
し
て
述
べ
て
 

釆
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

拍
 
を
も
っ
 

イ
 
し
し
た
。
 

そ
 

 
 

 
 

く
ら
か
手
の
込
ん
だ
も
 

 
 

 
 

た
ち
が
死
体
を
抱
い
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
に
そ
の
特
質
が
㏄
 

-
L
 

（
 
け
 ）
円
ら
の
 

日
 ㌦
 ま
 ㌢
や
・
 
罵
ハ
 
Ⅰ
 

穣
 ）
桂
の
日
 
臣
ま
 
㌢
 づ
 ・
 
ぎ
 ㏄
 

 
 

 
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
 土
 

 
 

力
 め
 信
念
に
求
め
る
の
が
適
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
 

 
 

（
 
れ
 ）
 刃
 申
伍
 
臼
 ヰ
中
空
い
 

q
0
 

ミ
コ
 
㌔
 呂
 ㌢
や
・
 
曲
ぢ
 



（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

と
 呼
ば
れ
て
差
支
え
な
 

（
 
5
 ノ
 

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

問
題
は
、
こ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
 ょ
 

 
 

 
 

極
 的
と
の
二
種
類
に
 区
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
お
い
て
重
要
な
形
態
 

 
 

 
 

た
め
に
呪
文
を
唱
え
か
 

 
 

 
 

う
 な
多
様
な
形
態
の
儀
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
そ
れ
は
 ア
ソ
ダ
 

 
 

 
 

そ
の
ま
ま
適
用
し
が
た
 

 
 

 
 

結
婚
、
死
と
い
っ
た
 、
 

 
 

 
 

行
っ
た
も
の
は
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

つ
い
て
で
は
な
か
っ
 

 
 

 
 

的
 行
為
の
意
味
を
発
見
 

 
 

 
 

ば
な
ら
な
い
 0
 こ
の
こ
 

 
 

 
 

ム
ほ
 つ
い
て
説
い
た
と
 

こ
ろ
は
今
の
場
合
、
示
唆
的
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

お
い
て
、
資
料
の
乏
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儀礼の意味について  
 

 
 

つ
い
て
、
現
段
階
で
は
 

 
 

 
 

の
 意
味
探
究
の
方
法
に
 

 
 

 
 

ぎ
が
儀
礼
に
意
味
を
与
 

 
 

 
 

れ
 得
る
と
い
う
の
で
あ
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

宙
 論
的
諸
観
念
を
規
則
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
ラ
ド
 ク
り
 

 
 

 
 

が
 神
話
と
結
び
つ
い
て
 

 
 

 
 

説
い
た
と
こ
ろ
が
、
 複
 

 
 

 
 

礼
は
舞
踊
や
歌
、
象
徴
 

 
 

 
 

0
 分
析
も
看
過
し
得
な
 

 
 

 
 

め
 が
ヌ
ー
プ
人
の
宗
教
 

 
 

 
 

上
に
は
宇
宙
論
的
思
索
 

 
 

 
 

、
儀
礼
解
明
の
鍵
を
神
 

 
 

ま
ら
な
し
と
明
主
生
口
し
た
の
で
あ
る
 

、
 

@
 
 。
 （
ー
）
 

I
 0
 

 
 

 
 

と
 、
そ
れ
は
研
究
者
 

 
 

 
 

適
切
と
思
わ
れ
る
方
法
 

 
 

 
 

扱
お
 う
 と
す
る
儀
礼
を
 

 
 

 
 

を
 心
理
学
や
社
会
学
の
冊
（
 

 
 

 
 

が
 意
味
発
見
の
た
め
の
 
如
 



 
 

 
 

し
て
彼
が
試
み
た
意
味
 

 
 

 
 

た
こ
と
は
、
こ
れ
を
 認
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

Ⅰ
・
㏄
㏄
 

（
 
2
 
 
）
 ぃ
 
宙
の
巨
 

ノ
 
"
 
い
 
す
～
 
&
 ：
 口
 づ
め
 づ
 
の
 ，
ひ
 
㏄
 
の
 

 
 

 
 

は
 宗
教
学
や
宗
教
 民
 

族
 学
の
文
献
に
お
い
て
も
、
多
く
の
場
合
に
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

ソ
 ・
ス
ミ
ス
が
こ
れ
を
 

指
摘
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
も
ま
た
同
じ
見
解
に
あ
っ
た
。
 

（
 
5
 ）
～
 隼
 0
 ヨ
 @
 
ぃ
 
江
口
：
㌧
Ⅰ
・
 

い
 か
の
 
1
 か
 
の
，
 
㏄
 
め
ぺ
 

 
 

o
 住
 e
 圧
せ
）
Ⅰ
Ⅰ
・
 

ト
 
の
め
・
）
切
切
 

 
 

（
 
ざ
 ・
Ⅱ
 力
 ・
 
レ
 ・
目
は
せ
 

0
 ㌃
 叙
ゅ
，
 

）
の
㏄
の
・
 

b
.
 

か
ト
 

趣
 

 
 

0
 の
 ロ
 
e
 圧
せ
 
"
 
Ⅰ
・
 
ト
か
丹
 

（
 
9
 
 
）
巳
の
日
。
 
ざ
寅
 ：
 づ
 ・
）
か
 

り
 

 
 

せ
 Ⅰ
・
㏄
Ⅱ
 

ト
 
ー
 
か
ト
ト
 

 
 

 
 

%
 す
る
と
い
う
特
例
 

の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
 

 
 

臣
 （
 
ア
 Ⅱ
。
Ⅰ
 

o
p
o
 

㏄
 ざ
 主
の
（
 
仁
 ネ
レ
の
の
）
Ⅰ
・
 

ト
 
の
の
 

（
』
 
空
ハ
 0
 、
九
、
二
三
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つ
い
 
「
 せ
 C 由
づ
笘
 

 
 

 
 

と
あ
り
、
意
味
 

を
 理
解
し
難
い
。
 

 
 

に
よ
り
・
Ⅰ
の
ま
 
色
や
 
「
Ⅰ
 
い
 り
の
…
 
と
孔
 
乱
む
。
 

ヤ
め
ぺ
 
，
 
p
 隼
 ゲ
オ
 ネ
 ・
の
の
 

ヴ
 ・
 ユ
 ・
ア
テ
二
 
%
 （
 
0
 ユ
，
 Q
 や
 い
な
 
・
 
b
.
 
