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な
も
の
を
 受
 

 
 

 
 

受
容
を
可
能
に
す
る
力
を
 

 
 

 
 

信
仰
と
い
う
状
態
も
 、
ま
 

 
 

う
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

性
 に
つ
い
て
 

(
 
田
 

7
 

 
 

 
 

す
る
超
越
的
な
力
に
あ
は
 

 
 

 
 

こ
と
な
し
に
は
決
し
て
 

 
 

 
 

あ
る
人
に
た
い
し
て
、
 彼
 

 
 

 
 

生
の
可
能
性
に
た
い
す
る
 

 
 

 
 

も
そ
も
不
条
理
で
あ
る
か
 

 
 

 
 

の
に
よ
っ
て
も
克
服
す
る
 

 
 

 
 

る
 懐
疑
 や
 、
ま
た
究
極
の
 

 
 

 
 

の
 懐
疑
の
な
か
に
あ
り
な
 

 
 

 
 

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
 

 
 

力
 の
 う
ち
に
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。
 



以
上
の
べ
た
 

礎
 と
し
、
そ
し
 

グ
 を
前
提
と
し
 

面
に
お
い
て
、
 

て
も
っ
と
も
 深
 

は
は
じ
め
て
そ
 こ

と
か
ら
し
て
 

て
神
学
を
前
提
 

、
存
在
論
は
ま
 

真
の
意
味
で
の
 

く
観
察
さ
れ
る
 

の
本
来
の
意
味
 

 
 

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 は
 人
間
存
在
の
存
在
論
を
墓
 

 
 

同
時
に
、
神
学
は
パ
ス
ト
ラ
ル
・
カ
ウ
ン
セ
リ
 ソ
 

 
 

ぜ
な
ら
、
パ
ス
ト
ラ
ル
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
 

 
 

間
 存
在
の
情
況
が
、
も
っ
と
も
具
体
的
に
、
そ
し
 

 
 

の
 関
係
に
お
い
て
の
み
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
的
信
条
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
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は の う 可 ち 受 な ス カ 画 し る 
な で l 能 に 容 る ト な 者     

い あ は に こ に の う の の ヵ と 
か る 魅 すのおで かだ 真ゥ 云 

ら 。 ザる よ い あ   と の ソ Ⅰ 

で そ し 超 ぅ て る 力 丞 相 ス こ 

あ れ も 越 な な 。 ウ ラ 互 リ と 

  

最 パ な 力 そ 意 ゆ り な を こ き 

善 ス 人 は れ 的 る ソ の 支 の る 
の ト 格   と な む グ で え 力 で 
場 ぅ 者そ し も 理 自 あ 、 に あ 
含 め で こ て の 療 体 る 力 お ろ 
V ナ 甲   あ に 仮 に 法 が 。 ゥ い う 

お 力 っ お 定 な や 成 れ ソ て   
い ゥ た げ す り ま 立 し セ 自 そ 

  

カ リ す ウ と 療 に の の の 人 え 
ウ ソ ぐ ソ が 着 心 で両 罪 間 パ 

  
Ⅰ い 学 の い 性 な 人 こ な し か 
は て者 個 た に 次 間 の そ て ・ 

一 つ決あ はで 別 的でっに在者 めよ 元存画 しの て究ウ 力 

の し っ 存 あ て お の を 受極 ソ 
何 て た 在 る 左 げ 発 と 容 の セ 

俺窃り、 遠 ; 想 勇男再製寵子 
す ン ま 越 五 れ ゥ 次越 態性 は 
ぎ セ た す っ る ン 元 え 度 を こ 
な う 偉 る て 傾 セ にた を 実 の 
い l 大 も よ 向 り お 刃 文 呪 力 
0 目 な め り を ソ げ の え し に 
で 身 伝 で 。 も グ る も て て お 
あ な 道 あ パ っ が 充 と い い い 
る 力 者 る ス の 、 極に る く て 

。 ゥ で ゆ ト は そ 的 あ の の あ 

ソお スっ え に ぅ ルそ " のなるはで 恵愛 と " あ る 人 
リ た 、 ・ れ 着 容 い こ っ で 

にすこ l 9 そ力 ゥ ちゃと の ク突 う こ のてな 両、 げ 
媒 る で ソ 方 ぅ 現 と 者 そ れ 
分 泌 は セ 浅 々 と に を こ ぱ 
す要 カ リ 自 ヱ が よ 超 に な 
ろ は ウ ン 体 ソ 呵 っ 越 お ら 
の な ソ グ の ト 能 て し い な 
で か セ を ぅ の に パ た て い 

  



いわゆるパストラル・カウソ セリソグ の宗教的基礎について 

ナ ・ Ⅰ -     
  き 問し 悩た講 1 、 く の 上 、 

そ ヴ 
ね 、 ゾ 

中 心下 l 

で 口 

  

  
  

  
頁以 のの 

    卸 る ・新の しの   
15@ (349) 



  

は
 
し
が
 
ぎ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
書
 
と
し
て
認
め
ら
れ
て
 

 
 

 
 

び
 表
現
の
指
摘
に
と
ど
ま
 

 
 

 
 

と
審
 
き
の
歴
史
的
行
為
に
 

つ
い
て
の
基
督
教
的
便
信
の
提
示
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

の
中
心
と
独
自
性
を
明
 

 
 

格
 、
内
容
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

プ
ロ
ロ
ー
グ
釈
義
の
予
備
的
諸
問
題
 

 
 

 
 

 
 

部
分
は
本
論
と
如
何
な
 

  

 
 

け
る
 ロ
ゴ
ス
・
イ
ェ
ス
 

 
 

 
 

島
 

貞
 

 
 

雄 

(350)  Ⅰ 6 



 
 

み
れ
る
の
で
 

め
 
小
 る
 ス
 
フ
か
 
。
一
見
す
る
と
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
 

、
 そ
れ
自
体
で
完
結
し
 

、
 

 
 

 
 

部
分
は
 
、
 例
え
ば
ル
力
に
 

 
 

 
 

は
 「
こ
の
 
プ
 コ
ロ
ー
グ
の
驚
く
 

 
 

 
 

的
 意
味
で
の
序
文
と
し
て
 

 
 

 
 

お
い
て
は
使
用
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

余
 で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
 

 
 

 
 

p
 一
グ
を
 
、
福
音
書
記
録
完
成
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

と
は
出
来
な
Ⅰ
。
他
方
、
バ
ル
 

 
 

 
 

の
神
学
は
書
物
全
体
に
対
す
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 プ
ロ
ロ
ー
グ
と
本
論
と
の
 

密
 

 
 

 
 

コ
ロ
ー
グ
は
外
見
上
甚
だ
思
索
 

プ
 

 
 

 
 

に
あ
っ
た
こ
と
は
言
 

う
 ま
で
も
 

p
 
ゴ
ス
 

 
 

 
 

な
い
」
。
 

 
 

四
 

 
 

 
 

さ
れ
た
言
わ
ば
 追
て
 書
き
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
、
 
予
め
こ
 ム
 で
瞥
見
し
 

の
 哲
学
的
基
礎
を
形
成
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見
え
る
が
、
決
し
て
 孤
 

 
 

 
 

闇
 と
の
対
照
、
 
p
 ゴ
ス
 に
 

 
 

 
 

る
が
、
同
時
に
、
本
論
を
 

 
 

 
 

要
 」
、
又
は
、
記
者
の
 シ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

し
 っ
ュ
、
 従
っ
て
、
イ
ェ
 

 
 

 
 

の
 歴
史
像
を
離
れ
て
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
み
理
解
し
得
る
」
。
 
笛
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぁ
自
 
）
 や
り
 
8
 
み
 め
 く
 Ⅱ
 か
喰
禽
 Ⅱ
も
Ⅰ
 
ふ
 Ⅰ
も
も
 
卜
甘
 G
 Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
お
こ
う
。
 

も
こ
の
 ょ
う
 に
し
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
四
、
 

 
 

 
 

 
 

対
比
的
に
（
 五
 、
十
、
十
一
 

第
一
話
と
し
て
繰
り
返
さ
 

讃
歌
を
復
原
せ
ん
と
す
る
 

五
節
は
次
の
如
く
続
く
。
 

日
郎
 b
 ）
、
あ
る
い
は
 
第
 

い
 う
 確
信
の
光
に
お
い
て
 

加
 さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 

め
ら
れ
る
。
即
ち
 、
短
 

木
口
 
ト
づ
 o
 
 
や
 e
 の
 寺
 
づ
も
 q
 ぁ
 0
 「
Ⅰ
や
や
 
自
 （
せ
悪
。
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第四福音書 プ p 臣 ログにおける p ゴス ・イエス 

  

  
mo 
の Ⅰ 

  ム音 散 、 壬め 一口 9 ミ % 

叙様 
述 々 
  

、 09  は 
    のに 境 分 証 一一 暗ィあ 出講 型 敬 

処 て 
に い   

決 る Ⅴ つ P  " 一   ト ロ " 調 の 最 の よ "  一 
め が る   

し   

Ⅰ 学 神 に 口 る て ス 角革 化 - 、 
釈 

れ ゴ か も 美 を 上 も い る 
て ス 
い ネ と る 

の で と し ゴ ら 極 ど 
ゑ囲守 

mo の   

  

ゴ ・ 9  (3 ㏄ ) 



    

 
 

 
 

ロ
ゴ
ス
・
イ
ェ
ス
が
語
ら
 

 
 

 
 

に
 主
語
で
、
五
節
で
お
目
の
 

 
 

 
 

り
を
指
す
べ
き
代
名
詞
 

 
 

 
 

0
 の
が
意
図
さ
れ
、
ロ
ゴ
 

 
 

 
 

、
こ
ふ
 で
は
受
肉
の
キ
リ
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

故
 に
 、
 少
く
と
も
 九
｜
 

 
 

 
 

ば
 、
イ
エ
ス
が
歴
史
上
で
 

 
 

 
 

、
四
節
か
ら
受
肉
の
口
 

 
 

 
 

 
 

ピ
 善
二
章
六
節
の
如
き
 意
 

 
 

 
 

同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
 見
 

る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

め
て
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
 イ
 

 
 

 
 

げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 

 
 

 
 

或
る
歴
史
上
の
人
物
が
 

 
 

 
 

ト
の
 歴
史
 像
 に
支
配
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

益
 で
あ
る
。
 

ぃ
 。
が
、
そ
の
前
に
 、
 p
 

 
 

 
 

」
の
書
の
読
者
に
既
知
の
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第四福音書 プ aa 一グ におけるロゴス・イエス 

 
 

 
 

ぶ
 
Ⅰ
 ふ
 ㌣
 ミ
 0
 
の
と
語
り
出
 

 
 

 
 

一
般
に
思
索
さ
れ
て
い
た
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

守
口
づ
か
 

ノ
 &
 
弍
 
。
 
さ
 生
き
る
こ
と
こ
そ
人
間
の
目
的
で
 

 
 

あ
る
。
か
く
し
て
、
ロ
ゴ
 

 
 既

に
ユ
ダ
ヤ
教
の
知
恵
 

文
 

で
は
、
ロ
ゴ
ス
は
自
然
 

世
 

 
 ソ

に
よ
 
れ
 ば
 、
基
督
教
 
以
 

か
て
。
 
ゴ
ス
 
は
人
間
の
 

を
 与
え
る
原
理
と
し
 

 
 

 
 

り
 、
地
上
の
人
々
の
 

と
 

 
 

 
 

ト
ー
ラ
ー
が
こ
の
 

ホ
 ク
マ
 

１
に
相
応
し
、
世
界
創
造
、
救
抜
、
啓
示
に
関
係
す
 

る
討
 

O
 

 
 

 
 

想
 世
界
に
流
布
し
て
い
 

 
 

 
 

リ
シ
ャ
的
・
哲
学
的
か
 

、
 2 Ⅰ (355) 



 
 

 
 

し
て
、
只
管
 目
ゴ
ス
 
の
絶
対
 

 
 

 
 

）
も
の
か
の
 

音
轄
ピ
ミ
 0
 
の
二
節
 了
 

 
 

 
 

最
初
の
部
分
で
は
な
く
、
時
間
 

 
 

 
 

Ⅰ
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
、
 
創
 

 
 

 
 

 
 

示
さ
れ
、
そ
の
ぜ
と
一
切
の
 

 
 

 
 

ノ
 本
心
 
0
 
の
と
記
し
て
世
界
の
起
源
 

p ず る 教 と ば ィ れ ス 的異 
    。 徒 をな ェ て はか 教 

スい 千、 抑 

的 

  
  

エ れ 裁ズ 
ス 

  

釈 
ス 

義 
学 
的 
研 
究 
  

ぅ 。 ㈲ 威 る、 し シ者諸 
ャ が ぽ、 

  
プ さ で 約 6 め レ 化 戸 ダ 
P ね ち 異 こ れ の さ ゴ ヤ 

( 姦 56)  92 



第四 

 
 

 
 

は
 イ
ェ
ス
に
お
い
て
神
典
 

福音書 プ aa 一グにおけるロゴス・ ィ 

の 定 ス 
新 約はで宰我 でっ（ 如 せの 
聖 な あ ㌢ 々 く ず 流 

に ス 
つ の 薄 い   

い性簿る 。 

  単筆 
  

  

  

お Ⅰ 

    
    ， 規 

(35 の 

ニ ス 

 
 

 
 

ゲ
不
ス
の
 
主
張
す
る
ロ
ゴ
 

起
句
は
単
な
る
宇
宙
論
で
は
 

し
た
何
も
の
も
な
く
、
世
界
 

ァ
的
 
・
内
在
的
に
理
解
し
、
 

絶
対
性
が
意
図
さ
れ
て
い
る
 

さ
て
、
徹
底
的
な
意
味
で
 

で
は
、
 
p
 ゴ
ス
 は
神
に
対
し
 

も
而
ト
ぷ
 
も
の
か
の
曲
Ⅰ
㌔
 

ノ
ト
 
柁
も
の
。
 

 
 

イ
ェ
ス
の
人
格
と
言
葉
に
は
、
世
界
と
時
間
に
起
因
 

 
 
 
 

 
 

ス
テ
ィ
ス
優
二
八
五
 乙
 は
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
ス
ト
 

 
 

 
 

一
句
で
は
、
ロ
ゴ
ス
の
超
越
性
、
イ
ェ
ス
の
啓
示
の
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

置
か
れ
、
 
神
 自
身
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 

句
 を
も
っ
て
答
え
る
、
 

ふ
ノ
か
柁
 
0
 の
 音
 
丹
下
か
の
「
 
か
ヒ
 

 
 

、
 神
か
ら
離
れ
た
独
立
性
を
有
す
る
ロ
ゴ
ス
も
 

 
 

 
 

か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

い
る
」
。
そ
れ
故
、
こ
の
 



 
 

 
 

下
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
 

 
 

 
 

用
 で
あ
り
、
こ
れ
に
 ょ
っ
 

 
 

 
 

、
 福
 青
書
の
特
色
の
 一
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
 

 
 

 
 

 
 

記
者
の
主
要
事
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
 斡
 &
 （
「
 
ゃ
 

と
に
角
、
 
p
 
ゴ
ス
 
は
創
造
者
か
そ
の
媒
介
者
か
は
や
 

 
 

 
 

 
 

の
役
割
を
演
じ
て
い
る
悪
魔
や
他
の
こ
の
世
の
諸
刃
 
も
 

 
 

何
に
し
て
世
界
が
創
造
さ
 

 
 

福
音
書
に
お
い
て
一
 つ
 

 
 

ま
り
記
者
は
こ
 ュ
 で
宇
宙
 

 
 

 
 

の
 』
媒
介
者
で
は
な
く
 神
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

と
 神
と
の
関
係
が
 、
こ
ム
 

 
 

 
 

す
れ
ば
 
"
 
㈲
 

 
 

「
言
は
創
造
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

見
た
者
は
、
父
を
見
た
 

 
 

 
 

味
 で
の
み
、
も
め
㌢
 
寺
軌
 

 
 

 
 

啓
示
す
る
。
 

 
 

 
 

の
も
の
 守
 入
目
も
が
 
例
 

 
 

 
 

田
ダ
 
ハ
ト
③
。
か
く
し
て
、
 

世
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第四福音 昔プ ap 一   グ における ロゴス・イェス 

  
て ス の る ス は の 能光 ゴ 歴 グ そ   

しのに ゆ 故の 

く % Ⅱ 0 Ⅹ 

  