㌫
 

 
 

 
 

テ
ィ
グ
ナ
ー
 

 
 

 
 

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 



ポ
ハ
の
Ⅱ
 

す
 ・
 の
 

 
 

く
 ）
Ⅱ
 
ダ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
 %
 ）
 

(w 笘 ) ㏄ 

V
 

 
 

 
 

ス
バ
ン
ド
ク
の
も
の
 

 
 

に
 見
出
そ
う
と
す
る
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

目
ハ
 

の
 
Ⅱ
 
す
甲
 

 
 

詮
 す
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
Ⅰ
）
 

メ
ト
 

）
Ⅱ
 
り
 
№
 
田
  

 

 
 

相
か
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

し
て
 

 
 

 
 

。
既
に
上
記
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
団
の
）
 

日
ぎ
 

 
 

 
 

笘
 Ⅰ
の
 コ
め
コ
隼
 
0
 

音
 
こ
の
日
ぎ
と
正
確
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

二
 
㌻
 モ
憶
 

 
 

 
 

と
し
な
い
 o
J
 

 
 

如
く
で
あ
ろ
う
。
 ｜
 認識
の
対
象
た
る
二
条
件
す
の
（
 

偉
 （
 
セ
笘
 と
 
沖
オ
 
臣
 Ⅱ
の
 
圧
セ
曲
 

 
 

 
 

ら
、
 之
も
認
識
 

 
 

 
 



7% 軌コ の 知覚 説 に対 サ   る ディバナー ガの 批判 

 
 

覚
の
定
義
の
意
味
し
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

げ
る
「
か
の
対
象
か
ら
 

 
 

 
 

、
 
従
っ
て
、
思
惟
を
離
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
1
 

ノ
む
 

（
 
3
 
）
㍉
め
く
Ⅰ
 

p
 
由
 
（
・
 

ガ
 
・
 
め
 

6 Ⅰ (1%) 



（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

的
 関
連
を
も
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

聖
書
的
根
拠
と
は
さ
れ
 

ナ 眠 降 に時 成 
る る 二 の お 代 立会 
た 他 世 
め 下 紀   

が 真 族 宣 キ 
あ に 的 教 リ   

サ 

タ ヘ 九   ぺ 

ン 下 0  一 
や っ 年   
ろ ぜ に 発 

  
逐 そ に 糸 

すれ ろ はれ よ 討 Ⅰ 目 た 

た谷 め ）、 ㈲ ャ ま 、 
な 死 キ 
ど 者 リ 

と へ ス 

解 の ト 

さ 宣 は 
れ 数 十 
て の 字 
い た（ 架 

め 。。 し - 。 、 巴の 死 

こ の ( 戸 )  " と 7 隻 
よ 旧 活 
ぅ 約 の 

にの キ聖、 間 

リ従 ス違 い わ 
ト を ゆ 
の 死 る 

陰 の 陰 
府 鎖 府 

  
の 解 者 
教放 の 

な や 酌 会 使 信仰， は 恵俊 ｜ 真理 

ア 

の の 性 徒 
古制 が 信 ロ 

白 約 あ 条 
な に る を 
な ょ こ 継 
し る と 承 

豊前 
て 神 を す 
い 話 認 る 

六 書 
る 約 め に 節 一 一   と - 一 
今 象 れ ま 
一 様 ば ら キ 章 ず なら 度新 式が 、     " 一 

ス   
ほ ら が か ト / 入 
問 ね 、 ら 

わ て 新 活 
ね い 約 げ 
て る 聖 る 
ぃ 。 書 公 
る し の 同 

。 た 証 的   

降 

  

額金 る て 
の は 信 い 
一女日 参き ろ 
っ 何 に   栄 
に 陰る なは 、 諸 信 
府 意 そ 条 
下 味 の の 
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こ
と
は
見
逃
さ
れ
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
信
条
に
「
 陰
 府
下
降
」
の
項
が
 採
 

た
 信
条
に
お
い
て
始
め
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 

く
 下
降
の
表
象
が
次
第
に
一
般
化
さ
れ
る
に
 

（
 
5
 ）
 

ら
れ
る
。
と
も
か
く
そ
の
根
底
に
、
十
字
架
 

１
 7
 が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
 

ズ
祖
 達
へ
の
宣
教
と
い
う
観
念
は
次
第
に
薄
 

て
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
（
 

6
 ）
 

し
か
し
、
十
世
紀
後
半
に
始
ま
る
中
世
 ス
 

抹
 す
る
よ
う
に
な
り
、
キ
リ
ス
ト
の
 陰
府
め
 

し
て
 ロ
マ
 ・
カ
ト
リ
 "
 ク
 教
会
は
「
キ
リ
ス
 

で
 教
主
を
待
っ
て
い
た
キ
リ
ス
卜
者
以
前
の
 

り
 」
の
理
解
の
も
と
で
、
し
か
も
ス
コ
ラ
 及
 

は
こ
の
地
獄
を
場
所
的
に
は
解
さ
ず
、
人
間
 

い
て
、
そ
れ
を
甘
受
し
こ
れ
に
勝
利
し
た
の
 

え
ね
ば
な
ら
な
い
矛
盾
の
た
め
、
』
さ
い
の
 

を
 キ
リ
ス
ト
が
神
の
前
で
受
け
た
審
判
と
し
 

順
序
に
つ
い
て
は
時
間
的
 
宜
ダ
 「
 
0
 コ
 0
 ）
 
0
 
性
 円
 

と
こ
ろ
で
一
五
四
四
年
に
 ハ
ソ
 ブ
ル
グ
の
 

 
 

味
を
失
い
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
を
意
 

 
 

 
 

 
 

の
口
の
（
 

目
日
 

、
（
 

8
 に
下
っ
て
往
 

）
そ
こ
 

き
 

 
 

教
 改
革
者
達
も
こ
の
「
地
獄
め
ぐ
 

 
 

重
点
を
置
い
た
。
例
え
ば
、
ル
タ
ー
 

 
 

て
 キ
リ
ス
ト
は
十
字
架
の
受
難
に
お
 

 
 

後
の
い
わ
ゆ
る
地
獄
め
ぐ
り
を
も
 教
 

 
 

で
あ
る
。
 力
 ル
ヴ
ィ
 ソ
 は
 陰
 府
下
降
 

 
 

条
 に
お
け
る
「
 陰
 府
下
降
」
の
項
の
 

互
に
で
は
な
く
、
即
事
的
に
理
解
し
て
い
る
。
 

 
 

府
下
降
は
賭
 罪
 と
謙
遜
の
業
で
あ
 

 
 

目
 
コ
メ
日
の
教
会
会
議
で
決
定
さ
れ
 

 
 

る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
 

 
 

る
を
得
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
 

 
 

わ
れ
る
よ
う
な
 排
 異
端
的
モ
テ
ィ
 

 
 

れ
 始
め
る
頃
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
 

 
 

全
体
の
救
 い
 を
意
味
す
る
も
の
と
し
 

63  (1W) 



 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
 

い
て
以
来
、
プ
ロ
テ
ス
 

 
 

 
 

の
か
。
そ
れ
は
十
字
架
 

 
 

 
 

指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
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で
あ
る
か
ら
 冠
峨
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
G
 も
 
臆
 
ず
と
や
 

e
o
 

遠
 
o
b
 

せ
 
魎
の
汀
 

註
の
対
比
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
 

  八節 -   

明 
ら 
か 
と 

さ 
れ 
る 
で 
あ 
ろ 

@O 

- 一四章人 

関
連
に
応
じ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

の
死
の
目
的
が
一
層
 

  節と キリストの 陰 府下降 

 
 

絆
 ）
 
ゴ
 参
照
。
 

二
 

批
評
的
問
題
 

 
 

文
 批
評
か
ら
着
手
し
ょ
う
。
 

 
 

は
中
 q
 か
も
づ
下
 
e
E
 只
 や
も
こ
出
色
 を
 附
加
す
る
 な
ら
ば
、
即
事
的
に
 

 
 

 
 

無
い
方
が
適
当
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
耳
一
 
%
 
即
の
 

N
q
 

黛
も
ぎ
Ⅱ
 

0
 の
 

 
 

 
 

は
 重
要
で
は
な
い
。
何
 

 
 

 
 

か
ら
㌔
㍉
旗
も
薄
せ
の
Ⅰ
 

と
丑
軋
 

ん
で
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
  
 

 
 

 
 

戒
の
全
体
的
 

 
 



手 間 ト はれ挿 が お （ 根木 
にを 讃 さら か手 段 る 。 (8) " る 入な " いェ拠釆  

 

 
 

。
そ
し
て
そ
の
 

 
 

 
 

を
 古
塁
旨
し
た
こ
と
 

 
 

 
 

的
 訓
戒
の
関
連
に
 

 
 

 
 

由
里
」
口
で
あ
っ
た
 

 
 

な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

を
 転
倒
し
て
 G
 を
 

 
 

 
 

む
 試
み
が
暗
示
さ
 

 
 

 
 

ノ
ア
の
日
に
」
 

 
 

い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

く
 者
と
解
さ
れ
 

 
 

 
 

こ
ろ
の
方
法
或
は
 

 
 

 
 

に
も
前
後
の
文
脈
 

も
 困
難
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
て
い
た
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

次
の
諸
点
か
ら
 疑
 

つ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
の
で
 勝
 

 
 

 
 

章
句
は
主
要
な
論
 

 
 

 
 

ゆ
 き
貸
ト
を
 
を
ゆ
山
 ヒ
錬
 Ⅹ
㏄
 

 
 

 
 

 
 

れ
た
。
彼
ら
に
 ょ
 れ
ば
、
㈱
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な
る
と
、
そ
の
断
定
は
 

 
 

Ⅹ
。
 

、
レ
 

 
 

 
 

要
素
で
あ
る
と
 思
 わ
 

 
 

 
 

p
 マ
ハ
・
三
八
、
 エ
 ペ
 

 
 

 
 

付
け
て
い
る
。
特
に
こ
 

 
 

 
 

は
 、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

考
察
す
る
と
き
、
二
 つ
 

 
 

 
 

テ
モ
テ
 前
 三
・
一
六
、
 

 
 

）
。
し
た
が
っ
て
一
八
節
怪
二
一
節
と
共
に
三
章
一
八
 ｜
 一
二
瓦
 
即
が
 ケ
リ
 ュ
グ
 

 
 

を
 暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

た
と
は
新
約
聖
書
中
、
 

 
 

 
 

る
 ケ
リ
 ュ
グ
マ
 の
神
学
 

 
 

 
 

活
 、
昇
天
を
示
す
 、
ぃ
 

 
 

三
六
 ｜
 四
三
節
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
救
抜
史
的
な
 、
 い
わ
ゆ
る
の
 倖
 0
 Ⅰ
 
り
 
（
 
円
 
4
0
 
レ
才
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

に
こ
の
ケ
リ
 ュ
グ
マ
 を
 

 
 

 
 

お
い
て
、
教
会
の
具
体
 

 
 

 
 

一
八
節
 と
 二
二
節
の
 

 
 

 
 

六
節
と
の
関
連
と
方
向
 

 
 

 
 

り
 挿
入
さ
れ
、
そ
れ
に
 

67  ( ㏄ け 



 
 

 
 

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

も
祭
 
ヒ
 
G
 Ⅱ
 
e
 も
 小
ィ
 
4
 モ
 札
 
Ⅰ
 q
 鮨
ち
ネ
か
 

や
 
e
 。
下
も
 
、
心
 

ミ
ド
の
的
 

ル
も
 Ⅰ
ま
丁
 
良
 Ⅱ
 ト
 

 
 

心
 
せ
 u
 

 
 

も
 巾
 
。
 
守
 
）
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
こ
の
語
を
著
者
の
 

 
 

 
 

ん
で
い
る
。
が
、
一
九
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

三
 一
節
が
著
者
の
 

 
 

 
 

糸
 を
も
つ
ケ
リ
 ュ
グ
マ
 

 
 

 
 

く
 一
八
節
後
半
、
一
九
 

 
 

 
 

承
 と
は
無
縁
の
伝
承
に
 

（
 
父
 
U
 
）
 

墓
 ず
い
て
い
る
と
す
る
推
察
が
有
力
に
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
見
出
さ
れ
る
。
（
と
 

し
 

 
 

 
 

し
な
が
ら
、
 
ェ
ノ
ク
書
 

（
 
Ⅰ
 
@
 
，
 
）
 

 
 

 
 

る
が
、
本
節
の
主
体
は
 

 
 