  
光 イ   

  

  簗 ( 鋳 9) 
 
 

 
 

こ
の
書
に
三
十
六
回
用
 

  

 
 

 
 

々
に
 り
 
8
 ふ
を
与
え
、
 彼
 

 
 

 
 

音
書
は
正
し
く
人
々
に
 こ
 

 
 

 
 

 
 

と
し
て
、
こ
の
句
も
 

は
 、
テ
ク
ス
ト
へ
の
読
み
込
み
で
あ
ろ
う
か
。
 



 
 

で
は
な
い
。
 

ぁ
 
o
q
 

モ
 
o
 
の
は
一
つ
の
純
粋
な
運
命
と
し
 

て
 q
 
沫
 
0
 
「
㌻
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
置
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
が
、
ア
オ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

証
人
と
し
て
い
る
故
に
 

、
 

 
 

 
 

っ
た
 
イ
ェ
ス
の
地
上
の
業
 

 
 

 
 

る
と
も
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

む
 き
 
。
Ⅱ
 

旗
ノ
い
 

百
 
n
q
 

。
ぁ
 

%
 
Ⅱ
 
Q
 

 
 

 
 

0
 世
 怪
 
対
す
る
勝
利
の
歓
 

 
 

 
 

者
の
原
意
が
何
れ
に
あ
っ
 

 
 

 
 

に
 
同
一
の
思
想
を
表
す
と
 

 
 

 
 

す
 方
が
 
よ
 い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

反
復
さ
れ
る
、
の
へ
の
Ⅰ
 

か
 

 
 

 
 

R
o
 

せ
は
人
間
精
神
及
び
 

宇
 

 
 

 
 

 
 

を
臆
 
し
、
 

審
 く
た
め
に
「
 

世
 

 
 

 
 

る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
 

大
 

 
 

に
 
闇
に
陥
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
よ
る
イ
ェ
ス
の
受
容
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第四福音書 プ巨 仁一バにおける 宇ゴス ・ イヱス 

 
 

記
者
に
と
っ
て
は
、
十
二
節
の
卸
 

キ
 
Ⅱ
ム
セ
。
 

8
%
 

Ⅱ
も
は
 

ぎ
 。
年
 

p
 を
持
っ
人
格
、
 

ナ
 

 
 

 
 

「
の
も
。
 

な
 
q
b
 

寸
 ㏄
の
Ⅱ
 

か
曳
 
Ⅰ
で
 

て
 
p
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

共
観
福
音
書
と
相
違
し
て
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

ダ
ヤ
教
で
も
密
儀
宗
教
 

 
 

 
 

神
の
国
に
入
る
こ
と
、
 

永
 

 
 

 
 

然
 的
所
属
に
も
、
律
法
 

遵
 

 
 

 
 

レ
ニ
ズ
ム
思
想
に
お
け
る
 

 
 

 
 

q
 
へ
し
 
を
ロ
ゴ
ス
・
 

イ
ェ
 

 
 

 
 

与
え
ら
れ
た
資
格
、
権
 

 
 

 
 

す
る
た
め
、
 

焉
賭
 せ
ず
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
実
は
今
や
再
び
最
も
 

 
 

 
 

わ
 け
 で
」
、
「
要
す
る
に
」
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
論
的
逆
説
も
別
の
 

 
 

 
 

的
 、
人
間
的
領
域
を
示
 

 
 

 
 

 
 

、
人
間
そ
の
も
の
を
意
味
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(362) 報 

者 の は 

  

お 節 神 ギ 

ふ 、 ノ丈 。 

  

い へ 
    

目 一 同 か 節 の に t, で と 

  
人 の 

くお 密 く   きまっ る   



  

プロロ（ グ におけるロゴス・イェス 

  

 
 

 
 

駁
せ
ん
と
し
て
い
る
よ
 う
 
㈹
 

 
 

 
 

に
お
い
て
も
、
 ヌ
タ
 ス
に
よ
っ
て
も
神
は
見
ら
れ
ず
、
 信

仰
が
イ
ェ
ス
の
中
に
神
村
 

 
 

 
 

る
 言
葉
に
屡
々
突
き
当
 

 
 

 
 

の
 何
も
の
も
創
造
に
関
与
 

 
 

 
 

か
 ㍉
 ダ
 せ
も
 
竜
 ㏄
 
ふ
 め
や
 岱
 
）
 
づ
 （
 
%
 よ
 

 
 

 
 

ト
ー
ラ
 一
 が
記
者
の
念
頭
 

 
 
 
 

 
 

 
 

セ
ソ
ト
 は
 て
 0
 
セ
 
0
 に
置
か
 

 
 

 
 

 
 

一
の
 間
 、
唯
一
の
道
で
あ
 

 
 

味
 で
、
彼
を
 モ
 o
q
o
 

弍
 m
e
 

や
の
も
の
 

&
 
の
と
表
白
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
 記
 

 
 

 
 

し
て
い
る
こ
と
は
、
 六
｜
 

 
 

 
 

と
か
ら
確
証
さ
れ
得
る
。
 
 
 

 
 

は
 ヨ
ハ
ネ
を
神
か
ら
遣
さ
 

 
 

 
 

想
像
さ
れ
、
ヨ
セ
フ
ス
に
 

 
 

 
 

 
 

見
ら
れ
る
よ
う
な
 メ
 シ
 ャ
 

 
 

 
 

を
 制
限
し
、
論
駁
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

た
っ
て
十
七
節
は
 

 
 

 
 

に
 散
見
出
来
る
 鴇
 

 
 

 
 

祝
 し
、
彼
を
除
い
て
は
 

  



 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
最
早
、
哲
学
 

 
 

て
 神
が
自
己
を
啓
示
し
 給
う
 た
こ
と
の
告
白
、
讃
美
、
 
証
言
、
傍
証
で
あ
る
。
 
こ
 

 
 

て
は
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

Ⅰ
の
田
口
 

ヱ
 0
 
目
 、
目
 
め
 白
の
。
 

づ
 ㌧
・
㏄
か
の
 

円
 

 
 

 
 

謙
 「
第
四
福
音
書
プ
ロ
 

 
 

参
照
。
 

 
 

 
 

0
 ）
 
o
 ㏄
 p
o
 
 

目
口
白
パ
 

ノ
 
（
 
0
 
プ
 0
 ）
 

Ⅰ
 
レ
 
・
の
・
 

め
レ
 
の
 目
 
・
）
 

と
訳
 

終
始
 

し ま 、 
た さ   
を ァゥ 三二ⅡⅡ 

ス 

  
な ( Ⅰ 003) 兵 

しで 更に 

よ 

然 し い O 

プ が 

  
  

  

  
  
ぽ、 を 
素 行 
で 為 

月 はな 

く 、 芭 ） 叶 

 
 

 
 

充
分
に
表
わ
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

各
曲
 巳
 ）
 や
 私
議
伝
達
 音
 

 
 

 
 

が
 ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
神
は
 

 
 

愛
し
、
 審
き
 、
救
い
、
生
か
し
 拾
う
一
 

 
 

 
 

い
 。
 か
ノ
 
Ⅰ
し
て
、
プ
ロ
 

臣
｜
グ
は
 終
結
す
る
。
 

結
語
 

 
 

 
 

の
蹟
路
 に
も
拘
ら
ず
、
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宙
コ
 甲
の
月
 由
ざ
 日
夕
 Ho
 
の
の
・
の
・
 

ニ
キ
 参
照
。
 

七
く
 
二
片
 
0
 口
㏄
。
 
0
 ㌧
・
 
わ
円
 
（
：
㏄
・
い
い
 

の
 

 
 

の
収
の
 

，
づ
 
・
 
い
い
 
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
め
倖
ざ
ぃ
 

0
 臣
 。
 ト
 
0
%
 
か
 。
 

ジ
 ト
串
参
照
。
 

口
口
）
（
日
の
ロ
ロ
，
 

0
 甲
住
 （
：
の
・
）
 

曲
 

 
 

 
 

の
の
。
の
・
 

A
 か
 小
参
照
。
 

い
偉
 
Ⅱ
目
の
せ
・
 

0
 せ
 ・
の
 
ぃ
蒔
 

・
）
 
で
 ㌧
・
か
つ
 

申
 

口
の
 
（
目
の
田
、
 

0
 や
住
ご
つ
 u
.
n
 
ニ
ま
 （
に
よ
る
。
 

い
 日
ヰ
日
の
巨
 

目
 ・
 0
 づ
 ・
の
 
ざ
 ：
の
 ，
の
 

(9)  (8)    (7)  (6)  (5)  (4)  
 

o
h
 
 

（
 
け
 の
の
 オ
ユ
 
の
 
h
.
 
 

い
 
の
か
 
0
.
0
.
 

㏄
。
の
 

 
 

め
 ・
 
ロ
 ・
Ⅰ
Ⅰ
 

抽
す
 
（
 
ヰ
 
0
0
 

Ⅰ
㏄
 

ダ
 Ⅰ
 
0
 甘
口
・
の
の
 

0
 の
で
 
と
 ・
 
い
の
印
 

0
,
 

Ⅰ
・
 

べ
 
㏄
 

 
 

日
車
）
 0
 す
目
 鱗
 
）
 
鰍
ゲ
卯
 お
参
照
。
 

 
 

口
 日色
 9
 
 ）
 
0
 ァ
リ
目
 
9
.
 お
お
。
の
・
 

H
 
 
参
照
。
 

 
 

 
 

め
バ
・
 
ロ
 の
の
・
 

円
ダ
の
 

 
 

 
 

 
 

0
%
 
ご
ト
 
の
㏄
㏄
 

，
づ
 
・
 
ロ
ベ
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

旬
ト
 
。
 
ロ
 ・
ト
ト
㏄
 

の
 （
 
H
p
 
（
 
ダ
目
ワ
の
 

ロ
コ
、
 
0
 口
 ・
 
n
 田
 
（
・
の
・
 

N
 ㏄
 

 
 

の
，
づ
 

・
 
の
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イ
ス
 は
五
節
を
ロ
ゴ
ス
 

 
 

ど
に
よ
る
）
。
 

 
 

ア
の
 0
 の
 
で
 の
㌃
）
の
印
の
・
七
 

つ
 ・
 
N
 の
㏄
 
申
 

 
 

 
 

/
 
し
 。
 宙
伍
 
，
 0
 づ
 ・
 伶
ぃ
 
（
・
 

"
 ㌧
 づ
 

い
 の
は
 
坤
 ・
）
。
 

㈱
㏄
（
Ⅰ
 曲
ヰ
す
 

日
の
ロ
コ
・
 
0
 せ
 ・
の
 
ぃ
 
（
：
の
・
㏄
 

ト
 

㈲
 
臼
 H
P
 

日
日
 

り
ロ
コ
 
。
 O
b
.
n
 

ぎ
 ：
の
・
 
揺
 

㈹
 
け
日
 （
ヨ
の
目
・
 

o
b
.
c
 

ロ
 
（
：
の
・
 

ゆ
 ・
 
お
 

 
 

 
 

以
後
の
書
物
か
ら
推
察
 

 
 

 
 

曲
 二
ロ
）
 
0
 ㌧
・
の
 

ざ
 ・
 
の
 

仕
 ）
 
片
 参
照
）
。
 

 
 

照
 。
 

 
 

 
 

と
 福
音
書
と
の
並
行
的
 

 
 

 
 

し
て
、
ド
ッ
ド
は
 

 
 

 
 

タ
 
）
 の
 の
の
・
 

p
 口
 ・
べ
の
 

曲
 

参
照
。
 

 
 

 
 

救
 極
論
的
）
。
 6
 。
 仙
戸
 

o
b
.
n
p
 

（
：
 

毛
 ・
の
 
づ
ヰ
 に
 
卜
 よ
る
）
。
 

 
 

 
 

要
素
が
認
識
さ
れ
、
 ホ
ク
 

 
 

 
 

の
日
笘
 

Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
の
目
目
 

円
 
@
 
 
モ
 "
 
か
田
 

 
 

 
 

ホ
す
 6
 日
（
日
当
 
ダ
 

0
 り
 ・
 0
w
 
円
 
：
の
・
の
）
。
 

 
 

 
 

歴
史
的
、
実
際
的
受
肉
 

 
 

 
 

ゆ
参
昭
 ）
。
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一目 も ソ 

も一 ア 

  
    

しる 

。 の臣 ・ 田 岸 倖 ャ 」 よ ァ てが い （   

  
    

神 
ま い 
㏄ つ き㌧ Ⅰ。 臣 

  
  か 降     

目口 舌 最 

          肝     
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縫
 

0
 づ
 ・
 n
 ロ
 
（
：
の
・
 

N
 へ
い
 参
照
）
。
 

 
 

0
 岸
 二
日
 捨
 ロ
ロ
・
 
0
 セ
 ・
 わ
 い
（
：
 

，
の
 
・
 
め
日
め
朋
 

㏄
 

 
 

甲
岸
 
）
（
 
目
曲
 コ
ロ
・
 
0
 づ
 ・
 こ
 ざ
：
の
・
 
い
の
 

 
 

 
 

る
が
、
こ
れ
が
 全
 

 
 

 
 

照
 ）
。
 

創
一
・
一
Ⅱ
 
宝
，
 。
 

 
 

、
 黙
 三
・
一
四
。
 

 
 

 
 

ぃ
日
憲
づ
 
参
照
。
 

 
 

の
 参
照
。
 

い
 /
 二
日
 け
 口
口
。
 
0
 づ
 ・
 O
 ぃ
 
d
 
：
㏄
・
い
 
の
 

 
 

◆
一
一
 

 
 

 
 

由
 ・
 田
曲
 
Ⅰ
。
Ⅰ
 0
 づ
 ・
 

 
 

0
 
 
ま
ム
 0
 ず
タ
お
組
 ・
 ロ
 ・
 
0
 か
片
 参
照
。
 

石
原
謙
「
上
掲
 書
 」
六
五
頁
。
 

 
 

 
 

肋
セ
，
 
0
 
か
 
句
作
 

 
 

 
 

的
 問
題
に
つ
い
て
 

は
 、
 毛
 9
 時
 O
 押
 O
Q
.
 
住
ダ
づ
 b
.
 
の
 0
 
曲
 ・
が
詳
述
し
て
い
る
。
 

 
 

口
 八
、
』
 

0
 
.
 

一
 0
 、
 二
 0
 
.
 

三
一
。
 

 
 

い
る
 0
 
 
り
 o
 宙
 P
 
o
o
.
 

臼
 d
.
 
づ
 ・
）
か
か
参
照
。
 

口
三
 （
 
日
自
尹
 
0
 や
・
 
n
 ロ
 
（
：
押
韻
 k
 の
参
照
。
 

 
 

、
四
六
。
 

口
 O
 由
 P
 
O
b
.
n
w
H
 

：
や
・
 

N
 の
か
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
二
四
、
ピ
リ
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㈹
 

力
 

偲
 

㈹
 

㈲㈹㈲㈹ 

三
・
三
 0
 。
 吋
三
 （
耳
目
 ダ
 
。
 ヲ
 。
 
F
 わ
 ・
 ま
 参
照
。
 

 
 

し
印
 め
 づ
り
目
的
 

と
ぃ
 
降
り
 0
 ダ
リ
ロ
ロ
の
の
・
い
 

の
 
か
の
・
の
・
）
 

串
 参
照
。
 

の
由
・
 ロ
 ・
 渓
 
6
 目
 お
ま
、
 0
 せ
 ・
 
n
 ざ
 ：
 づ
 ・
 お
 Ⅱ
参
照
）
。
 

 
 

 
 

女
 降
誕
へ
の
言
及
 

 
 

 
 

小
円
 
0
 の
 
ガ
ド
 
目
の
 
、
 0
 せ
 ・
 

 
 

7
0
p
H
 

：
 毛
 ・
）
 
び
 ～
 
牡
 参
照
。
 

 
 

リ
ソ
ト
前
デ
 五
・
五
 0
0
 

一
セ
 ・
 ニ
 。
 

 
 

 
 

 
 

の
神
Ⅱ
 

め
圧
ザ
 

（
口
ロ
ロ
ロ
・
 

0
 り
 ・
 c
 ぃ
 
（
：
の
・
の
Ⅱ
 

 
 

 
 

（
 
ぃ
臣
 
ぬ
の
・
 

ち
い
 ～
・
 
0
 づ
 ・
・
 鋳
 

  ヱ
 

㈲
 
り
 0
 仁
丹
 

o
b
.
n
 

㌔
：
 

づ
や
 ）
Ⅱ
 
め
由
 

イ
 

㈹
㏄
（
 rP
 圧
 す
 日
い
ロ
ロ
・
 0
 ㌧
・
 c
 ぃ
 （
：
の
・
㏄
の
 

  

㈹ ㈹㈹ ㈹ 

  

参 ・を後 一     も 

  

  
  斥ナ 

  

  

サま ソュ田シ ト 

  

  



㈱㈱㈹ ㈹㈹ ㈱ ㈹ ㈹㈹ ㈱ ㈲㈱ 働 ㈹㈹ 

6
 

め
め
 
㏄
 時
 ・
 

 
 

 
 

 
 

一
、
ハ
 ・
 四
 0
 、
九
・
一
六
、
一
 0
.
 