 
 

て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
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、一 （以上 Ⅱ 
の 二 
批 章 
評 一 

約 八 

  
5 節 

木 
ア 
キ 
ス 

  
が 
  
@ 
  

グ 
マ 

を 
内 
包 
す 
る 
キ 
@ 

ス 

  

讃 
歌 
よ 

@ 
の 

l ヌウ， 
用 
と 

思、 
わ 
れ 
る     

と、 

し 
か 
も 

そ 
れ 

69  ( 却 al 

三
 

釈
義
的
考
察
 

ヰ
 O
 

 
 

 
 

 
 

子
 ）
 
ざ
ハ
し
ダ
 

・
 
づ
 Ⅰ
の
 
曲
い
 
二
 
%
 
Ⅰ
 
0
 コ
 ）
 

 
 

 
 

包
ん
で
い
る
、
著
者
 独
 

自
の
証
言
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

e
 「
 
，
ロ
 
・
 ト
の
 
の
 

 
 

 
 

臣
 ㌔
 邑
 （
 
オ
笘
 Ⅹ
 こ
 ㏄
・
の
 

宙
 ・
 

参
照
。
 

 
 

証
言
が
神
話
的
物
語
の
衣
に
包
ま
れ
て
い
る
。
疑
い
も
な
く
、
 

フ
ォ
ル
ム
の
上
で
は
 広
 

 
 

 
 

っ
て
、
太
陽
 

 
 

二
与
 
Ⅰ
 か
 
り
Ⅰ
の
円
の
 

ハ
 の
地
獄
め
ぐ
り
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
吹
に
こ
 

れ
が
特
に
救
済
 

 
 

 
 

べ
て
の
神
話
 

 
 

 
 

）
の
 
パ
 ）
Ⅱ
ハ
す
の
 

コ
 ・
 

ヴ
 「
 
い
 
の
（
の
（
～
 

4
.
 

づ
 ・
 ロ
 ・
）
 
，
の
 
・
 
べ
 
0
.
 
4
%
 

昭
一
。
 

 
 

@
l
 

召
 
 
 

 
 

 
 

こ
の
題
材
を
ユ
ダ
ヤ
 

 
 

 
 

合
さ
せ
、
 そ
 

 
 

 
 

ハ
ム
 
姿
 昭
一
。
 

 
 

 
 



 
 

 
 

、
し
か
も
彼
の
死
 

 
 

 
 

と
そ
の
無
比
な
る
 
一
 

性
 、
決
定
性
を
告
白
す
る
。
 

 
 

 
 

種
々
の
 
異
解
が
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
が
ノ
ア
を
 

 
 

 
 

達
 に
宣
教
し
た
と
 解
 

 
 

 
 

の
 先
行
 詞
 が
与
格
で
 

 
 

 
 

関
連
さ
せ
る
べ
き
で
 

 
 

 
 

の
 震
央
の
と
こ
ろ
へ
 

 
 

 
 

。
さ
ら
に
㈲
、
時
間
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

節
 に
お
い
て
は
、
 

 
 

 
 

両
 対
句
を
分
離
し
て
 

 
 

 
 

す
る
の
が
テ
キ
ス
ト
 

 
 

 
 

ト
に
 即
し
て
い
な
い
 

 
 

 
 

し
て
弱
い
肉
の
領
域
（
 

 
 

 
 

び
 へ
の
下
降
を
意
味
 せ 八 で に も そ 的往 あ あ す通 ぜ 回 は 

  

 
 

 
 

 
 

の
 諸
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 

て
は
い
る
が
、
著
者
 独
叩
 
。
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宙
 観
に
 ょ
 れ
ば
、
宇
宙
 
卸
 

 
 

 
 

サ
タ
ソ
 の
住
む
 所
 
（
一
一
 %
 

 
 

 
 

 
 

て
 、
さ
ら
に
宇
宙
 じ
 

 
 

節
 ）
。
 

 
 

 
 

に
こ
こ
に
著
者
と
読
 

 
 

 
 

、
ユ
ダ
ヤ
黙
示
文
学
に
 

 
 

 
 

節
 参
照
）
と
は
同
一
視
 

 
 

閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
堕
落
天
使
 達
 と
解
す
る
 
G
 審
（
（
 

D
 ）
 0
 亡
臣
 
ア
臼
 
。
 し
 0
 目
の
の
の
（
（
。
 

 
 

 
 

を
も
意
味
し
て
用
い
ら
 

 
 

 
 

味
 さ
れ
て
い
る
と
し
て
 

 
 

と
の
 匹
毛
せ
コ
 
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

教
会
と
共
通
の
地
盤
 

 
 

 
 

Q
q
 ～
Ⅰ
は
 科
ヒ
ま
 
下
口
 
q
 （
 
マ
 

 
 

 
 

否
定
す
る
必
要
は
な
 い
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

つ
い
て
考
察
し
て
み
 

 
 

 
 

来
の
或
る
日
ま
で
待
ち
 

 
 

 
 

三
 ㍉
死
後
、
そ
こ
へ
 

 
 

 
 

る
 。
が
最
も
一
般
的
な
 



 
 

 
 

り
 
、
地
上
は
人
間
の
住
 

 
 

 
 

く
 
人
間
そ
れ
自
体
で
あ
 

 
 

 
 

る
 
。
し
た
が
っ
て
地
上
 

 
 

 
 

死
は
神
と
の
交
り
の
 

断
 

 
 

 
 

ョ
フ
 
一
四
・
二
 

一
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

が
ら
、
死
後
の
世
界
 

 
 

 
 

は
 一
方
そ
の
本
来
的
意
 

 
 

 
 

ル
火
水
 

釆
 
の
 
陰
府
 
観
念
、
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73 (207) 

  

， む で ま ( 二 ) 

  

  

あ 節 み が め 員 生 ぃ   

そ 。 論 理 百 - 。 スはー 、 に々 
し 自勺 

て に を な さ   
は な 

節 ら 

と な   
上ハぬ 押川 坪 
の し 
同 か 市 Ⅰ 
俺 沫 ケ ， 」 

  
盧接 、 続   

を 詞 

相 

た が 
  患 用 
味 い は 
で、 ら 新 

い て 

わ い 
げ る 

て こ 
し、 と 
ろ は 
と 五   

で 的 し の の 救 げ性 
、 応 て 復 伝 い     

復 受       

て る る 示証熟 の ら   

  
約 一 と プ い す さ の 
文 七 共 デ で る 、 一   

  
  