三
毛
一
一
・
四
 セ
、
 五
 0
 等
 。
 

 
 

 
 

 
 

O
b
.
n
 

由
 ・
・
 

Q
.
p
 

㏄
㏄
 

ら
 
れ
Ⅵ
 

一
四
・
九
。
 

 
 

の
の
 

 
 

 
 

Ⅰ
そ
れ
は
疑
問
 

 
 

弓
倖
 の
の
Ⅰ
。
 

サ
の
 
ロ
ロ
の
の
の
，
 

か
 
S
 。
 

 
 

五
九
二
 0
 、
マ
ル
コ
 ハ
 ・
三
八
、
 p
 マ
ハ
・
一
八
。
 尚
 、
 
0
 ロ
）
（
日
の
ロ
ロ
・
 

0
 ㌧
 

い
 い
 
*
 
：
 げ
駐
 参
照
。
 

 
 

舶
申
 参
照
。
 

 
 

 
 

岸
 0
 Ⅱ
）
 0
 ロ
 ・
 
0
 ざ
 ・
㏄
 

き
、
 N
 Ⅱ
参
照
）
。
 

 
 

 
 

い
る
 G
p
F
 の
（
・
 

0
 Ⅰ
 

0
 ぃ
 
*
 
：
㏄
・
㏄
鋲
 

0
 由
）
。
 

 
 

 
 

の
 ㌧
 ヲ
 ）
 0
 づ
 ・
 0
 ざ
 Ⅰ
 の
 

か
べ
 
由
 参
照
。
 

一
 0
 
.
 
セ
 、
一
四
，
 六
 。
 

 
 

 
 

の
外
の
全
て
の
 ギ
 

 
 

 
 

が
 、
実
質
的
に
は
、
 

 
 

 
 

 
 

ゃ
 に
 じ
 。
 尚
 、
 毛
 g
 （
 
n
o
 
尹
 0
 口
 ・
 ユ
 ダ
ロ
 口
 ・
 ま
 。
乙
由
参
照
。
 

 
 

・
 9
 
 
）
か
田
ネ
 

用
 

 
 

タ
イ
一
一
・
ニ
 ー
五
、
 ル
カ
七
・
一
八
 ｜
 三
三
。
 

か
 ・
の
 
0
 ザ
 ）
 
ゅ
 （
（
の
（
・
 

0
Q
.
n
 

～
（
：
 

縛
 お
参
照
。
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二
五
、
三
・
二
九
、
三
 
0
 、
三
一
、
五
・
四
五
 0
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
、
 

O
p
 

（
 
づ
 0
%
 
（
 
窩
 。
 
0
 や
・
 
住
こ
づ
 b
.
 
㏄
 
い
 ま
参
照
。
 

㏄
 由
 持
口
が
目
㌧
。
 

0
 ロ
 ・
 0
 
ざ
 ：
の
・
切
の
・
 

ロ
の
岸
 
e
 
（
。
 
0
 づ
 ・
 
0
 
ざ
 ・
の
・
は
㏄
 

専
 「
・
 
切
 
0
 
偉
の
㏄
の
 

ダ
パ
ぜ
ユ
 。
 
の
 の
 ア
ふ
 
の
（
 

0
 ダ
ト
 
の
め
）
。
㏄
・
 

ト
 
の
の
曲
 

0
0
 

の
ま
 

P
 
 
Ⅱ
の
目
の
田
・
Ⅱ
（
降
の
Ⅰ
 

づ
 ㊦
 ツ
ニ
ロ
、
 
㏄
の
 
ひ
 
・
 
面
 ㏄
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Ⅰ
は
し
が
 ぎ
 

 
 

た
め
の
重
要
な
一
つ
の
手
続
き
 

 
 

係
の
究
明
が
不
可
欠
な
こ
と
は
、
 

 
 

｜
ト
 
・
ス
ト
ウ
ー
 パ
 
G
 は
 a
r
 
ザ
 

 
 

な
ぜ
な
ら
、
バ
ル
フ
ー
ト
の
そ
れ
 

 
 

セ
 ー
タ
カ
の
原
始
的
形
態
を
伝
 ，
え
 

 
 

で
に
多
く
の
学
者
が
検
討
を
お
 

 
 

わ
れ
の
問
題
の
角
度
か
ら
、
当
該
 

を
 加
え
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

彫
刻
の
中
で
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
 

 
 

ぜ
な
ら
 ぱ
 、
 題
銘
が
 刻
ま
れ
て
い
 

 
 

 
 

一
世
紀
中
頃
）
は
た
し
て
ジ
ャ
ー
 タ
 

  

力 な と の こ て ほ 日 否 で 
と い い 

  

    

完成 る し に ろ そ   

ラ ジ て て な ら る れ 。 て 
か ャ い       の 
確 タ も た て る l ジ 手 
で 力 の に い 0 タ ャ 続 

ぎ なにに い ㈲村限 再窩 検 。 2) カ と タ ｜ の 
。 応 定 討わ し カ 中 

  

ジ
ャ
ー
タ
カ
 と
ボ
サ
ツ
 

 
 

 
 

本
 

洲
 
・
 

卓
 

杉
 

 
  

 

 
  

 

 
 



  

  

  

 
 

 
 

の
 断
片
が
あ
る
が
、
露
鋒
図
面
が
不
明
な
の
で
除
外
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

●
 
@
@
 

ノ
 

3
9
 

 
 

｜
 
タ
カ
 

  

 
 

 
 

て
お
く
。
印
度
 学
 仏
教
 

学
 研
究
第
九
巻
第
一
号
、
三
三
八
頁
参
照
。
 

 
 

 
 

江
山
ま
 
き
卜
耳
 ，
り
下
 
0
 の
 

 
 

p
q
p
 

岸
 （
 
，
り
 
オ
レ
ダ
）
の
）
 

ド
づ
や
 
・
㏄
 
ゆ
 
0
 
曲
：
 円
 ・
 
d
 ト
オ
ず
ド
 
の
し
 曲
ゑ
伍
甲
 
し
岸
 
Ⅰ
 ロ
ア
 
～
の
 

日
 H
 
臣
倖
ぃ
燵
 

・
 

 
 

 
 

す
の
 い
の
 
幅
 ト
ロ
コ
）
目
的
 

の
 

 
 

 
 

口
口
・
 

ト
 
ィ
、
ト
ゆ
 

Ⅹ
 
・
Ⅰ
 

 
 

 
 

，
お
き
、
逸
見
 梅
 

 
 

 
 

六
頁
、
 等
 。
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
し
の
 

ヰ
 
0
 
0
 

田
 （
 
ダ
の
 

 
 

 
 

お
 0
.
 干
滞
 博
士
 

 
 

は
 前
二
世
紀
末
 ｜
 一
世
紀
始
め
。
逸
見
 
梅
栄
 、
高
田
修
共
著
、
 印
度
美
術
史
、
三
 

 
 

便
宜
的
生
木
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

士
は
言
っ
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㏄
 

 
 

 
 

0
 
ォ
 。
Ⅱ
 

v
 
o
 

Ⅰ
・
 
う
ざ
 
④
 

 
 

 
 

、
前
掲
 書
 、
二
 0
 
 ㏄
 

セ
ー
 二
 0
 八
頁
。
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ノ
 

Ⅱ
 

 
 

0
 弓
 ・
パ
パ
 せ
 戸
の
，
 0
.
 Ⅱ
 田
 ・
の
 
e
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
女
が
描
か
れ
 

 
 

を
 合
掌
し
て
聞
く
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

彼
は
地
獄
に
赴
く
の
 

 
 

 
 

 
 

の
 偽
装
を
な
す
。
す
る
 

 
 

 
 

乗
せ
、
森
の
中
に
っ
 れ
て
 

 
 

 
 

げ
た
 
（
 
図
 右
下
）
。
御
者
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
お
り
、
彼
か
ら
 

 
 
 
 

 
 

 
 

る
 。
出
家
を
昂
揚
し
た
 

も
の
と
い
え
る
。
 

田
 
Ⅱ
 叫
 田
宮
の
 
O
F
 
o
 

や
ゑ
 （
・
 
ゃ
 ・
 
N
 の
の
・
 
之
 0
.
 

右
の
 

 
 

 
 

日
ロ
 
幅
 じ
に
な
っ
た
 と
 

 
 

 
 

で
 な
 い
 o
U
 由
三
｜
 

 
 

 
 

し
、
 Ⅰ
 由
 由
の
お
（
 
下
 

 
 

 
 

訳
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

正
二
三
、
 セ
 二
四
 a
 ）
 

 
 

 
 

き
 （
 印
 
メ
ナ
 Ⅰ
 
ぺ
 仁
｜
 

 
 

卜
 。
 や
住
ダ
づ
，
づ
の
 

・
逸
見
博
士
、
前
掲
 書
 、
二
 0
 二
頁
。
 

 
 

 
 

る
 男
と
彼
に
話
し
か
け
 

   
 

 
 

6
 
ト
パ
パ
 せ
 ・
 か
 ・
の
・
Ⅱ
 
田
 ・
㏄
 
8
 



て
い
る
。
 

 
 

t
S
e
 
 

に
照
合
す
る
。
 

 
 

よ
 
く
さ
い
こ
ろ
遊
び
を
し
た
が
、
 

 
 

り
、
 

 
 

 
 

 
 

セ
 
曲
コ
 

@
 
曲
 

 
 

寸
 
。
 

 
 

 
 

文
を
破
る
た
め
に
、
女
の
 

 
 

 
 

ゆ
日
ゆ
 

n
H
 
）
山
口
 

曲
づ
ノ
村
 

曲
目
 

こ
 
」
。
 

 
 

 
 

る
に
ち
が
い
な
い
と
 

考
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      そ憶ぢを 
い 同 l 役 

のの，   

  
    

父 

  
  
    
  

、 か ㏄ 

  

  

の 。 

oH 臣 

由 Ⅱ   

の ヨ曲   
日   ハ で 
Ⅱ 、 1,  1  あ 

与さ く 387) 

す は れ ず た と 

な こ (17 コ 

わ れ 女 (3)  (2)  ( Ⅰ ) 関係 のを 力し ょ、 者に 、  
 

 
 

じ
め
て
だ
ま
さ
れ
 

 
 

 
 

賭
 の
た
め
に
な
ら
 

 
 

 
 

彼
の
姿
が
認
め
ら
 

 
 

 
 

て
、
 仏
の
前
生
と
 

が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

め
ト
 
由
佳
）
（
 

い
 
の
の
 
す
 、
 0
 桔
ソ
 0 ぃ
 
（
・
 
b
.
N
 

の
 o
 、
リ
 
4
0
.
 

）
の
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 。
逸
見
博
士
、
前
掲
 書
 、
二
 0
0
1
 二
 0
 一
頁
。
 

 
 

 
 

こ
目
下
，
Ⅹ
・
 N
o
 

P
o
 
）
 
N
 。
 u
 づ
 ・
か
 
り
づ
由
 
・
干
潟
博
士
、
前
掲
 書
 、
二
六
頁
、
 

   
 

 
 

Ⅱ
 ぃ
 
9
.
 

㏄
の
）
 

 
 

 
 

を
 描
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ろ
の
牝
鹿
が
草
を
 



 
 

 
 

㌧
自
由
旬
 

か
収
ノ
 

ぶ
 %
 ず
甘
 
Ⅰ
 
曲
一
 

  

   
 

 
 

 
 

さ
せ
て
た
ど
る
と
次
の
 
ょ
 

う
 に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

、
そ
の
み
ご
と
さ
に
 
感
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

娘
 の
 夫
 と
な
る
に
は
く
 日
ダ
甘
 
q
p
 
 

の
心
臓
を
結
納
 と
 な

り
、
仮
病
を
つ
か
っ
て
 

し
て
持
っ
て
く
る
べ
 
き
こ
 

 
 

の
を
利
用
し
て
、
五
人
の
 

 
 

 
 

0
 尾
を
 っ
 か
ま
せ
、
自
分
 

 
 

 
 

、
 崖
か
ら
さ
か
さ
に
し
て
 

 
 

 
 

曲
 に
説
法
し
て
改
心
さ
 

   
 

Ⅱ
ー
 
ノ
 

 
 

の
 ・
 づ
ゃ
 の
・
㏄
 8
 

0
 甲
 
。
 
ざ
 ・
 ワ
ぷ
 。
逸
見
博
士
、
前
掲
 
書
 、
二
 0
 三
頁
。
 

 
 

w
w
.
 

す
汀
 斤
の
（
 
く
 ・
 
い
 
の
㏄
崩
し
 

㈲
名
主
 ぎ
 田
の
 
3
 古
江
 日
 ㌣
 モ
 0
%
 村
客
 七
目
・
に
 ま
 ・
）
 

㈲
大
正
二
五
、
一
八
三
 a
 。
 

㈹
大
正
二
四
、
一
山
八
一
 
a
 。
 

 
 

 
 

㏄
 0
 
 
Ⅱ
 
0
 臣
オ
ウ
せ
芭
 

ム
田
 

臣
 的
の
・
 

㌧
 す
臣
 
0
 ロ
 
0
 ㏄
 
ぃ
 
c
 
笘
 H
 
臣
宙
ト
 

の
 
曲
，
 
㏄
・
 
ト
 
（
 か
 
。
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サ
 

ポ
 

 
 

の
 結
果
次
の
 

 
 

の
 内
容
は
 、
 

西
 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

   
 

よ
う
な
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

傾
向
が
あ
る
、
と
⑱
 

5
5
 

Ⅲ
 
芭
 ，
屯
田
 
鱒
 の
の
 
ゲ
 。
 0
 下
色
 H
.
 
b
.
N
 

の
か
。
 

z
0
.
 

乙
 

 
 

 
 

三
三
 b
 Ⅰ
 
雑
 宝
蔵
経
 

 
 

は
 照
合
せ
ず
、
除
外
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 兄
ょ
 O
 せ
 w
p
 
口
 H
p
 と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
今
は
こ
れ
に
し
た
が
 

 
 

面
が
 刻
ま
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
と
の
 目
 コ
ロ
 
ぃ
コ
 
㏄
 ゲ
麓
日
の
 

区
切
り
方
は
適
当
で
な
い
と
言
え
る
。
 

 
 

 
 

下
 ・
 
パ
 ・
の
 

0
0
 

ヨ
目
ゅ
円
 

 
 

0
 エ
ー
コ
 0
 三
頁
。
 

刊
 
0
0
 

片
田
守
の
し
 

P
 
o
 

や
臼
 （
・
 や
お
 

 
 

三
 
、
結
び
 

 
 

い
う
の
 

Ⅱ
Ⅰ
あ
る
。
パ
ー
Ⅱ
Ⅱ
 

吠
 

ノ
の
 
Ⅱ
 
リ
ア
ヰ
 

Ⅰ
一
タ
 カ
 
L
 
メ
べ
 

Ⅱ
 
ヒ
 は
せ
 円
 
ハ
ト
 

F
F
q
p
 
が
 ボ
サ
ッ
と
 

結
び
）
 

 
 

 
 

名
 さ
れ
て
い
る
。
 

  

 
 

 
 

右
下
Ⅰ
 Z
 甜
の
王
夫
妻
 

 
 

 
 

は
 無
事
故
国
に
帰
り
、
 



 
 

を
 的
確
に
知
る
こ
と
は
、
彫
刻
に
は
仏
典
と
異
な
り
、
 何
故
過
去
世
の
事
を
語
 

 
 

 
 

タ
カ
が
ど
の
よ
う
な
趣
旨
 

 
 

 
 

で
は
あ
る
が
、
一
応
の
理
 

つ
ノ
 

 
 

 
 

隼
 の
 目
 （
 
a
.
 
樹
 （
 
笘
寸
曲
の
 ㌧
 い
 1
 

（
 

 
 

 
 

た
り
涙
を
流
し
た
り
し
 

 
 

 
 

世
に
お
い
て
私
の
妻
で
あ
 

 
 

 
 

世
の
事
を
話
し
た
、
と
い
 

 
 

 
 

大
正
 四
 、
四
五
三
 c
 ）
 に
 

 
 

 
 

を
な
し
た
こ
と
、
根
本
有
 

 
 

 
 

智
 鹿
論
養
三
九
及
び
 巻
九
 

 
 

 
 

）
で
は
、
檀
波
羅
蜜
を
説
 

 
 

）
で
は
 戒
 度
の
章
に
こ
の
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
仏
典
自
体
に
 

 
 

 
 

が
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

象
と
、
 蓮
の
華
を
つ
け
た
 

 
 

 
 

て
見
る
限
り
は
、
こ
の
 彫
 

 
 

 
 

る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
 

 
 

 
 

ら
も
考
え
ら
れ
る
。
 

@
 
ト
 ・
」
 

 
 

 
 

れ
は
 
Ⅱ
の
山
の
田
 

か
 ㏄
笘
の
血
 
薩
 

億 ㏄ )  56 



ジャータカ とボサッ 

  

 
 

 
 

い
て
、
印
度
 学
 仏
教
学
 

  
  

研
究
第
八
巻
第
一
号
、
一
四
八
 ｜
 一
四
九
頁
。
 

 
 

切
 。
 い
 ㏄
 の
 中
。
 つ
つ
 
・
㏄
 
ト
 
Ⅰ
 く
 ㏄
 
肚
 

 
 

 
 

く
 検
討
を
加
え
て
み
よ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
も
っ
と
も
彫
刻
 

 
 

 
 

5
0
 色
 ず
 鉗
口
 
笘
が
 存
在
し
な
 

 
 

 
 

と
が
あ
り
え
た
か
も
知
れ
 

）
 

 
 

 
 

、
彫
刻
内
に
登
場
し
て
い
 

（
 

 
 

 
 

」
と
は
で
き
な
い
。
 
オ
｜
 

 
 

 
 

 
 

サ
ッ
は
 下
等
な
動
物
の
胎
 

 
 

 
 

リ
の
 ジ
ャ
ー
タ
カ
に
も
そ
 

 
 

 
 

 
 

｜
シ
ェ
や
 オ
ー
ボ
 ワ
 イ
 

@
 
Ⅰ
 に
 

 
 

 
 

僧
が
妻
仁
 よ
っ
て
誘
惑
さ
 

 
 

事
 等
に
あ
る
如
く
、
マ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
（
耶
輸
陀
羅
）
 が
 前
生
に
お
い
て
仏
を
甘
 

 
 

 
 

も
 単
な
る
物
語
と
言
え
 

る
 。
 

 
 

 
 

べ
た
よ
さ
に
意
図
の
重
 

 
 

 
 

こ
と
ほ
 、
 次
に
述
べ
る
 事
 

 
 

タ
ヵ
 の
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
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（
り
ロ
 

円
 
・
）
 
ハ
 
い
 
ハ
ノ
 

）
に
は
。
。
口
入
 

し
由
ず
 
田
の
付
 

片
 
（
 
d
 
パ
リ
 

・
・
 
，
 ・
ハ
 

ツ
村
ガ
 

ハ
イ
 

日
 ハ
ノ
 

d
 
円
 
。
。
 
と
あ
り
、
碑
銘
と
は
異
な
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
が
、
 
し
 打
ず
 曲
 

前
世
に
お
い
て
衰
微
し
た
家
の
 

徳
に
よ
っ
て
富
裕
な
家
に
生
れ
 

㌻
 ロ
づ
由
 
出
口
 
せ
曲
 
や
ぺ
 接
 。
 倖
い
 に
 

更
に
こ
 ュ
 で
注
目
す
べ
き
点
 

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
 

 
 

相
当
す
る
言
葉
が
認
め
ら
れ
ず
 

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
 

  

 
 

と
名
 ず
く
㌧
（
曲
目
キ
キ
戸
毎
Ⅰ
 ダ
 笘
に
供
養
し
た
 功
 

 
 
 
 

 
 

と
の
結
合
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
ま
 目
臣
 
㌔
 

   
 

因
ん
だ
ジ
ャ
 
一
 タ
カ
と
な
っ
て
い
匂
っ
 

 
 

人
々
が
「
ボ
サ
 
ッ
 」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
な
 

  

   
 

 
 

刻
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
全
然
ボ
サ
 ッ
 に
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
，
 し
 。
由
ず
 
目
 け
の
 目
 。
 

宙
 。
 隼
 研
田
の
巨
（
（
づ
ら
 
，
 

 
 

っ
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

た
 

 
 
 
 

 
 

ま
た
 
ぺ
扶
 。
 伍
い
寸
宙
斤
曲
 
（
 目
 ・
か
お
 3
 
 
は
、
長
者
の
 
子
で
あ
る
 
ぺ
掠
 。
 宙
曲
が
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
 

る
 。
 

 
 

 
 

」
に
は
多
数
 

 
 

、
仏
陀
の
前
身
が
物
語
中
に
登
場
し
て
い
な
い
の
に
、
 シ
ャ
ー
タ
カ
 と
 

 
 

 
 

は
 仏
の
説
法
 

 
 

 
 

で
 法
を
体
得
し
 と

が
で
き
 

の
ジ
ャ
 一
 

い
 3
 題
名
 

を
 最
初
に
 

ネ
 卜
串
 曲
｜
 

h@ @ 
縛 め 
た 主 
の 張 
な す 
ら る 
ぱ 如 
@ 

L Ⅰ 0)  "( 呂 ] 
に そ 
お の 
ぃ 彫 
て 刻 申 
か め 
に 主 
に 役 
夫 な 
さ る 

欽女 
よ 性 

  
な ボ 

し サ 
て ッ 

く と 

れ 見 
る る     
と と 

を ほ 
顕 正 
つ し 
た く 

牝 な 
象 い 
が で 

ボ あ 
サ ろ 

ツ と。 う 

さ も 
れ し 
る ボ 
ベ サ 
き ッ 
で が 

あ 女 
ろ ，珪 

う 。 な と 
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ぶ
さ
の
 祭
 
G
 巨
ぎ
 ・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

礼
拝
し
て
い
る
図
が
見
ら
 

的
な
寓
話
、
又
は
教
訓
話
 

 
 

 
 

 
 

e
 
 で
は
、
し
才
 

p
m
p
 

せ
曲
（
。
 

 
 

 
 

｜
ト
 彫
刻
に
お
い
て
は
 

 
 

 
 

、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
 

@
0
 

 
 

 
 

タ
ヵ
 を
「
仏
陀
釈
尊
 

 
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
は
、
宇
井
 博
 

 
 

 
 

ン
ド
附
近
に
存
し
た
一
般
 

 
 

 
 

比
丘
等
が
互
い
に
物
語
っ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
 
ゴ
｜
 

 
 

 
 

な
い
が
、
そ
の
命
名
の
仕
 

 
 

 
 

理
念
に
お
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

の
で
は
な
く
、
仏
教
教
義
 

 
 

 
 

力
は
 、
仏
教
の
最
も
初
期
 

 
 

 
 

 
 

な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
 

 
 

 
 

つ
て
論
じ
た
如
く
、
㎝
九
分
 

 
 

 
 

ム
る
 
「
ジ
ャ
 一
 タ
カ
」
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Ⅱ
ー
 

ノ
 

 
 

 
 

、
無
慈
悲
な
る
者
に
対
す
 

（
 

 
 

 
 

自
慢
す
る
こ
と
に
対
す
る
 

 
 

 
 

人
の
話
を
描
 き
、
 世
の
妻
 

）
 

斤
に
 

 
 

 
 

、
出
家
を
昂
揚
す
る
山
、
 

Ⅰ
・
」
 

｜
ノ
 

Ⅱ
 

｜
ノ
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

如
く
仏
教
教
義
を
説
明
す
 

（
 

（
 

 
 

 
 

教
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

く
、
 従
っ
て
 ボ
サ
ッ
と
 

 
 

 
 

シ
ャ
ー
タ
カ
が
 ボ
サ
ツ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
 ボ
サ
ッ
と
 結
び
 

 
 

 
 

問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
 

 
 

問
題
で
あ
る
。
 

Ⅲ
）
・
 ト
 屈
す
 
o
 ㎏
 e ク
 o
 づ
 ・
 n
 
か
 
（
・
 

Q
.
 

）
Ⅱ
の
（
）
Ⅱ
㏄
 

 
 

 
 

O
 セ
 a
 ）
、
 増
 阿
含
経
 

 
 

 
 

世
に
出
来
た
も
 

 
 

 
 

計
 に
乗
ら
な
か
っ
た
と
い
 

 
 

 
 

 
 

あ
ら
し
め
て
い
る
。
 
ま
 

 
 

 
 

と
い
う
、
説
法
の
』
形
式
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
は
、
碑
銘
 よ
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頁
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 ミ
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口
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p
b
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由
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の
で
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N
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N
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的
な
意
味
を
も
含
有
し
 

 
 

 
 

、
井
上
敷
 順
 、
 ジ
 

 
 

充
所
収
）
）
 0
 四
｜
一
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四
頁
参
照
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し
 、
パ
ー
リ
ジ
ャ
 

）
 

Ⅱ
・
 

ノ
 

 
 

 
 

は
、
 
極
め
て
 
疑
 

 
 

（
 

わ
し
 い
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文
 

井
 

洋
 

 
 

 
 

承
前
 

一
 一
 

 
 

仰
  

 

 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

光
信
 

 
 

 
 

ま
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
に
 

 
 

と
 田
を
去
来
す
る
伝
承
、
山
と
田
を
去
来
す
る
伝
承
、
 

穿
 と
田
を
去
来
す
る
伝
承
、
 

去
 

 
 

る
い
は
田
へ
降
り
る
に
当
っ
て
家
を
仲
介
す
る
伝
承
、
 

田
か
ら
 
天
 あ
る
い
は
山
へ
去
る
 

 
 

 
 

は
 m
 ）
と
田
を
去
来
す
る
型
 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
 山
と
か
天
か
ら
家
へ
降
り
て
 

 
 

 
 

 
 

る
と
、
家
が
単
な
る
祭
場
で
し
 

鱒
 
）
 

 
 

 
 

身
の
新
し
い
調
査
資
料
と
、
 

田
 
㏄
 

日
本
に
お
け
る
民
俗
資
料
の
 

ぬ
域
差
 ょ
り
見
た
祖
先
信
仰
 （
一
京
一
明
）
 



 
 

 
 

一
つ
の
型
は
一
応
、
異
な
 

 
 

て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

学
的
に
表
現
す
る
も
の
 

 
 

 
 

ぎ
た
。
そ
し
て
、
田
の
神
 

 
 

 
 

説
明
し
、
そ
の
他
の
伝
承
 

 
 

 
 

す
る
伝
承
を
持
た
ぬ
地
域
 

 
 

 
 

出
国
男
氏
の
所
説
を
紹
介
 

 
 

 
 

と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
 す
な
ね
 ち
、
民
間
に
お
 い
 

 
 

 
 

の
 親
田
は
山
の
斜
面
に
接
 
 
 

 
 

は
 新
た
に
植
栽
し
て
、
 そ
 

 
 

 
 

の
方
式
が
設
 け
 出
さ
れ
た
 

 
 

 
 

い
 う
 の
で
あ
る
。
つ
ま
 

 
 

 
 

古
く
は
自
然
の
水
の
湧
き
 

 
 

 
 

一
箇
の
想
像
と
し
て
は
、
 

 
 

 
 

で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
」
 

 
 

 
 

樹
木
の
枝
や
花
を
用
い
る
 

 
 

 
 

形
の
里
は
田
の
神
を
迎
 

 
 

 
 

か
ら
、
高
地
に
お
い
て
 営
 

 
 

る
 。
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と
、
 田
の
神
が
冬
の
期
間
 

伝
 線
上
の
ち
が
 い
 で
あ
 

 
 

 
 

を
 最
初
に
お
こ
な
 う
 例
は
 

 
 

 
 

。
柳
田
氏
の
祭
場
の
移
動
 

 
 

 
 

た
 田
の
神
祭
に
欠
く
こ
と
 

 
 

 
 

な
い
し
は
天
空
か
ら
迎
え
 

 
 

 
 

か
ら
神
霊
を
迎
え
る
と
い
 

 
 

 
 

て
 天
か
ら
山
へ
と
移
っ
て
 

 
 

 
 

は
 山
間
の
祭
日
 に
 、
天
空
 

 
 

 
 

に
と
も
な
 う
 と
こ
ろ
の
 樹
 
 
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
水
田
稲
作
の
普
及
 

 
 

 
 

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
田
 

 
 

 
 

の
 一
部
に
多
く
、
中
部
 以
 

 
 

 
 

進
 地
域
で
あ
る
地
帯
に
天
 

 
 

 
 

関
東
地
方
に
多
 い
 死
者
の
 

 
 

が
 一
致
し
な
い
こ
と
は
一
層
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

稲
作
の
普
及
に
と
っ
て
 障
 

 
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
 
鱗
 

 
 

 
 

可
能
で
あ
り
、
 
濯
潮
 用
水
㏄
 



 
 

 
 

は
 桑
田
に
山
間
の
三
角
田
 

 
 

 
 

と
い
え
よ
 う
 。
し
た
が
っ
 

 
 

 
 

」
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
 

 
 

 
 

の
 地
帯
で
は
、
水
田
耕
作
 

 
 

 
 

く
と
い
う
伝
承
を
成
立
さ
 

 
 

 
 

留
ま
っ
て
翌
年
の
春
に
は
 

 
 

の
神
が
家
の
神
化
し
て
く
る
。
 

 
 

 
 

試
み
が
な
さ
れ
て
き
 

 
 

 
 

 
 

知
の
通
り
で
あ
る
。
山
を
 

 
 

 
 

霊
が
特
定
の
山
に
留
ま
る
 

 
 

 
 

が
 留
ま
り
、
ま
た
神
霊
の
 

 
 

 
 

大
き
な
信
仰
的
意
味
を
持
 

 
 

 
 

ゆ
え
に
、
副
次
的
に
山
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
日
本
で
ほ
死
者
を
葬
る
場
所
と
し
て
 山
 を
 対
象
に
し
た
こ
と
は
 古
 

 
 

 
 

そ
れ
が
祖
先
神
と
し
て
 

 
 

 
 

表
さ
れ
て
き
た
。
 

 
 

 
 

臨
 す
る
か
は
別
と
し
 

 
 

 
 

と
す
れ
ば
、
祖
先
 神
 ・
 田
 

 
 

 
 

去
来
伝
承
は
 、
 家
と
田
と
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可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 

 
 

 
 

 
 

る
に
す
ぎ
ず
、
祖
先
 神
が
 

 
 

 
 

 
 

の
神
と
一
致
し
て
も
、
 祖
 

 
 

 
 

神
の
祭
に
あ
た
っ
て
山
か
 

 
 

 
 

と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
の
 村
 氏
神
の
祭
 

 
 

 
 

全
国
的
に
共
通
し
た
特
徴
 

 
 

 
 

祖
先
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
 

 
 

 
 

ぇ
 る
も
の
な
ど
、
行
事
内
 

 
 

 
 

多
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
 う
 

 
 

 
 

の
神
が
別
々
の
伝
承
形
態
 

 
 

 
 

各
地
で
は
正
月
祭
の
対
象
 

 
 

 
 

の
が
習
合
し
た
信
仰
形
態
 

 
 

 
 

件
 に
応
じ
て
川
や
海
な
ど
 

 
 

 
 

本
 的
な
差
を
見
出
す
こ
と
 

 
 

 
 

い
 え
ず
、
田
の
神
は
漁
民
 

 
 

 
 

当
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

的
な
意
味
ば
か
り
で
な
 

 
 

 
 

お
 げ
る
本
家
の
先
祖
と
、
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れ
た
と
こ
ろ
 空
 諸
観
念
や
 

 
 

 
 

い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
 

注
 

 
 

「
金
田
一
博
士
古
稀
記
念
言
語
民
俗
論
叢
 L
 所
収
）
昭
ハ
。
 

 
 