    

二る 三宝、 ㈲ り ス 者にそ はよし 
節 体 そ ト こ ろ て 



 
 

 
 

ハ
節
で
福
音
を
き
か
せ
 

 
 

 
 

丸
目
の
生
口
 

知
 に
よ
る
 鮎
抹
 

 
 

 
 

終
末
的
審
判
の
座
に
 

 
 

 
 

星
ロ
Ⅱ
 
し
 て
 ぃ
ヱ
リ
 
。
 み
工
 
Ⅰ
し
て
 

 
 

 
 

青
が
 宣
べ
伝
え
ら
れ
た
 

 
 

 
 

す
が
、
し
か
も
福
音
を
 

 
 

 
 

て
い
る
。
そ
し
て
 セ
節
 

 
 

 
 

告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
 

 
 

Ⅲ
っ
て
Ⅱ
 
リ
る
 
。
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
る
（
 口
 マ
一
れ
 

 
 

 
 

8
 者
（
フ
ィ
ジ
 ヵ
 凡
に
）
 
沖
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
み
る
な
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

味
 さ
れ
て
い
る
と
解
さ
 

 
 

 
 

。
こ
の
の
申
せ
 

セ
丑
玲
に
 

q
 も
 せ
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
が
死
人
に
宣
べ
 

 
 

 
 

若
へ
の
福
音
の
宣
教
と
 

解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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的
 把
握
が
貫
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

根
底
に
、
著
者
の
神
学
 
帥
 

 
 

救
抜
史
的
意
義
 

 
 

 
 

卜
者
に
対
し
て
、
 キ
 

 
 

 
 

九
節
の
証
言
を
想
起
し
 

、
今
一
度
い
わ
ば
補
註
解
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

降
の
事
実
性
と
宣
教
の
 

一
回
性
を
証
言
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
 彼
 

 
 

 
 

の
 同
じ
身
体
の
 

 
 

 
 

コ
 ・
こ
れ
 程
ま
 

 
 

 
 

て
は
い
 た
か
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

五
・
二
二
、
二
九
、
 

6
 の
一
 
/
 ぜ
と
 0
 つ
，
臼
 
（
・
 
ロ
 ・
）
 
の
の
 参
照
Ⅰ
 

 
 

 
 

の
ふ
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

ル
力
 
一
 0
.
 

 
 

 
 

が
 0
 日
日
空
）
 
宙
 「
 

 
 

 
 

一
つ
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

る
 0
 「
も
し
、
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

と
も
に
彼
の
 

 
 

ど
 。
 



 
 

 
 

一
一
一
節
で
罪
と
死
の
 

 
 

 
 

る
 新
生
と
聖
化
の
恵
み
 

 
 

 
 

、
す
べ
て
の
生
け
る
 者
 

 
 

 
 

お
い
て
占
め
る
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

べ
 伝
え
ら
れ
た
」
が
 三
 

 
 

 
 

て
い
る
。
ま
た
四
章
人
 

 
 

 
 

意
味
内
容
、
す
な
わ
ち
 

 
 

 
 

を
 与
え
て
い
る
。
か
く
 

 
 

 
 

さ
ら
に
 ゲ
シ
ヒ
テ
と
し
 

 
 

 
 

げ
る
こ
の
救
い
の
出
来
 

 
 

 
 

白
 す
る
者
に
終
末
的
 栄
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

は
 史
実
と
し
て
と
ら
 

 
 

 
 

活
の
間
に
生
起
し
て
い
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
 

 
 

 
 

が
 重
要
で
あ
る
。
そ
こ
 

 
 

あ
ろ
う
。
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日本における 民俗資料の地域差 29 見た祖先信仰 

 
 

 
 

 
 

し
の
学
問
分
野
の
主
流
 

 
 

 
 

ず
さ
わ
る
多
く
の
人
々
 

 
 

 
 

新
し
い
方
向
の
試
み
が
 

 
 

 
 

類
別
す
る
こ
と
は
困
難
 

 
 

 
 

和
 民
族
が
統
一
さ
れ
て
 

 
 

 
 

れ
を
継
承
し
て
今
日
に
 

 
 

 
 

れ
て
い
た
と
い
え
 ょ
 

 
 

 
 

占
め
、
そ
れ
に
対
す
る
 

 
 

 
 

お
こ
な
う
こ
と
な
く
 存
 

 
 

 
 

る
に
応
じ
て
、
反
省
や
 

（
 
@
 
Ⅰ
 
ノ
 

 
 

 
 

日
本
民
俗
学
の
科
学
的
 

77  (2111) 

 
 

の
 

 
 

仰
 坪

井
洋
文
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
研
究
を
進
め
る
と
い
う
立
場
は
 、
 

 
 

 
 

き
よ
う
。
 

 
 

補
助
資
料
と
し
て
好
都
合
な
成
果
を
提
供
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
2
 ノ
 

判
 を
も
た
ら
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
 、
 

 
 

 
 

し
て
比
較
し
、
そ
の
発
展
段
階
を
系
列
的
に
分
析
 記
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
の
で
き
る
資
料
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
 

 
 

 
 

 
 

げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

実
証
さ
れ
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
方
言
の
周
 

 
 

 
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

が
 多
い
し
、
そ
れ
が
ほ
と
 

め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 

の
 限
界
や
、
重
出
立
証
法
 

の
 研
究
態
度
に
内
部
的
 批
 

、
伝
承
文
化
に
お
け
る
 同
 

述
 し
て
、
日
本
民
俗
の
墓
 

ど
ま
で
共
通
の
知
識
と
し
 

か
し
、
そ
の
基
層
文
化
の
 

、
地
域
的
な
偏
り
や
 同
 

て
 、
日
本
民
俗
文
化
の
特
 

圏
内
分
布
が
日
本
の
言
語
 

の
 言
及
は
最
近
も
干
葉
 徳
 

な
く
、
他
の
伝
承
文
化
の
 

き
る
。
だ
か
ら
、
日
本
 民
 

立
場
や
 、
 他
の
科
学
者
の
 

日
本
民
俗
学
の
限
界
を
狭
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
 

(212)@ 78 



 
 

 
 

よ
り
、
単
純
な
発
展
 
段
 

 
 

 
 