口
号
所
収
）
 昭
 ㏄
。
 

 
 

三
巻
四
号
所
収
）
 暗
れ
 。
 

 
 

L
 十
三
巻
末
・
 セ
号
 所
収
）
 昭
挺
 。
 

 
 

 
 

関
 、
岡
、
平
山
 
敏
吹
 

郎
 、
和
歌
森
太
郎
、
最
上
孝
敬
の
諸
氏
の
論
文
。
 

 
 

 
 

所
収
）
 昭
紡
 が
あ
る
。
 

 
 

 
 

機
能
の
変
化
と
民
俗
用
 

圏
論
 」
 宙
 歴
史
地
理
学
紀
要
 L
 Ⅱ
所
収
）
 昭
 ㏄
。
 

 
 

所
収
・
 昭
 ㏄
）
三
八
頁
。
 

 
 

許
箭
掲
書
 ）
二
三
三
ー
二
三
五
頁
。
 

 
 

 
 

㈹
千
葉
 徳
礒
 ・
（
前
掲
 書
 ）
二
三
セ
ー
二
三
八
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

召
協
 

目
 
。
 

 
 

学
 大
系
」
四
巻
所
収
）
の
分
布
図
を
参
看
。
 

 
 

二
号
所
収
）
昭
臣
。
 

 
 

四
号
所
収
）
暗
鈍
。
 

 
 

 
 

て
 表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
②
 

 
 
 
 

 
 

 
 

れ
は
単
に
、
祖
先
を
畏
敬
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承
 

 
 

仰
 

信
 

先
 

祖
 

た
 

見
 

@
 

よ
 

差
 

域
 

地
 

の
 

料
 

資
 

俗
 

民
 

る
 

 
 

 
 

盤
 、
「
田
の
神
の
祭
り
 

 
 

 
 

 
 

百
わ
。
 

目
 

 
 

百
花
。
 

H
 

 
 

三
号
所
収
）
 昭
四
 。
 

 
 

四
号
所
収
）
 昭
 ㌍
。
 

 
 

系
 」
 セ
巻
 所
収
）
 昭
縫
 。
 三
 一
三
頁
の
分
布
図
参
看
。
 

 
 

 
 

参
看
。
 

㈹
石
塚
 尊
俊
 
・
前
掲
論
文
。
 

 
 

二
頁
。
 

㈹
柳
田
国
男
「
 日
 神
の
祭
り
方
」
 
箭
掲
書
 ）
。
 

 
 

要
ヒ
第
七
館
所
収
）
 昭
わ
 。
 

 
 

仰
 の
諸
形
態
」
宍
人
類
科
学
 ヒ
 Ⅲ
所
収
）
 昭
鍋
 が
あ
る
。
 

㈲
池
上
底
 正
 ・
 右
 論
文
一
 セ
 一
頁
。
 

 
 

所
収
）
 昭
丑
 。
 

 
 

 
 

｜
 そ
の
構
造
分
析
１
口
 

所
収
）
 昭
縫
 。
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五
 

 
 

 
 

見
せ
て
い
る
こ
と
、
 

 
 

 
 

る
と
と
も
に
、
一
方
で
 

 
 

 
 

分
野
を
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
 

 
 

 
 

て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
 
柑
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
理
 

 
 

 
 

よ
っ
て
 、
 種
々
の
 ア
プ
 

 
 

 
 

合
 図
式
 盆
 0
 
口
 0
 
の
づ
こ
口
笛
 

ロ
 

 
 

応
 五
つ
の
宗
教
社
会
学
に
分
類
し
て
い
る
の
は
、
 
理
 論
 的
と
い
う
よ
り
、
経
験
 

 
 

の
を
予
想
し
て
い
る
。
 

 
 

握
し
 、
研
究
す
る
立
場
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
合
致
集
団
と
 

 
 

 
 

分
化
、
中
心
の
機
構
か
ら
 

 
 

 
 

々
多
く
の
研
究
分
野
を
有
 

 
 

 
 

柳
 

J
 

啓
 

 
 

 
 

義
理
森
 
珊
 （
下
）
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宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 ) 

る と す 

関 ぃ あ 万化政 教 外 る な 

" は と 殊 

経 、 あ も 

特 立 え 面 
定 し る に   
の た か お ぅ で 。 

宗 規 も い 
教象 し て 

  

生業 、 立 で 宗 教 の   

な と 制 し の 文 が 
が 数 度 て ま 仏 

  

し 団 と い じ な 一 
た の 宗 
と 定数 
す め と 度 合社 地 ど ど 
れ た の 
ば 祭 ま 

、 日 じ 
一 が わ   
方 " り な 観れと え（ る 
を 交 合 察 は き か 
原 渋 い によ し、 押 
因 す た   

7 Ⅰ い 405) 



全 て 
学 み 
の え 
分 る 野 
を ま 

宗 た 
教   
集 宗 
回 教 
0 集 
研 田 
究 が 
に 社 

全学 かぎ 

り 的 
、 研 

こ 究 
ね め 
を 対 
核 象 
と で 
し ち 
て る 
体 こ 

糸 と 

化 は 
を   

は 疑 
か 問 
ら め 
う 余 
と 地 
す め 
る な 
立 い 
場 事 
も 実 
あ で 
ら あ 
わ る 

れ   
る し 

。 ( Ⅰ ) ナ， Ⅰ 

し が 、 

か つ 

して 
  

「 不 
宗 教 
数 社 
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工
 

 
 

 
 

、
必
然
的
な
現
象
と
し
 

 
 

 
 

み
、
他
方
を
従
属
変
数
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
宗
教
を
 、
 

 
 

 
 

ぬ
位
（
 性
 、
職
業
、
午
 

 
 

 
 

入
れ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
 

 
 

 
 

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
原
因
 

 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

及
び
、
宗
教
と
他
の
 

 
 

 
 

」
の
論
文
は
、
こ
の
「
 機
 

 
 

 
 

て
 宗
教
社
会
学
の
分
野
と
 

 
 

嬰
 が
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
「
玉
川
百
科
大
辞
典
」
 

第
 

十
二
巻
（
一
九
六
一
）
五
二
九
頁
 
｜
 五
三
五
頁
の
拙
稿
。
 

 
 

 
 

後
者
の
詳
細
な
紹
介
は
 
、
 

森
岡
清
美
（
「
 
ソ
シ
 オ
ロ
 ジ
 」
六
巻
三
号
、
一
九
五
八
）
。
 

 
 

観
 が
あ
る
。
 

  



    

宗教社会学における 機能主義理論 n 下 ) 

 
 

 
 

し
れ
が
文
化
と
し
て
の
 
宗
 

 
 

 
 

と
は
分
析
の
対
象
と
し
て
 

 
 

 
 

う
 に
。
そ
し
て
、
デ
モ
ク
 

  

 
 

 
 

る
 。
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
 

 
 

の
 宗
教
の
あ
り
方
も
ま
た
宗
教
的
社
会
現
象
で
あ
る
。
 聖
と
俗
 と
い
う
こ
と
で
み
 
不
 

 
 

 
 

め
の
諸
活
動
は
 、
 他
の
経
 

 
 

 
 

教
 的
意
味
づ
 け
 を
も
っ
て
 

 
 

 
 

よ
さ
に
見
え
て
、
堅
約
 行
 

 
 

 
 

教
 と
い
う
点
か
ら
な
が
め
 

 
 

 
 

動
と
俗
 な
る
現
象
の
聖
的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分
析
単
位
は
宗
教
集
団
 

 
 

 
 

神
 、
檀
那
寺
 兵
 他
の
有
名
 

 
 

 
 

て
い
る
。
異
な
っ
た
信
仰
 

 
 

い
 の
で
、
諸
宗
教
集
団
に
個
人
の
信
仰
が
分
散
さ
れ
、
 し
か
も
個
人
に
と
っ
て
は
 

 
 

 
 

で
な
い
宗
教
的
社
会
現
象
 

が
あ
る
。
 

 
 

 
 

」
と
に
、
社
会
的
環
境
 

 
 

 
 

示
教
典
に
お
け
る
「
社
会
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め
に
は
 中
 々
に
困
難
を
伴
 

 
 

 
 

観
念
又
は
慣
習
と
の
交
渉
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
必
然
的
な
画
数
 

 
 

 
 

が
 必
要
と
な
る
。
し
か
も
 

 
 

 
 

な
い
。
独
立
変
数
（
 
た
と
 
 
 

 
 

は
 、
経
済
的
変
動
に
よ
っ
 

 
 

 
 

ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
必
要
に
な
 

 
 

 
 

仮
定
し
て
、
社
会
心
理
 

 
 

 
 

人
間
に
不
安
を
起
さ
せ
る
 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
よ
う
な
宗
教
理
 

 
 

 
 

恕
 さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 社
会
現
象
と
宗
教
規
 

 
 

 
 

化
が
お
こ
る
と
い
う
観
察
 

 
 

 
 

に
お
い
て
も
、
宗
教
は
 

 
 

 
 

る
肪
 き
は
理
解
で
き
な
 

あ て こ 

い ふ の 
は り 視 

、 近 点 
「 つ め 

宗 て み 
教 みを 

  
  が さ 宗 
観 き 教 
察 の 社 
の (1) 会 
単 ㈲ 学 
モ立 (3) の 
と の 課 
な 命 題 
っ 野 を 
て に お 
い お お ぅ る。 こ け る 

社 宗 と 

全教 が 
的 は で 

条 、 き 

件 太 る 
が ;  体 か 
独 宗 ど 

正 教 ぅ 

変 集 か 

敷固 " " 因 " 
宗 家 来 
数 数 分 
打倒 析 

にお 動が 度の 

従意 げ 

  
（ る と 
あ が 社 

  
宗 の つ 
教は ぃ 

/408 Ⅰ 

 
 

 
 

あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
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宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 ) 

ト 礼 で も く 

的 間田 「 ソ 0 な 側 ま 機   

い と 轄 と で戸 は かい 

合 い と 一 し 

  

こ 人 

指い概と 

は ク 

  

現能 は l 儀 の にふ 

何 何 09) 

  

注 い 
  

） （ １ (((( 

  

集団 二四 

  文 目 「 価値の。 な単 交っ 



の で 

あ 
イ る 
ソ   
一 ア ト し 

ィ の 

チ 機 
ウ 台目 

マ は 

儀   

ネ し し 
の た 
分 が 

折 づ 
に て 

お   
い 潜 

て 在 
、 的 

  

富 の儀 す （ 
ネし 巳 
の ） 

発 て 

% 分 

食器 

  
と め 

  
で と 
は が 

  
  
の ュ 

連 ル 
帯 ケ 
悠 ム 

 
 

 
 

い
 う
 観
点
に
お
 

 
 

が
 社
会
現
象
に
応
用
さ
れ
る
と
、
社
会
は
各
部
分
か
 ら
な
る
統
一
的
 

 
 

分
は
 、
作
用
を
果
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
 機
能
は
 、
 明
ら
 

 
 

 
 

ル
ケ
ム
 Ⅰ
「
 特
 

 
 

 
 

0
 目
汁
Ⅱ
 

出
 
す
 ト
 
ト
占
 

ョ
 
。
 目
ト
 

）
 

 
 

 
 

に
 、
宗
教
は
 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
 信
 

 
 

 
 

し
て
把
握
さ
れ
 

 
 

も
な
い
。
部
分
、
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
宗
教
が
 、
 そ
れ
を
包
含
す
 

 
 

見
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

進
め
る
上
で
 

 
 

 
 

あ
る
。
あ
る
 農
 

 
 

 
 

「
目
的
」
「
 
動
 

 
 

 
 

に
は
、
そ
れ
が
 

 
 

 
 

の
の
（
づ
の
こ
の
 

い
て
考
え
 

合
体
で
』
 

か
に
さ
れ
 

定
の
社
会
 

で
あ
る
」
 

い
か
な
る
 

念
 又
は
実
 

る
も
の
で
 

る
大
き
な
 

、
 誤
ら
れ
 

謝
儀
礼
が
 

機
」
で
は
 

、
当
事
者
 

見
る
機
能
 
 
 

 
 

あ
る
。
身
体
の
各
器
官
が
 
蛾
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
 
乃
 

  



  

宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 )  
 

 
 

す
る
寄
与
 
律
麓
由
 。
目
目
 
の
 ・
 

め
 （
 
0
 寺
ダ
 

 
 

ら
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

響
 は
い
ち
じ
る
し
い
も
の
で
、
マ
ル
ノ
フ
ス
キ
ー
は
 、
 直
接
の
後
継
者
は
も
っ
 

 
 

 
 

せ
 り
ロ
 
の
・
 
呵
 ㍉
 
円
 
d
n
 
ダ
 p
q
 
隼
 ）
 、
ネ
 

   
 

 
 

 
 

ア
 ユ
ル
ケ
ム
 
に
発
し
た
 機
 

 
 

 
 

っ
て
 来
 て
い
る
が
、
 
ウ
ナ
 

 
 

 
 

げ
る
宗
教
の
分
析
に
い
た
 

 
 

 
 

学
の
概
論
「
宗
教
、
社
 

 
 

 
 

宗
教
観
を
ぃ
ぃ
あ
ら
わ
し
 

て
い
る
。
「
宗
教
は
、
肉
体
的
欲
望
よ
り
も
感
情
の
 、
 

 
 

す
る
た
め
に
、
四
つ
の
 

 
 

 
 

性
 に
関
す
る
理
由
づ
 
け
と
 

 
 

 
 

手
段
を
提
供
す
る
。
第
三
 

 
 

 
 

々
を
糾
合
す
る
対
象
を
供
 

 
 

 
 

旧
悪
の
源
を
示
す
。
こ
の
 

   
 

 
 

 
 

 
 

行
 う
 の
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

ま
 無
条
件
に
現
代
社
会
 

 
 

 
 

（
し
目
（
 

ガ
 ダ
ム
 日
い
 の
 ぃ
 
ぜ
と
い
う
と
こ
ろ
 

 
 

る
 機
能
主
義
学
派
に
ひ
 き
っ
 が
れ
た
。
 

 
 

ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
ト
ロ
ブ
リ
 に

 機
能
主
義
的
研
究
の
出
発
点
が
見
ら
れ
 

宗
教
の
機
能
主
義
的
研
究
と
し
て
は
、
 マ
 

ア
ン
ド
 と
 ア
ン
ダ
マ
ン
の
調
査
に
も
と
 ず
 

打 (4% Ⅰ ) 



  

 
 

 
 

育
 に
お
け
る
宗
教
の
パ
一
 

の の 行英 諭 さ の 註 

 
 

 
 

。
）
 

め
の
べ
 

・
 
毛
 ・
 
お
 （
㌍
・
 

当
 

 
 

 
 

 
 

八
 

 
 

 
 

ル
ケ
ム
 
、
パ
レ
ー
ト
等
 

 
 

 
 

て
い
る
こ
と
は
、
い
 

う
 

 
 

全
学
の
一
般
理
論
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

と
く
に
宗
教
に
関
す
る
 

 
 

 
 

資
本
主
義
の
精
神
」
の
 

 
 

ぢ
 0
0
 

年
に
お
い
て
は
、
宗
教
社
会
学
関
係
の
講
義
を
 

ハ
 一
 ヴ
ァ
ー
 
ド
 に
お
い
て
 

 
 

 
 

の
 影
響
は
、
ア
メ
リ
カ
 

 
 

 
 

ン
ガ
ム
、
グ
ー
 

ド
 な
ど
 

 
 

 
 

い
 る
が
、
以
上
の
著
作
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
次
節
で
と
り
あ
②
 

 
 
 
 

げ
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

F
p
 

安
さ
。
宗
教
社
会
学
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宗教社会学に % げ る 機能主義理論 ( 下 ) 

 
 

 
 

を
 占
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

済
 と
宗
教
、
あ
る
い
は
 
政
 

 
 

 
 

社
会
そ
の
も
の
が
、
い
か
 

 
 

 
 

リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
「
文
化
 

 
 

 
 

い
の
 
の
 
じ
 も
、
そ
の
こ
こ
 

 
 

 
 

す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
社
 

 
 

 
 

位
 と
し
て
い
る
の
で
行
動
 

 
 

 
 

な
行
動
の
一
般
理
論
の
図
 イ 4 Ⅰも ) 

 
 

 
 

い
の
 
㌍
年
の
（
 ゼ
ド
 
0
 （
 
配
ぎ
 ㏄
 

 
 

 
 

数
社
会
学
説
が
必
要
で
あ
 

 
 

 
 

フ
 （
㎡
 
ペ
 
・
 
z
.
 し
 出
す
こ
ハ
 ツ
 
古
木
 

 
 

 
 

適
用
を
み
せ
て
く
れ
る
。
 

 
 

 
 

口
ゅ
 
）
 
せ
の
い
 

の
）
と
す
る
。
 
か
 

 
 

 
 

文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
、
均
衡
 

 
 

 
 

を
 有
す
る
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

体
系
が
ど
の
よ
う
な
 部
 

 
 

 
 

の
邑
の
研
究
が
構
造
の
 

 
 

 
 

分
の
機
能
を
し
ら
べ
る
 



で
あ
る
。
 
こ
 

。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
 

び
 対
人
的
行
 

る
宗
教
と
社
 

宗
教
と
社
 

こ
と
に
し
ょ
 

。
ハ
ー
 
ソ
ソ
 

か
り
に
、
そ
 

な
い
人
間
の
 

て
い
る
「
超
 

を
 与
え
る
 価
 

で
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

組
織
で
あ
る
 

 
 

 
 

個
人
的
 及
 

動
の
規
範
で
あ
る
文
化
体
系
 

宜
 三
日
（
乙
名
の
（
の
し
 

 
 

の
 主
眼
で
あ
 

 
 

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
 

九
 

 
 

 
 

の
順
に
見
る
 

@
O
 

 
 

 
 

駆
り
づ
 
・
 さ
 。
 

 
 

 
 

制
禦
で
き
 

 
 

 
 

れ
 感
じ
ら
れ
 

 
 

 
 

間
柄
に
意
味
 

 
 

 
 

度
の
セ
 "
 ト
 

っ
て
い
る
。
 

  

 
 

 
 

g
p
d
 

才
 巴
の
三
種
の
様
式
 

 
 

 
 

貧
 コ
円
せ
の
（
の
曲
）
田
の
し
対
待
 

 
 

 
 

」
宙
の
（
 
ヰ
の
 
㍉
 
臣
 せ
曲
 

q
P
 

ゆ
荘
 0
 の
 
レ
 

 
 

 
 

曲
叶
ト
 

0
 目
甫
田
 
0
 Ⅱ
 
ト
 
0
 
目
 丑
笘
こ
 

）
 
0
 目
 ）
 

(414) 

  

 
 

 
 

ね
 、
志
向
に
、
基
準
 に
 

㏄
 

 
 



宗教社会学に   お ける 機能主義理論 ( 下 )  
 

 
 

・
宗
教
の
関
係
合
理
 

 
 

 
 

づ
 ）
 
ペ
 
お
き
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

ぬ
 領
域
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

て
あ
る
だ
け
で
ほ
 な
 

 
 

 
 

血
塊
観
念
が
生
み
出
さ
れ
 

 
 

 
 

徳
的
 」
（
 日
 0
 ぺ
主
 
）
な
も
 
 
 

 
 

と
 哲
学
田
心
想
の
区
別
も
こ
 

こ
に
も
と
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

決
す
る
任
に
あ
た
る
 

 
 

 
 

げ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
 

 
 

 
 

し
い
人
の
死
に
よ
っ
て
 お
 

 
 

 
 

げ
で
は
解
決
さ
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

関
係
」
「
神
の
愛
」
「
 
神
 

 
 

意
 さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

刊
の
幼
稚
な
認
識
で
あ
 

81@ (415) 

 
 

は
 

 
 

」
 な
、
 

 
 

の
 の
さ
 

 
 

れ
な
 

 
 

利
益
を
求
め
不
利
を
 

 
 

の
 一
つ
で
あ
る
こ
 

 
 

釈
 に
お
い
て
、
 デ
 

 
 

し
て
い
る
か
と
い
う
 



  

 
 

 
 

つ
ん
だ
感
情
と
い
う
意
味
で
 

 
 

宜
の
 
（
 
ダ
 0%
 し
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

中
で
、
宗
教
思
想
は
 、
 

 
 

 
 

な
る
。
神
学
は
な
し
 

 
 

と
く
に
 づ
ゃ
 
・
㏄
の
 

づ
 
（
の
 
づ
 ）
）
。
 

 
 

 
 

義
 を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
 

 
 

 
 

）
は
 ウ
ェ
 l
1
 
十
ハ
Ⅰ
 

，
か
 
り
七
本
数
 

 
 

 
 

共
存
を
重
視
し
っ
 っ
、
生
 

 
 

 
 

「
道
徳
的
」
「
象
徴
的
」
 

 
 

 
 

、
労
動
 等
 ）
が
 、
 聖
の
原
 

 
 

関
す
る
見
方
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
欠
け
て
い
る
と
し
て
、
 ウ
ェ
ー
バ
一
に
な
ら
な
い
 

   
 

 
 

 
 

来
の
不
確
実
性
、
社
会
的
 

 
 

 
 

っ
て
お
り
、
経
験
的
に
は
 

そ
の
意
味
が
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 感
が
深
い
。
 

 
 

 
 

を
 示
し
て
い
る
。
 
こ
 

 
 

 
 

ね
ば
 宗
教
行
動
は
 、
信
 

 
 

 
 

Ⅰ
 臣
 出
し
と
宗
教
的
倫
理
 

 
 

 
 

能
の
理
論
を
背
景
に
も
 

 
 
 
 

っ
て
い
る
。
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宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 )  
 

 
 

る
か
ら
シ
ン
ボ
ル
の
体
系
 

 
 

 
 

（
 
い
 わ
か
る
物
質
文
化
）
 

 
 

 
 

 
 

て
す
で
に
意
味
を
与
え
 も
 

Ⅶ
 

 
 

 
 

抽
象
的
な
把
握
の
し
か
た
㏄
 

 
 

 
 

系
 ）
は
、
直
接
に
観
察
で
 

 
 

 
 

あ
り
、
行
動
の
パ
タ
 一
 

P 行 

  
Ⅰ 様 

  

クホ一ン 結果をす の 

西谷 
目 つこ 

年 4 ヒ 

  
等 に 
と な 
め れ 
失 て 
同 い 
め る 
「 か 
宣 ら 

言 」。 (2 で あ 

  
  
の い 

規 は 
定 ォ 
は か 
  ポ 

， れ し l ト 

  
つ 。 

てダ 

一
 O
 

 
 

ム
 、
有
機
体
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
Ⅰ
社
会
体
系
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
 
リ
ソ
 ト
ン
 文

化
に
関
係
し
て
い
て
、
 

は
じ
め
か
ら
考
え
て
は
い
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

社
会
の
関
係
は
、
文
化
の
 

こ
と
に
な
る
。
 

の
 規
定
に
み
る
よ
 う
 に
 、
 

 
 

 
 

る
 0
 御
参
照
 い
 た
だ
 

け
 れ
 ば
 幸
 い
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 序
論
と
し
て
 

も
っ
と
も
基
礎
的
な
も
の
。
 



 
 

 
 

す
る
よ
う
に
な
っ
て
 い
 

㈹
 

 
 

 
 

上
仙
円
円
（
 

0
 Ⅱ
申
の
目
 

丑
曲
 
片
口
。
 

目
ツ
 

）
 

 
 

 
 

の
 意
味
 づ
 げ
に
分
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
、
と
く
に
宗
教
 

は
 、
「
意
味
の
根
源
」
（
 幅
 （
 
0
 目
汁
 0
 め
日
 。
 p
,
 
田
 
，
 し
 

 
 

づ
 げ
に
は
、
㈲
い
と
な
み
 

 
 

 
 

泉
の
意
味
、
（
神
の
意
志
 

 
 

 
 

験
 的
な
（
 
口
 0
 口
 ・
の
 
目
 せ
ギ
片
 

c
a
 

こ
 

 
 

 
 

㏄
・
 
い
の
 
の
 0
 ）
 

 
 

 
 

に
 有
機
体
を
加
え
る
 

 
 

 
 

も
文
化
と
社
会
の
区
別
は
 

 
 

 
 

ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
文
化
的
背
 

 
 

 
 

活
 様
式
で
あ
る
。
こ
の
 見
 

 
 

 
 

て
 、
具
体
的
な
現
象
と
し
 

 
 

 
 

不
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
 

 
 

 
 

れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
 文
 

 
 

 
 

出
さ
れ
な
い
が
、
革
命
 思
 

 
 

 
 

金
的
必
然
性
の
み
に
よ
っ
 

 
 

 
 

立
 性
を
み
と
め
る
か
ら
で
 

 
 

 
 

る
 文
化
の
意
味
を
さ
ら
に
 触
 



宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 ) 

あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
は
、
具
体
的
な
集
団
 

 
 

 
 

相
互
行
動
（
 ぎ
 *
 
の
 
q
p
 
ゎ
 *
 
寸
・
 

 
 

 
 

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
シ
ェ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
役
割
行
動
の
パ
タ
ー
ソ
 

て
い
る
具
体
的
な
集
団
は
 

織
 化
さ
れ
た
も
の
が
、
 

0
 管
理
者
で
あ
り
、
 
時
 

 
 

 
 

規
範
が
あ
り
、
そ
れ
を
 意
 

 
 

 
 

精
神
構
造
」
と
も
い
え
る
 
 
 

 
 

ハ
 ー
 ソ
ソ
ズ
 的
な
図
式
が
 

考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

が
あ
る
社
会
の
 メ
ソ
 バ
ー
に
 

 
 

 
 

の
み
ご
と
な
概
念
わ
 

 
 

 
 

0
 組
 誠
 で
あ
る
 0
 
ヒ
 

 
 

 
 

の
道
具
と
し
て
の
面
 

 
 

 
 

い
る
 0
 （
マ
リ
ノ
フ
 

ス
キ
ー
批
判
は
 、
 下
 お
 0
 コ
の
ぃ
鰍
 

べ
こ
 

 
 

 
 

｜
ト
 、
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
 

 
 

 
 

「
行
動
理
論
の
基
本
 

 
 

」
が
十
の
る
 

0
 
 
（
中
の
弓
の
 

0
 
乙
 
）
き
目
や
 
や
，
 
㏄
Ⅰ
く
め
の
 

レ
 

85  く 4 Ⅰ c9) 



 
 

 
 

を
 提
供
す
る
作
用
が
 

さ 笘 ） 

  
(2) い 

て 
は 

経 

験的 

Ⅴ ン P し 

し 
か 
考 
，え 
ら 
れ 
な 
か 
  

ナ， し 

構 
ユ口 

が 
  

作 「 
業 

論文   

  
" ム 
の 
印 
。 心   

の中 

で   

A 
  

G 
  

  
  

  

と 

し 
て 
定 
式 
イヒ 

 
 

 
 

る
 。
「
社
会
体
系
」
（
 

ぢ
巴
 

 
 

 
 

糸
の
規
範
の
意
味
づ
 

け
 

 
 

の
中
に
緊
密
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
き
、
制
度
化
さ
れ
 

た
 （
円
目
 

ツ
 
㏄
（
 

申
 
（
 
岸
 
（
 
円
 
。
日
日
 

巴
山
 

b
 
Ⅸ
の
 

し
 

 
 

 
 

（
山
口
（
の
Ⅱ
ロ
外
 

ノ
 
P
 
田
 
お
し
さ
れ
 

 
 

 
 

宗
教
が
、
す
べ
て
社
会
 

 
 

 
 

要
 は
な
い
。
日
本
の
村
に
 

 
 

 
 

教
 的
な
ほ
た
ら
き
を
社
会
 

体
系
の
中
で
果
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
 

こ
 

 
 

 
 

体
 的
に
存
在
す
る
宗
教
、
 

 
 

 
 

が
 均
衡
を
維
持
す
る
た
め
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 
日
つ
め
 

（
の
（
 

申
せ
 

9
 ）
と
も
 

  
る 
三 L 
（ 有 
の 

象 

徴体 

系 
の 
  
要 
素 」 

で 
あ 

る 。 

          
  
  
      

価 
値 
体 
糸 
  
せ曲 ） 億 

0l の 

せ り   

日 0   

の 

理 
論 
十ま     
    

か 
ら 

展 
開 
す 

る 。 

(420) 

 
 

 
 

、
基
準
の
役
を
果
し
て
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宗教社会学における 機能主義理論 ( 下 )  
 

 
 

る
 。
 G
 は
、
 宙
 0
 巴
柚
尽
 

 
 

達
成
、
充
足
さ
れ
る
目
標
が
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 
い
 0
 
1
 
 

は
Ⅰ
 巨
 （
の
㏄
 

r
a
 
（
 
田
 
0
 コ
 

 
 

 
 

が
こ
れ
を
受
持
っ
。
最
後
 

 
 

 
 

・
 G
.
I
 

の
そ
れ
そ
れ
 

 
 

 
 

た
 、
成
員
が
、
そ
れ
そ
れ
 

 
 

 
 

張
 ）
を
他
に
そ
ら
せ
る
と
 

 
 

 
 

張
 の
あ
っ
た
と
き
に
 
作
 

 
 

 
 

。
し
た
が
っ
て
宗
教
も
ま
 

 
 

 
 

に
一
般
的
に
は
、
宗
教
の
 

 
 

 
 

求
 不
満
を
そ
ら
せ
る
機
能
 
 
 

 
 

る
 。
あ
る
い
は
フ
ロ
イ
ド
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
を
維
持
す
る
た
 

 
 

 
 

L
 、
の
 サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
 

 
 

 
 

る
た
め
に
い
く
つ
か
の
点
 

 
 

 
 

の
 各
々
の
サ
ブ
・
シ
ス
 

 
 

 
 

・
等
々
と
分
げ
ら
れ
る
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p
 ゲ
い
の
 

駆
の
 
レ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
わ
ち
イ
ソ
プ
ッ
ト
 

 
 



 
 

 
 

が
 、
こ
の
小
論
で
強
調
し
 

 
 

 
 

普
通
性
を
も
つ
も
の
で
 

 
 

 
 

理
論
も
、
い
く
つ
か
の
 宗
 

 
 

 
 

が
も
っ
と
 

 
 

 
 

L
 は
こ
れ
 

 
 

 
 

に
な
る
。
 

 
 

 
 

ゑ
味
 づ
 け
 

 
 

と
い
う
観
点
で
な
が
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

統
 を
こ
 

 
 

 
 

ら
 帰
納
さ
 

 
 

 
 

リ
ア
 P
 禾
 

 
 

 
 

教
 に
つ
い
 

 
 

 
 

研
究
に
 ょ
 も

 優
先
 
G
 コ
，
 

を
 補
強
し
維
持
 

L
L
 

の
領
域
で
 

る
こ
と
に
よ
っ
 

わ
す
と
い
う
 怒
 

れ
、
一
般
化
さ
 

開
 宗
教
の
経
験
 

て
の
視
点
の
わ
 

っ
て
修
正
さ
れ
 

   
 

 
 

 
 

全
体
系
は
大
ぎ
く
な
け
れ
 

 
 

 
 

の
中
心
的
価
値
体
系
 

 
 

 
 

つ
い
て
は
、
経
済
現
象
に
 

 
 

 
 

8
 
 に
試
論
が
み
え
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 し
て
体
系
の
内
部
の
相
②
 

 
  

 

 
 

 
 

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
 圧
 
㏄
 

 
 

  



宗教社会学にお け 

 
 

（
 
力
の
セ
 
ぎ
毛
 0
 ヰ
オ
由
俺
ぃ
 

0
 口
 ・
い
 
の
印
 
㏄
 
旨
曲
 q
.
.
 

下
 で
 q
.
 