の
 大
き
な
理
由
が
あ
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
民
俗
が
伝
承
 

 
 

 
 

に
 、
ま
だ
わ
か
っ
て
 
い
 

 
 

 
 

が
 、
日
本
の
常
民
と
呼
 

 
 

 
 

二
 つ
 に
は
、
伝
承
文
化
 

 
 

 
 

な
り
地
域
を
異
に
す
る
 

 
 

 
 

そ
の
伝
承
自
体
に
よ
っ
 

 
 

 
 

ら
か
に
す
る
こ
と
に
 
ょ
 

 
 

 
 

や
 地
域
性
に
よ
っ
て
変
化
す
る
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
文
化
を
対
象
に
す
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
基
本
（
 

7
 ）
 

ぬ
 
的
に
は
柳
田
氏
の
理
論
の
域
を
出
な
か
っ
た
が
、
 

 
 

応
え
る
た
め
に
後
っ
か
の
 

試
 

 
 

 
 

の
も
の
で
あ
る
。
干
葉
 氏
 

 
 

 
 

る
 。
「
民
俗
学
の
立
場
で
は
、
 

資
 

 
 

 
 

化
と
し
て
の
同
一
性
を
目
ざ
 

 
 

 
 

り
は
、
民
俗
学
が
さ
か
の
ぼ
 

 
 

 
 

一
体
と
し
て
の
形
態
が
ほ
。
 

ほ
 

 
 

 
 

 
 

た
 文
化
と
な
る
べ
き
で
は
な
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に
よ
っ
て
日
本
氏
族
の
 

 
 

 
 

日
本
民
俗
学
内
部
の
間
 

 
 

 
 

存
在
、
し
た
が
っ
て
 

地
 

 
 

 
 

わ
ゆ
る
古
代
日
本
の
復
 

（
 
8
 
）
 

 
 

 
 

承
 以
外
の
伝
承
文
化
に
 

 
 

 
 

ぅ
 説
明
だ
け
で
充
分
で
 

 
 

 
 

本
 古
代
に
お
い
て
は
 

交
 

 
 

 
 

在
し
た
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
 

 
 

 
 

過
程
に
周
囲
的
な
経
営
 

 
 

 
 

常
 に
お
け
る
局
留
構
造
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
日
本
民
俗
学
 

 
 

 
 

 
 

が
 問
題
に
な
っ
て
く
る
。
 

 
 

 
 

は
 上
も
大
き
な
修
正
 

 
 

 
 

あ
る
の
が
現
状
で
あ
 

 
 

 
 

俗
学
研
究
の
成
果
の
大
 

 
 

 
 

で
な
く
、
常
民
と
い
う
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目木における 民俗資料の地域差より 見た祖先信仰 

81  ( 幻 5) 

一
 一
 

 
 

 
 

、
死
霊
は
そ
れ
を
 境
 

 
 

 
 

は
 死
後
三
十
三
年
と
か
 

 
 

 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
の
 

 
 

 
 

た
め
に
弔
 い
 上
げ
を
 終
 

 
 

 
 

れ
る
に
至
る
と
い
う
の
 

 
 

 
 

の
 他
か
ら
 昇
 化
す
る
 過
 

 
 

 
 

て
 認
め
ら
れ
て
い
る
と
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

る
が
、
弔
 い
 上
げ
に
 至
 

 
 

 
 

心
 に
集
中
的
に
分
布
は
 

 
 

 
 

豆
の
八
丈
、
青
ケ
島
 か
 

 
 

 
 

氏
 と
最
上
孝
敬
 氏
 と
の
 

 
 

 
 

学
問
分
野
で
用
い
る
と
 

 
 

 
 

民
俗
学
の
研
究
目
的
の
 

 
 

 
 

に
 正
当
な
評
価
が
な
さ
 

 
 

 
 

識
 的
な
意
見
で
あ
る
に
 

 
 

 
 

単
 に
お
け
る
日
本
研
究
 

 
 

」
と
に
し
た
い
。
 



（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
も
と
の
共
同
 

 
 

 
 

い
 う
 。
そ
し
て
両
墓
制
 

 
 

 
 

え
て
い
る
か
ら
、
今
日
の
 

 
 

山
上
他
界
観
説
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

 
 

 
 

伝
播
し
た
こ
と
に
な
 

の
 問
題
と
は
、
西
南
 日
 

 
 

 
 

な
ど
は
両
墓
制
の
波
及
 

 
 

 
 

る
 聖
地
も
同
一
と
考
 

 
 

る
 民
俗
学
の
所
説
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
さ
え
あ
る
。
死
者
 

 
 

 
 

祀
 す
る
習
俗
な
ど
が
、
 

 
 

 
 

存
在
し
な
い
よ
う
に
 思
 

 
 

 
 

を
 説
明
す
る
こ
と
に
は
 

 
 

 
 

神
霊
の
降
臨
方
式
と
の
 

 
 

 
 

そ
の
祭
場
を
め
ぐ
っ
て
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
の
点
は
柳
田
 

（
け
 

に
 
）
 

国
男
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
動
か
ぬ
説
の
よ
 う
 で
あ
り
、
 

 
 

軸
 的
な
役
割
を
果
し
て
 

 
 

 
 

信
仰
と
田
の
神
信
仰
の
 

 
 

 
 

の
 菊
池
 と
 祭
祀
儀
礼
に
 

 
 

 
 

い
た
の
で
あ
る
が
、
 
柳
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日本における 民俗資料の地域群より 見た祖先信仰 

わ て 田 

「 た 田 え で か の 

信 な 
仰 っ 
と て 
出 会 
の に 

の 

に 体 

ろ は ヒ石 て だ 
は従 

門 下 
部 安 
や な 

ち い 
の た 
批 こ 

判 と 
が な 
金 物 
く 至正 口口 

無 る   
周 っ よ と る 。 承 の 石神 3 列 山 つ が を つ い 

圏て 5 品 と 若 の と 塚 と と の の い 指の た っ 
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約
 分
布
を
持
た
な
い
ば
か
り
か
 

出
入
り
と
い
っ
た
儀
礼
を
個
別
 

断
の
作
業
に
終
っ
て
し
ま
い
、
 

で
し
か
な
い
。
民
俗
学
に
お
 け
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
 

起
原
を
持
っ
の
か
単
に
歴
史
的
 

困
難
を
と
も
な
い
、
強
い
て
 柑
 

り
か
え
が
お
こ
た
わ
れ
る
結
果
 

若
木
迎
え
の
行
事
は
能
登
 地
 

る
 地
方
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
 

じ
 さ
っ
て
、
稲
作
の
各
段
階
に
 

フ
を
 用
い
て
観
察
し
た
場
合
に
 

る
 民
俗
現
象
が
対
象
と
な
り
、
 

変
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
 

た
 場
合
、
儀
礼
の
消
滅
や
衰
退
 

考
え
れ
ば
 よ
 い
か
問
題
と
な
る
 

存
在
し
、
そ
の
資
料
の
量
は
い
 

あ
る
が
、
田
と
家
の
往
復
は
西
 

農
耕
儀
礼
は
存
在
し
て
い
る
。
 

 
 

い
る
。
し
た
が
っ
て
若
木
迎
え
や
初
田
 拍
ち
、
初
 

 
 

な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
資
料
の
認
定
や
価
値
 判
 

 
 

系
列
的
先
後
関
係
の
位
置
ず
ば
と
い
う
基
礎
作
業
 

 
 

研
究
と
が
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
き
た
と
い
 例
 

 
 

事
の
並
行
現
・
象
に
注
目
し
て
、
各
々
が
別
個
の
 

 
 

い
が
、
そ
の
作
業
は
民
間
伝
承
の
場
合
は
多
く
の
 

 
 

と
 祖
霊
信
仰
の
よ
う
に
問
題
の
飛
躍
な
い
し
は
す
 

を
 招
く
。
 

 
 

ェ
ノ
コ
ト
と
 同
一
の
田
の
神
祭
を
お
こ
な
っ
て
 い
 

 
 

同
様
に
正
月
の
予
祝
的
呪
術
的
な
諸
儀
礼
に
は
 

 
 

・
。
分
布
を
示
し
て
し
る
 

Ⅰ
 

、
 

@
 
@
 
 
）
 こ
の
よ
う
な
カ
ル
ト
グ
ラ
 

 
 

め
 げ
ば
、
多
く
は
何
か
の
形
で
説
明
を
加
え
て
い
 

 
 

態
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
場
合
は
観
察
の
視
点
を
 

 
 

視
 的
に
周
 圏
 的
な
分
布
を
持
つ
儀
礼
を
対
象
に
し
 

 
 

劃
さ
れ
た
 興
 っ
た
形
態
で
分
布
す
る
儀
礼
は
ど
 う
 

 
 

来
す
る
伝
承
と
田
と
家
と
を
往
復
す
る
伝
承
と
が
 

 
 

か
ら
は
山
と
田
と
を
去
来
す
る
伝
承
は
全
国
的
で
 

 
 

に
も
若
木
迎
え
や
初
田
打
ち
に
は
じ
ま
る
年
間
の
 

 
 

圏
 的
に
分
布
し
て
い
る
か
ら
、
田
の
神
去
来
に
関
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日本における 民俗資料の地域差 よ り見た初．光信仰  
 

 
 

い
う
こ
と
に
な
っ
た
 と
 

 
 

 
 

注
意
し
て
、
そ
れ
が
 納
 

 
 

 
 

存
在
し
た
の
で
は
な
い
 

公
田
）
 

 
 

 
 

、
 埜
 p
 を
祭
場
と
し
、
 

 
 

 
 

所
が
屋
外
か
ら
屋
内
へ
 

 
 

 
 

無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
な
 

 
 

 
 

ら
れ
る
産
小
屋
と
い
う
 

 
 

 
 

関
係
を
見
る
場
合
も
同
 

 
 

 
 

信
仰
の
場
合
に
特
徴
的
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
二
系
統
の
神
が
 

 
 

 
 

証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

今
 な
説
明
を
加
え
て
 ぃ
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

す
る
と
い
う
日
本
民
俗
 

 
 

 
 

あ
る
の
な
ら
、
日
本
 局
 

 
 

 
 

霊
 信
仰
の
一
致
は
ど
の
 

 
 

て
い
き
た
い
。
 

（
以
下
次
号
）
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O 
一議連 

、 題臆   
度 十   
学 兄   
術 一   

      の 

整 
先 後 理 

方   法 
も よ 

達 士 理 
老 分 
0  @ 
件 四 

事 ムム 

ケこ 

時   
  

任 
す 
  
    

  
@ こ 

決 

    O 
  一議 報理 

、 題 
  吉 草 

会則 宗 「 本年 会則 

阿弟 す同 祭事 会 
金九 る 国十項 

数度 改改 譲国 こ 際 四 八 
研学正正 
究術 小の 
の 大 委件   
自 会員 に数 
由 潮合 
@, こ 日 報 
関変告   
す 更の   
るのィ麦 ア件 " 

  
  を 
ト 逐   
」 条 

  
0  審 時     

海 合奏 
ナ - Ⅰ 外 か加 

か ら者 
ら 支報 
の 出缶 

0
 評
註
貝
金
十
月
二
十
二
日
（
午
後
六
時
 ｜
 九
時
）
 

議
題
 

一
 、
会
則
改
正
の
件
 

 
 

ヤ
ァ
 

ヒ
 

 
 

 
 

十
八
 

-
@
 
。
 

 
 

金 

0
 埋
 ま
会
十
月
二
十
二
日
（
午
後
四
時
 ・
夫
時
 ）
 

議
題
 

』
、
会
則
改
正
の
件
 

改
正
原
案
を
逐
条
審
議
し
た
。
 

 
 

 
 

送
 

る
こ
と
に
し
た
。
 

理
事
会
議
ま
録
 会

報
 

0
 常
務
理
再
会
（
選
挙
背
理
委
員
 
ム
き
 

十
月
十
日
（
午
後
三
時
 ｜
 四
時
）
 

議
題
 

一
 、
会
長
選
挙
（
第
一
吹
）
開
票
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An Analysis of the Spirit-Experience 

Tetsutaro ARIGA 

This  essay is an attempt to analyse the spirit-experience of the pri- 

mitive Christians in order to see whether it contains within itself dy- 

namics for thinking. 

I. Christian thought cannot be said to have arisen as a result of a 

mere combination of the Hebraic and Hellenistic ways qf thinking. 