）
 

 
 

0
 笹
の
出
力
の
 
ま
 の
 
ミ
 ・
 せ
 0
 ）
・
㎏
 

廿
と
 

 
 

Ⅰ
 
e
 
の
 倖
 e
 
 
）
 
苫
 Ⅱ
 目
 
e
 
 
Ⅱ
 
e
 宙
 ㏄
 i
e
 
岸
 ㏄
 
の
 

）
の
の
 

o
 
H
,
H
 

：
の
ひ
 

一
 
（
 
，
 
p
"
p
 

ぜ
 O
h
 
 

ヴ
 Ⅰ
 
曲
コ
 

「
 ぎ
 （
 
0
 鰻
刃
巴
 ㌧
 す
 

 
 

清
水
、
犬
養
 訳
 
）
安
さ
 

 
 

 
 

）
 

義
 

目
 
の
の
づ
円
 0
 汗
由
 
㏄
 浅
ヨ
 
の
力
土
山
 
魑
 0
 コ
 

圭
 

ヒ
ヒ
 

 
 

 
 

肯
 

機
 

か
か
。
 

い
 ）
 

る
 

 
 

 
 

脱
 す
る
と
ぎ
の
問
題
、
 

 
 

 
 

ナ
ム
ヘ
 

辛
ん
 
@
 
Ⅴ
 。
 

 
 

 
 

0
 コ
の
 
・
）
の
の
）
 

a
.
O
 

ず
曲
づ
 
・
 
せ
 ）
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 0
 
し
か
も
、
 

 
 

め
宵
ぜ
ヰ
 
0
 口
 等
の
概
念
は
重
要
で
あ
る
。
 

 
 

教
 」
 宜
 別
掲
重
目
）
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

、
中
心
的
価
値
体
系
等
 

 
 

 
 

ス
 ・
 べ
不
 デ
ィ
ク
 ト
 

 
 

目
 Ⅰ
 目
 ）
 

 
 

 
 

べ
 Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

干
 か
か
げ
た
）
 

n
 
下
 

 
 

 
 

 
 

ソ
の
 価
値
体
系
の
研
究
だ
 

 
 

 
 

。
 
ハ
 ）
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議
事
 

 
 

て
、
 

 
 

な
 行
 

っ
た
 。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
三
十
六
年
・
一
月
二
十
六
日
（
木
）
 

午
後
六
時
 ｜
 八
時
 

議
事
 

）
、
日
本
宗
教
学
会
々
則
の
件
 

 
 

細
則
 

を
 承
認
し
た
。
 

）
、
次
回
学
術
大
会
開
催
地
の
 
件
 

九
州
大
学
に
内
定
し
た
。
 

一
 、
会
長
改
選
に
関
す
る
諸
問
題
 

 
 

部
宗
 

 
 

こ
と
 

に
な
っ
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
三
十
六
年
三
月
十
三
日
（
月
）
 

日
本
宗
教
学
会
会
則
 

（
昭
和
三
十
六
年
）
 
月
 二
十
六
日
改
正
）
 

第
三
年
総
則
 

第
一
条
 
木
 会
は
、
日
本
宗
教
学
会
と
称
す
る
。
 

 
 

学
部
 宗
 

教
学
研
究
室
に
お
く
。
 

 
 

個
人
 

の
 研
究
上
の
連
絡
を
図
り
、
宗
教
学
の
発
達
普
及
を
期
す
 

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 

従
事
す
 

る
も
の
を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。
 

 
 

し
て
 本
 

会
 に
加
盟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
盟
団
体
に
関
す
る
 
細
 

則
は
、
 別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
 

 
 

な
づ
 く
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会
報
 

0
 会
則
改
正
小
委
具
合
 

日
時
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
（
木
）
 

午
後
三
時
 ｜
 五
時
 

午
後
三
時
 ｜
 五
時
 

議
事
 

一
 、
次
回
学
術
大
会
の
件
 

 
 

十
 

五
日
（
 日
 Ⅰ
十
六
日
（
月
）
と
決
定
し
た
。
 

 
 

要
の
 

件
の
三
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
 



る
こ
と
が
で
き
る
 
0
 支
部
に
関
す
る
細
則
は
 
、
 別
に
こ
れ
 

を
 定
め
る
。
 

 
 

な
 行
 う
 

一
 、
学
術
上
の
研
究
調
査
。
 

二
 、
学
術
大
会
、
講
演
会
、
研
究
会
、
そ
の
他
の
集
会
の
開
 

催
 。
 

三
 、
会
誌
「
宗
教
研
究
」
の
刊
行
。
 

口
 、
会
員
ま
た
は
加
盟
団
体
に
対
す
る
研
究
の
援
助
。
 

五
 、
そ
の
他
必
要
な
事
業
。
 

第
二
章
会
員
 

第
八
条
会
員
を
分
け
て
次
の
四
種
と
す
る
。
 

一
 、
普
通
会
員
 

二
 、
維
持
会
員
 

三
 、
賛
助
会
員
 

口
 、
名
誉
会
員
 

 
 

と
す
る
 

も
の
は
、
会
員
二
名
以
上
の
紹
介
を
も
っ
て
申
込
み
理
事
 

会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

納
め
る
 

も
の
と
す
る
。
賛
助
会
員
お
よ
び
名
誉
会
員
は
、
理
事
会
 

に
お
い
て
こ
れ
を
推
薦
す
る
。
会
費
に
関
す
る
規
定
は
 

、
 

別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
 

 
 

出
席
し
 、
 

ま
た
会
誌
お
よ
び
集
会
に
お
い
て
そ
の
研
究
を
発
表
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

納
め
、
 

木
 会
会
誌
の
配
布
を
受
け
、
集
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

第
三
章
役
員
 

第
一
三
条
 

本
 
会
に
次
の
役
員
を
お
く
。
 

Ⅰ
会
長
 

一
名
 

モ
 
理
事
 

若
干
 名
 

三
 、
監
事
 

二
名
 

四
 、
評
議
員
 

若
 千
名
 

再
 
委
員
 

若
干
 名
 

 
 

れ
を
 選
 

任
す
る
。
選
任
方
法
に
つ
い
て
の
細
則
は
 
、
 別
に
こ
れ
を
 

定
め
る
。
 

評
議
員
は
評
議
員
会
を
組
織
し
、
重
要
な
る
会
務
を
審
議
 

す
る
。
 

 
 

す
る
。
 

理
事
は
理
事
会
を
組
織
し
、
会
務
を
処
理
す
る
。
ま
た
 
理
 

事
の
互
選
に
よ
り
常
務
理
事
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
 
き
 

る
 。
 

 
 

す
る
。
 

監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
。
 

 
 

本
金
 

を
 代
表
し
て
会
務
を
統
理
す
る
 
0
 会
長
の
選
任
に
つ
い
て
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の
 細
則
は
 、
 別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
 

 
 

務
 を
担
 

坐
 す
る
。
 

 
 

す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
会
長
の
任
期
は
引
続
 き
 二
期
を
こ
え
る
こ
 

と
が
で
き
な
い
。
 

第
四
章
会
議
 

 
 

っ
て
 こ
 

れ
を
決
す
る
。
会
員
総
会
に
つ
い
て
の
細
則
は
別
に
こ
れ
 

を
 定
め
る
。
 

第
五
章
会
計
 

 
 

八
に
 ょ
 

る
 0
 剰
余
金
お
よ
び
寄
附
全
は
、
基
本
金
と
し
て
、
こ
れ
 

を
 積
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

、
翌
年
 

の
 三
月
三
十
一
日
に
終
る
。
 

姥
空
 全
日
十
附
則
 

 
 

た
の
ち
、
 

会
員
総
会
の
出
席
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
え
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

る
 。
 

改
正
前
の
会
則
に
 よ
 り
選
出
さ
れ
た
役
員
は
、
昭
和
三
十
 

六
年
四
月
一
日
以
降
も
次
の
改
選
 期
 ま
で
 引
 ぎ
つ
づ
 き
そ
 

の
 任
に
あ
た
る
。
 

）
、
選
任
規
定
 

第
一
条
評
議
員
の
選
任
は
 、
 次
の
方
法
に
よ
る
。
 

 
 

0
 名
 お
よ
び
理
事
の
互
選
に
 よ
 り
選
出
さ
れ
た
三
名
（
 計
 

一
 三
名
）
の
選
考
委
員
を
も
っ
て
、
選
考
委
員
会
を
構
成
 

す
る
。
 

 
 

無
記
名
投
票
（
郵
便
投
票
）
に
よ
る
。
 

 
 

 
 

選
考
 し
 、
会
員
総
会
に
お
い
て
会
長
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。
 

第
二
条
会
長
の
選
任
は
 、
 次
の
方
法
に
 よ
 る
。
 

 
 

（
郵
便
投
票
）
を
行
い
、
得
票
順
に
三
名
を
会
長
候
補
者
 

と
す
る
。
（
第
一
次
投
票
）
 

 
 

無
封
 
ね
 々
現
化
面
一
木
（
 

郵
ご
 
僻
耳
 
帆
化
ぬ
 

一
木
）
を
 

@
 
符
篠
ン
フ
 

。
（
 

衆
一
一
十
八
ぬ
化
色
 

め
 

ホ
 
）
 

 
 

 
 

 
 

長
者
を
も
っ
て
会
長
当
選
者
と
す
る
。
 

 
 

務
理
 
㏄
 

日
本
宗
教
学
会
会
則
細
則
 

（
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
六
日
改
正
）
 



  

事
 
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
 

一
 、
会
員
総
会
規
定
 

 
 

の
際
に
 

こ
れ
を
開
催
す
る
。
 

 
 

以
上
の
 

出
席
を
も
っ
て
成
立
す
る
。
 

 
 

い
、
 承
 

認
 を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

田
 
庶
務
報
告
 

㈲
会
計
報
告
 

㈹
次
回
学
術
大
会
開
催
地
の
決
定
 

 
 

、
会
員
 

）
 0
 名
 以
上
の
賛
成
を
得
て
、
提
案
責
任
者
氏
名
、
議
題
、
 

提
案
理
由
、
要
旨
を
、
会
員
総
会
前
の
理
事
会
開
催
日
時
 

ま
で
に
、
理
事
会
に
提
出
し
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

 
 

成
に
ょ
 

っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
 

二
 、
加
盟
団
体
お
よ
び
文
部
規
定
 

 
 

理
事
会
 

の
 承
認
を
え
て
、
本
会
の
加
盟
団
体
と
な
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

㈲
加
盟
団
体
は
、
木
会
会
誌
の
配
布
を
受
け
、
そ
の
会
 

員
は
学
術
大
会
、
講
演
会
、
研
究
会
に
出
席
す
る
こ
と
 

    

が
で
き
る
。
 

 
 

支
部
と
 

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

㈲
支
部
は
、
所
属
の
個
人
お
よ
び
団
体
の
研
究
の
連
絡
 

助
成
を
図
り
、
本
部
は
こ
れ
を
援
助
す
る
。
 

円
 
附
則
 

 
 

る
こ
と
 

を
 要
す
る
。
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住戸田 六三郎 "No ぬ ing"  ofZen 一一 in  comparison  with  christian  escha, 

tology‖nd・ in・uropean‾hi Ⅰ   sophy ・ 

小 野 祖教 

佐 藤 賢 順 

佐 藤 留 雄 

The Problem of national and universal values in Shrine 

Shinto   

Comparative@ Study@ of@ two@ types@of@Thinking,@ Middle- 

logical and Symbolic-logical, in Japanese Pure-Land 

Buddhism. 

Characteristics@ of@Japanese@Buddism@in@Kamakura@Period. 

竹 中 信 常 

武 内 義 範 

上 田 義 文 

Eschatoogy andヽitual ・ 

Das@Problem@ der@ Eschatologie@ bei@ der@ Sekte@ des@Reinen 

Landes@ im@ Tapanischen@ Buddhismus@ und@ihre@Beziehung 

zu seiner Heilslehre. 

Buddhistic  View  of  History   

( 敬称略 ABOJ 項 ) 

ほかに，下記の 諸氏が参加された。 

(?) 荒井 献 ，平川 彰 ，平野孝 国 ，茨木基 則 ，川端 純 四郎，清沢哲夫，工藤澄子， 中川 

秀恭 ，大畠 清 ，三枝 充息 ， 田 九徳 善 ，上田賢治，上田 閑照 ，吉村忠 英 

( 大会での 国附状 に記載された 状況と異 る 点があ るので，参加者各位に 明記 願 

った 資料を集計したものであ る。 ) 

  ヒ 
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two@years,@ mainly@by@ means@of@ correspondences.@ We@ are@very@ happy@ now@ to@ be 

able@ to@ report@here@ that@we@have@several@ new@national@ associations@organized   

In@ India,@ Indian@ Association@ for@ the@ History@ of@ Religions@ ， was@ organized@on 

March@18th,@ 1960.@ at@Institute@ of@ Oriental@ Phiosophy,@ Vrindaban,@ India,@ under 

Chairman@ Dr ・ Sir@ C ， P ． Ramaswami@ Aiyar ， and@ Vice ， Chairman@ Swami@ B ・ H ・ 

Bon@Maharaj ・ In@ Korea ， the@Korean@Committee@ for@ IAHR@ Afro ， Asian@ Group@ was 

organized@ in@November@ 1959.@ at@Seoul@ National@ University,@ its@ Chairman@ being 

Dr ， Semuel@ Shahoon@Shin ・ From@ Ceylon,@ the@Secretariate@has@received@the@message 

sent@ by@ Prof ・ K ， Ramachandra@ that@ when@ the@ Indian@ Association@is@established, 

they@ are@ ready ， on@ their@ part ， to@ join@ to@ it ， In@Pakistan,@ Prof ・ A ・ J ・ Halepota@ of 

Sind@University@ is@ n0W@actively@Working@for@the@esta Ⅰ   ishment@of@its@national@group   

In  Iszael,  al て eady  a  national  association  has  been  in  exisStence.  In  such  countriles 

as@ the@ United@ Arab@Repu Ⅰ   ic@ and@Turky,@vigorous@ academic@ activities@ have@ been 

going@ on ， Lastly@ in@Japan,@ the@Japanese@ Association@ of@ Religious@ Studies@ with@its 

six@hundred@ members@ and@Professor@Teruji@ Ishizu@ as@ its@President,@ is@ever@actively 

carrying  on  its  activities,  a 伍 l 玉 ated  to  IAHR   

4)  日本からのマールプルク 大会参加者名，防空発表題目 

( 昭和 36 年 1 月 21 日現在 ) 

参加者名 研究発表題目 

三笠宮禁 仁 開会式総裁挨拶 

ハインリッヒ・ Satipatthana and Zen   

デュ モリソ 

石 津 照 璽 総会講演 

Religiosit 仮 t  und  Eschatologie  mit  besonderem  Bezug 

auf‥ie！deen‥erヽeligioJien‥es：ern｛stens ・   

An@ Operational@ Definition@ of@ Religion   

Zen beyond Zen ， 

Polarization@ of@ Ancestors   

The Various Forms of Verbal Evolution（n theゝenrikyo 

Doctrine ． 

岸 本 英 夫 

増 永 霊 鳳 

緒 方 素 純 

中 山 正 善 
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2)  マールプルク 大会組織委員会に 対する 

'" Ⅱ ""AA ヴ "" プの 感謝状 

MESSAGE@ OF@ APPRECIATION 

Ⅰ O 

C 肋かガ w の ん がⅠア目 り LocaZ Or 兜れ Ⅰ 拷劫ど ㏄ 佛笏う % 超 を 

Dr ， Friedrich@ Heiler ， Chairman@ of@ the@ Local@ Organizing@ Committee@ of@ the 

Xth@ International@ Congress@ for@ the@ History@ of@ Religions: 

The@participants@ of@ the@Afro ， Asian@Group@ congratulate@ the@ brilliant@ success@ of 

the@ Congress@ and@ express@the@ hearty@ appreciation@ for@ the@ hospitalities@ extended 

to@ them@ by@ Dr ・ Heiler@ and@ the@ members@ of@ the@ Local@ Organizing@ Committee ・ 

16th@September@ 1960 Members@ of@ the@ IAHR@ Afro ， Asian@ Group, 

participating in the Xth International 

Cong て e5s  fo 正 the  Hl5to て y  of  Rellglon8 

3)  AA  グループ内諸国の 統一学会結成状況 

Report@ of@ the@Secretariate@of@ the@Afro ・ Asian@Group@ of 

古ん召 Ⅰ れ te 行 Ⅰが z 0 移 I  Assoc ぬが 0 ルソ もⅠⅠ正村のゆ サ R をⅠ タが 0 れド 

by  Hideo  Kisbimoto,  Chairman  of 

the@ A ・ A ・ Group@ Secretariate 

In  accordance  wi Ⅰ h  も be  deciSion  made  on  August  2gth,  Ⅰ 958,  a 土 the  匝 eeting  of 

the@Afro ， Asian@Group@ of@ fhe@ IXth@ International@ Congress@ for@ History@of@Religions ， 

held@ at@ Tokyo,@ the@ Secretariate@ of@ the@ Afro ・ Asian@ Group@ was@ established@ in 