For Hellenistic Judaism, which represented such a combination, did 

not directly develop into Christianity although the latter owed so 

much to the former for the building up. of its thoughtworld. Nor 

is it quite correct to say that Christianity arose as  an apocalyptic . 

movement in Palestine and as  it spread into the gentile world it 

came into contact with Hellenism. Jesus and his message were much 

more than an apocalyptic movemnet. And through their spiritbx-. 

perience his disciples and their followers gained an insight into the 

unique character of Jesus and his work. Therefore, a key for 

the understanding of Christianity should be sought in the spirit- 

experience rather than in Jewish apocalypticism or in the process of 

Hellenization. 

11. What is then the nature of the primitive Christian spirit- , 
experience? It  is called an "experience" because it cannot be fully 

explained by means of conceptual thinking. But how did Christian 

thought arise out of the spirit-experience of the primitive church? did 

the latter passively yield to the influences of Judaism and Hellenism 

to b_e moulded doctrinally and theologically? Or, had it within itself 

an inducement for thought? The  writer takes the latter view and 

submits that the structure of the spirit-experience is such that its sub- - 

ject is inevitably incited to seek a solution of the tensions and pro- 

blems presented by it. It was such an  inspired subjectivity that appro- 

priated first apocalyptic symbols and then Hellenistic thoughts and 

ideas..-Not that i t  has always been a successfyl master-of i ts  enyi.ron: 



ment ; but it has  certainly ventured to experiment with concepts and 

ideas it came across. Only by running such risks has i t  been able to 

maintain its religious vitality. 

111. T h e  spirit-experience is characterized in the New Testament 

as an experience of power (dynanzis). Only by the "demonstration of the 

Spirit and power" could a person be persuaded to accept the gospel. 

But the evangelical kerygma called forth a response in the form of 

an explicit confession such as Kyrios Ie'sous. On the one hand there is 

a non-rational and indefinable experience of power. On the other hand 

there is a definite confession of faith made possible by the same ex- 

perience of power. There cannot but be a tension between the two 

poles. There is also a tension between the oneness of the Spirit and 

the diversity of the clzarismata that are found in the church as  the 

body of Christ. Furthermore, there is a tension between the church 

existing for itself without conforming to the world and the church with 

its message to be communicated to the ends of the world. Out of such 

dynamic tensions a thinking process has to arise. . . .by "comparing the 

spiritual with the spiritual." No doubt a reasoning power is presupposed 

here. T h e  Apostle Paul indeed talks about the "renewal of the nous" 

but never counsels a mere rejection of it. 

On the Meaning of Rite 

Shigeo ABE 

Dignaga's Criticism on the V&Zavidhi 

Definition of Perception 

Masaaki HATTORI 

In the VrSdavidhi, a book on epistemology and logic ascribed to Vasu- 

bandhu, the perception (prtyaksa) is defined as "tuto'rthid v+%cinai pr4- 

a 



tyakSamM. In the first chapter of the Prama'~asamuccaya, Digniga, after 

elucidating his own theory of perception, makes reference to t h i s .  VZ- 
davidhi definition. Keenly scrutinizing the denotation of the terms 'tatas' 

and 'artha' in every way, Digniiga points out the defect of this defini- 

tion, and lastly interpretes it adroitly from his own viewpoint. Th i s  

paper is intended for tracing carefully, with the help of Jinendrabud- 

dhi's commentary, the discussion developed by DignHga in the Pra- 

mci~asamuccaya, Chap. I. 

I Peter 111.18-IV. 6 and Christ's 
Descensus ad Inferos 

Kenei KIRA 

I T h e  Problem 

I1 Criticism of the text  

I11 Exegesis of I Pet. 111. 18 ff. and IV. 5, 6 

IV T h e  theological motif of Christ's Descensus a d  Inferos a n d '  its 

heilsgeschichtliche significance 

T h e  First Epistle of St. Peter is an  encyclical letter addressed to 

the christians dwelling in five provinces of Asia Minor, to exhar t  and 

encourage them in a time of trial. We  should notice however, the 

theological affirmation of the author : 

a) In 3 ; 18 he  makes them remember of the unparalleled Einmlichkit 

of Christ's death as  an  atonement and its completeness &d 
eternity. 

b) Vs. 21 notifies of the time the escatological and heilsgeschichtlic~ 

NOW that  is present a t  the resurrection of Jesus Christ who has  

conquered the power of sin and death;  the time when the ones 

who take part in the mercy of rebirth and sanctification by 

baptism, belong to the church; the time of Christ's ruling con- 
. - 

cealed. 

c) And in 4 ; 5  he  urges them to decide their ultimate attitudes 



toward God's escatological judgment to the quick and the dead. 

d) The mystery of Christ's Descensus a d  Inferos in God's Heilsgeschichte 
as above is witnessed in 3 ;19 and 4 ;  6: that is, "the gospel was 

preached" in 4 ; 6 corresponds to "he preached" in 3 ; 19 and the 

subject of preaching is Christ. And there the Einmalichkeit of his 

preaching is witnessed. Furthermore "the dead'' in 4 ;  6 gives to 

"the spirits in prison" in 3 ;  19 the new content and implication 

which is beyond the verbal restriction; that is, the Geschichtlichkeit 

of Christ's Descensus a d  Inferos and his preaching to all the dead 

in Sheol. Thus the death of Jesus on the cross as history and 

Christ's Descensus a d  Inferos and his resurrection as Geschichte are 

connected and united together as the event of salvation which 

occurred once for all in God's Heilsgeschichte. And this event 

decides "Now of Grace" in the time of the ruling of risen Christ 

who is present in the' Holy Spirit, and orientates "Now of San- 

ctification" to urge the ones who confess him in faith on the 

escatological glorification. 

We are not satisfied today with Article IX of Formula Concordia 

(1577). It would be a misunderstanding to regard the Descensus as  a 

mere mythology or to take it for a historical fact. According to our 

exegesis of the text, Christ's Descensus ad Inferos occurred between his 

death and resurrection. The author's interest, however, is not con- 

centrated on grasping Christ's Discensus chronologically. The Geschicht- 

lichkeit of Christ's Cescensus ad Inferos and his unlimitted preaching act 

in'sheol, especially the Einmalichkeit of his preaching to the dead are 

never too much emphasized. And at  this point can we find the heils- 

geschichtliche significance of Christ's Descensus a d  Inferos.. 

The Ancestor-worship, from the Viewpoint of 
Difference of Areas in Materials 

of Folklore in Japan 
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