Tokyo ， Japan ， in@ the@ fall@ of@ 1958.@ The@ Secretariate@ is@ made@ of@ an@ executive 

committee@ and@ an@ executive@ office@ under@ it ・ The@ executive@ committee@ consists@ of 

38@Japanese@ members@who@had@participated@in@the@Ninth@International@Congress@in 

Japan ・ The@ executive@ office@ under@ it@ is@headed@ by@ Professor@ Naofusa@ Hirai ・ 

The@ expected@task@for@ the@Secretariate@has@ been@ to@ stimulate@ the@ development 

of@ the@ studies@ of@ religions@in@ the@Afro ， Asian@countries,@ particularly@to@help@organize 

a@ national@ group@ of@ academic@ nature@ in@ each@ country@so@ that,@ eventually@they@may 

affiliate@ with@ IAHR ・ We@ carried@ on@ fairly@ extensive@ activities@ all@through@in@these 

97@ (431) 



視 擦 旅 行 

9 月 18 日～ 9 月 24 日 

地 名 

9 月 18  日 Marburg 

Wetzlar We 比 ler  Ca ぬ edral 

Limburg@Cathedral 

Friedberg Jewish@ Bath 

O 黄 enbach 

9  月Ⅰ 9  日 O 妊 enbach 

Frankfurt Frankfurt Ca ぬ e 旺 al 

Romer 

Wi ㏄ baden 

9  月 20  日 Wiesbaden 

Mainz 

Bingen 

Goethe House 

Fine@ Arts@ Exhibition 

Operetta@ "Wiener@Blut" 

Mainz Cathedral 

"Scharlachberg" 

ラ イソ下り 口一レライ 

Goar 

日
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 月

 

月
 

 
 

 
 

Trier 

Trier 

Maria@ Laacb 

Maria Laach  Maria Laach 修道院 

Mass 

Bon れ Reception@by@ the@Federal@Government 

Bo ⅡⅡ 

Cologne Cathedral 

Churches 

Bonn 

Bonn Bonn@ University 

Final Meeting 

( 小野 祖 救民挨拶 ) 

( 住戸田委員挨拶 ) 
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9  月 13 日 

09.00 ～ 12.30 

13.00 ～ 15.00 

16.00 ～ 18.00 

部会 

三笠宮殿下主催日本人昼食会 

General  Lectures 

 
 3

 

日
 

8
4
 

1
 
 

Ⅰ
・
Ⅰ
 

月
 

9
 

三笠宮殿下主催リセプシ ，ソ ( 於 KurHotel) 

Excursion  to  Fulda 

9  月 15 日 

09.00 ～ 12.30  部会 

Ⅰ 6.00 ト 18.00  General  Lectuures 

( 石津委員 16.00 ～ 17.00) 

20.00 Indian Sacral Dances 

9  月Ⅰ 6 日 

09.00 ～ 12.30  部会 

16.00@18.00@ General@ Lectures 

20.00 オル ガソリサイタル ; 合唱 

9  月 17 日 

09.00 ～ 12.30  部会 

15.00 ～ 16.00  A  A  グループ会合 

Ⅰ 6.00 ィ Ⅰ 8.30  総会 

OIAHR 活動状況報告 

(AA プループ活動状況報告 一 岸本委員長 ) 

0 今後の IAHR 大会に関して 

OAA グループからハイラー 準備委員長へ 感謝メッセージ 贈呈 

0 新本部理事紹介 ( 石津委員一 Vice  President) 

Lecture,  D,.  C.J.  Bleeker 

"The  Future  Task  of  ぬ e  History  of  Religions" 

東洋人学者とマールプルク 市民交歓会 

( 小野 祖教 ，上田 閑照 両氏 ) 

20.30 

㏄ (4% 



  

 
 

第 = 部 派遣田帰朝報告会 

マールプルク 大会参加者報告 

本委員会出席のマールブルク 大会参加者から 個別的に，それぞれ 報告。 最後に金 倉 

委員から帰朝者歓迎の 辞があ って閉会。 

添 付 資 料 

弗 第十回国際宗教学宗教史会議マールプルク 大会日程 

1960 年 9  月 11 日～ 9 月 17 日 

参加総数 29 ケ国 500 食 名 

日本人参加者 約 40 名 

9 月 11 日 

10.30u13.00  開会式 (75@  Big  Hall,  Marburg  Castle) 

Speakers  :  ヘッセ ソ州 代表 

マールブルク 市 代表 

マールブルク 大学代表 

。 イラー教授 ( 準備委員長 ) 

三笠宮殿下 ( 大会名誉総裁 ) 

その他 

15.00 マールプルク 近郊見学 

20.00 ヘッセ ソ 州及びマールブルク 市 主催リセブショ ソ 

9! 月 12 日 

09.00 ～ 12.30  部会 l.  Pri 血 itive  Religion 

2.@ Ancient@ Orient ， Iran ， Judaism 

3. Buddhism ， Japan 

4.@ Greece ， Rome 

5.  Islam 

6.  Christianity 

7.@ Phenomenology@ and@ General@ topics 

General@ Lectures 

20 ，㏄～ チエ ム ノく p  .  リサイタル ぐ 庁令 St.  Elizabeth  Church) 

(4 打 4)  Ⅰ 00 



2) . 国内関係 

(t)  マールプルク 大会のしめくくりと ，その現況報告を 作製， 

( 末尾 添附 資料 N0.4) 

  (G) 会計報告 
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られた金の残額処理について ， ( 会計報告事項② ) 

IAHR-AA グループ日本委員幹事会に ，その処理を 一任する。 同時に，今後 

0 本委員会資金調達について 種々論議があ ったが，次回の 議題とすることとした。 

なお，住戸田委員から ，マールプルク 大会への参加に 関して本委員会事務局に 謝 

辞 がの ぺ られた。 
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(D) 次期大会の件 

1)  マールブルク 大会における Inte 血 an お malCo 由 mittee ( 国際委員会 ) の評議の 

結果，次の第Ⅱ回国際宗教学宗教史会議は 1963 年 12 月，イソ げ において，臨時大 

会の形 ( 東京大会と同様・ 総会で役員の 改選はされないが ，研究発表等 ケ こついて 

は 正式の大会と 変らないもの ) で，開催きれることになった。 

さらに，その 次の第 12 回大会は， 1965 年にアメリ ヵ で ( 第一候補，クレア モソ 

ト 第二候補，シカゴ ) 開催されることになった。 

なお，ヨーロッパでは ，イソ ド 大会の翌年，即ち t964 年Ⅴ こ ，フラノ ス のストラ 

スプル ク で小規模な学会を 開くことになった。 

2)  イ ソ ド 大会に対処する 本委員会の動 き 方を，その本来の 使命に隠して 考える 

と， 次のようなことになるかと 思われる。 

(1) イ ソ ド 大会に対しては ，外側から支援するが ，そめ運営には ，直接には関与 

しない。 

(2) ヨーロッパからの 学者の参加費の 補助として， ユキ 、 スコから援助を 求める 活 

動を ，イソ ド の組織委員会に 伐 って ひき さげ ろ 。 

(3) 大会開催までに ，さらに AA グルーブ諸国内での 国毎の統一学会結成を 促進 

する。 

(4) AA グループ諸国内から ，できるだ け 多数の右 能 な学者が参加する よう に， 

各国を刺戟する。 

(5) こうした使命を 遂行する一つの 手段として，費用が ュネ 、 スコから支出されれ 

ぱ ，岸本委員長が ， 近い将来に，グループ 諸国を歴訪することになるかもしれ 

な い 。 

(E) 哲学および人文科学関係諸学科の 国際協力会議であ る C IPSH の理事会が ，本 

年秋，東京で 開かれる。 その際， IAHR 本部代表として ，岸本委員長がこれ 

に参加する よう ，本部から依頼されている。 

(F) IAHR-AA グループ日本委員会事務局の 最近における 活動状況 

1) 外国関係 

(1) IAHR 本部およびイソ ドと 連絡 中 

(2) IAHR-AA グループ関係の 外人学者に対する 賀状 (Season,s Greetings) 

を 約 100 通 発送 

(3) AA グループ諸国向げのマールブルク 大会の報告を 作製，発送の 予定で準備 

中 

(456)@ 102 
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 第十回マールブルク 大会派遣団の 報告会を兼ねたため ， 委員のほかに 下記の大会参加者 

の出席をみた。 デ ，モリ ソ ，茨木，工藤，小野，佐藤 ( 賢 ), 佐藤 ( 密 ), 竹中， 

( 敬称略 ABCl[1@0) 

第一部 IAHR-AA グループ日本委員会 

1.  司会者 ( 戸田事務局参与 ) 挨拶 

D.  マールブルク 大会日程報告 ( 工藤事務局セクレタリ 一 ) 

( 末尾 添附 資料 No.1 参照 ) 

Ⅱ・ 報告 ( 平井事務局主任 ) 

(A) IAHR 本部と IAHR-AA グループ日本委員会との 関係に関する 件 0 

マーブルルク 大会で，石津委員が ， IHAR 副会長。 こ ，また，岸本委員長が IAHR 

本部スタッフに 就任。 このことが， TAHR 本部と TAHR-AA グループ日本妻 

員 会とのつながりに ，新しい意味をもたらすことになったと 思われる。 

IAHR-AA グループ日本委員会は ，本来， AA グループ諸国の 学者が， 自分 

たちの利益と 連絡のために ，作ったものであ る。 日本委員会は ，元来，その 下部の 

事務局組織とともに ，独立のものであ る。 それほ， AA グループ諸国における 宗教 

学的研究の促進と ，それぞれの 統一学会結成の 促進を使命とする。 上記の事，清から ， 

それに， IAHR 本部のブラソチとしての 性格が附加せられるに 至った訳であ る。 

(B) マールブルクでの IAHR-AA グル（ フ   0 集いに関する 件 。 

岸本委員長の 座長のもとに ， 9 月 17 日 U 土 ) に，開会され ，三笠宮はじめウィー 

デンバレ ソ 新会長，ブレーカ - 事務局長が挨拶の 後，イソ ド の ボソ ，マハラージ 氏 

がたって，次の 第 11 回大会をイソ ド で 開 ぎたい 旨 発言し， AA グループ諸国の 学者 

の力添えを依頼した。 

なおこの集いで ，動議が出され ， IAHR-AA グループの名でマールブルク 大会 

組織委員長ハイラー 教授に感謝のメッセージを 贈呈することになった。 案文を起草 

しこれを総会の 席上で贈呈。 ( 末尾 添附 資料 No.2 参照 ) 

(C) AA グループ諸国における 国 毎の統一学会結成状況について。 

総会において ，別紙 ( 添 末尾術資料 N0.3) の通り，岸本委員長から 報告 0 
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The Religious Character of Pastoral Counseling 

Tatsunosuke TANIGUCHI 

Pastoral counseling is the religious activity itself. Tha t  means not 

it is religious because of its being done within each accomplished 

religion but it is essentially religious because of its care to realize the 

genuine potentialities in the ultimate dimension of human beings. On 

that account pastoral counseling does not aim at  care and cure in 

biological, psychological and sociological dimensions. And yet it nei- 

ther neglects nor opposes to the care in the above-mentioned dimensions, 

but including all of them, it differs from them in placing it's aim in 

the realization of the ultimate potentialities of human beings themselves. 

In other words the care in other dimensions deals with the process 

realizing this ultimate object but pastoral counseling is concerned with 

this object itself. 

Jesus the Logos in the prologue of the Forth Gospel 

Sadao KAWASHIMA 

This paper does not attempt to lay bare the sources of the Prologue 

of the Forth Gospel, nor to draw out a series of parallels between the 

Prologue and other religious literature of the time, nor to rearrange 

it in its supposed original order, but rather to show exegetically the 

peculiarity of 'the Logos' applied to Jesus in the Prologue. Of course, 

we shall not neglect the historical and literary studies mentioned 

above, without wihch we could not expect any correct exegesis. So this 

paper will be divided into two parts. The  first part will treat briefly 

of some problems whose understanding will be both convenient and 

necessary for the exegesis to be attempted in the second part. 

The  first part deals with five subjects, namely (1) the relation between 

the Prologue and the rest of the Gospel, (2) the literary characteristic 



of the Prologue, (3) the division of the Prologue, (4) the historical 

background of the Logos Christology. Here we may sum up thus; (I) 

the Christology of the Prolpgue focuses that  of the whole Gospel, (2) 

the Prologue can be called a hymn which praises and confesses the 

revelation of God through Jesus Christ in history and the witness 

and apology of the event. It is not philosophical speculation nor 

mythology nor biography (this can also be said about the whole Gospel), 

(3) so the Prologue may be best interpreted in due consideration of 

that event of Jesus Christ Incarnate, who is the silent subject of the 

Prologue from the beginning and chief actor of the rest of the ~ o s b e l .  

In the second part, the exegesis of the text is carried out under the 

following subject : (1) the Logos' relation to God, (2) the Logos and the 

Creation, (3) the Logos as the Light, (4) the Incarnation of the 

Logos, (5) the absoluteness of the revelation of God through Jesus. In 

this study we may say in conclusion; (I) the Logos is none other than 

a historical and concrete person, Jesus, (2) and shows Jesus as  the 

only true person that reveals God, bringing to men judgement and 

salvation, (3) but he so not in his nature but in his deed, (4) and in 

this sense, the. Man Jesus is paradoxically called God. 

Jgtakas and Bodhisatta 

- Especially Appearing in the Bas-reliefs of 

Bharhut Stiipa - 

The Jiitakas appearing in the bas-reliefs of Bharhut Stiipa are one 

of the most ancient formative collections of 'Jiitaka'. We may say to 

learn the original character of 'Jiitaka' through the investigation of 

them. We have 18 bas-reliefs carved the name of 'Jstaka'. Though 

there are others without the name but becoming 'Jataka' in buddhist 



literature, we would except them. Because it is not clear whether 

they were called in those days (B. C. 2) as 'Jgtaka' or not. 

By the comparison of those I8 jiitakas with records in buddhist 

literature, we find two remarkable characters among them. The first; 

18 JBtakas are sculptured attaching weight to moral or story more than 

those in buddhist literature, and the second; there are a few ones 

without the Buddha's i. e. Bodhisatta's figure of previous existence 

i n  these sculptured scenes. And we can find a moral discourse like 

"yavamajhakiyam jiitakam (Cunningham plate, XXV. 3)' which is not 

allied to 'Bodhisatta' but a faithful wife. 

In addition to these facts, we can find no word corresponding to 

'Bodhisatta' in many inscriptions of Bharhut Stiipa. 

According to these facts we may conclude that originally 'Jiitaka' 

had no connection with the doctrine of 'Bodhisatta' and did'nt mean a 

legend of previous existence of Buddha i. e. Bodhisatta, but was a 

didactic bable or story to teach the common ethics. And as  we 

formerly dealt with the original meanings of 'Jfitaka' according tothe 

,commentaries about 'Jiitaka' in nine or twelve division of early buddhist 

literature, it means the 'birth' in previous existence and is one of the 

preaching methods in Buddhism which tells the previous event in con- 

nection with the present one. 

If the original jiitaka had no connection with 'Bodhisatta' as  stated 

above, we may have a new question when 'Jgtaka' and 'Bodhisatta' 

are connected. This problem is one of subjects to be researched in 

future. 

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

of Folklore, Japan 

Hirohumi TSUBOI 

The method of Japanese foundational culture soudied by Japanese 

folklorist proper has  a major pemise, that is, the culture of Japanese 



race consists of one tribal culture, and they emphasize the homo- 

geneity of Japanese basic culture. But I don't always think, t h e  

premise is adequate. First of all, I make my position clear, and take 

up the problem of connection of between Japanese ancestor worship and. 

faiths of agricultural deities, have more ever studied by them, as a 
concrete example and try to reconsider the problem. And then, I 
criticize th.eir theory that two faithes stand on the same cultural base- 

and reexamine the functional connection of the two faithes. At last, 

I conclude, we should to discuss independently it, from present stage- 

for study at least. 

Functional Theory in Sociology of Religion 

Keiichi YANAGAWA 

Sociology of Religion has  two representative methods, namely the 

causal analysis that intends to see how social conditions regulate 

religion and the functional analysis that observes the function of- 

religion in a society. 

This  essay discusses how Talcott Parsons, functional sociologist, has. 

applied his general theory of action to his besic ideas; the definition 
I 

of religion, the relation between religion and social system, and the- 

functional prerequisite of society. 




