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成
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。
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。
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。
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    次 
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。
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。
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。
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お
い
て
は
必
然
的
で
は
 

 
 

 
 

か
る
無
に
お
い
て
在
る
 

こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
を
無
を
透
し
て
も
 

 
 

 
 

る
 。
従
っ
て
、
先
取
さ
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と
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
 そ
れ
は
実
存
の
在
り
方
を
人
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

っ
た
 。
 罪
 と
は
永
遠
な
る
も
 

 
 

士
小
 

 
 

 
 

る
た
め
に
、
神
は
特
有
 
1
 

 
 

 
 

ら
な
い
。
そ
の
決
行
が
 

 
 

 
 

」
の
こ
と
も
、
神
の
前
 

 
 

 
 

存
 と
い
う
こ
と
で
あ
っ
 

 
 

 
 

明
ら
か
に
な
る
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
 

 
 

ス
 卜
者
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
終
生
の
問
題
で
あ
っ
 た
 。
「
そ
れ
は
、
あ
の
 
世
 

 
 

 
 

。
永
遠
な
る
も
の
が
 時
 

 
 

 
 

、
出
来
事
そ
の
も
の
が
 

 
 

 
 

「
史
実
」
 隼
 り
の
 
ヱ
げ
 （
 
0
 ｜
 

 
 

 
 

を
 得
る
か
。
 

 
 

 
 

 
 

し
た
こ
の
こ
と
は
、
悟
性
的
 

 
 

 
 

る
 概
念
で
あ
る
。
現
実
的
と
 

 
 

 
 

的
 可
能
的
な
も
の
を
過
去
的
 

 
 

 
 

も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

井
 @
 

 
 

」
に
お
け
る
一
致
で
あ
る
。
 



Ⅰ
 
、
 

 
 

る
 

 
 

を
そ
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
解
釈
の
う
ち
で
「
負
い
目
」
 や
 

 
 

或
る
 

 
 

リ
ス
ト
教
の
実
存
 解
 

の
 と
お
り
に
 舞
う
処
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

活
を
貫
い
て
い
る
 

 
 

気
分
で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
 自
 

 
 

こ
う
し
て
遂
に
死
に
至
る
病
を
病
む
限
界
に
お
い
て
、
 
「
 
時
 充
つ
る
に
及
ぶ
」
 

 
 

 
 

ぅ
 る
こ
と
は
、
只
管
な
 

る
 努
力
と
、
悩
み
と
罪
の
自
覚
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

り
か
え
す
 よ
う
 に
し
 

 
 

 
 

て
い
な
い
。
 ソ
 ク
ラ
テ
 

 
 

合
 、
そ
れ
は
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
 こ
 う
 い
 う
 柏
手
に
永
遠
 

 
 

 
 

た
 。
そ
れ
は
神
の
愛
の
 

 
 

 
 

与
え
た
。
し
か
し
、
 永
 

 
 

 
 

を
目
 あ
て
と
し
て
課
題
 

 
 

、
 即
ち
同
時
性
に
お
い
て
、
得
れ
ば
よ
い
。
 

(134) 

 
 

 
 

き
 、
憤
り
、
こ
れ
を
 無
 
8
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ぃ
 目
や
罪
の
機
制
も
や
 

 
 

 
 

と
す
る
と
、
そ
の
途
端
 

 
 

過
去
に
去
っ
て
し
ま
っ
て
未
済
の
様
態
に
お
か
れ
る
。
 と
こ
ろ
が
或
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

将
来
に
転
じ
て
、
将
来
 

 
 

 
 

す
べ
 き
 も
の
は
永
遠
な
 

 
 

 
 

決
済
を
迫
る
。
こ
れ
が
 

 
 

来
る
箇
所
は
何
時
で
も
実
存
の
現
前
の
場
面
で
あ
る
。
 そ
こ
は
可
能
性
に
お
い
 

 
 

 
 

済
を
迫
る
。
罪
の
間
頭
 

 
 

 
 

の
 欠
如
の
様
相
を
い
わ
 

 
 

 
 

ヴ
 な
る
も
の
が
過
去
に
 

 
 

 
 

か
ら
の
決
済
の
要
求
 と
 

 
 

 
 

功
級
に
描
い
た
。
 

 
 

 
 

在
り
方
に
お
い
て
あ
 

 
 

 
 

意
識
に
居
る
こ
と
で
あ
 

 
 

 
 

絶
望
や
デ
モ
ニ
ッ
シ
な
 

 
 

 
 

内
面
化
し
っ
 づ
 げ
な
 げ
 

 
 

 
 

身
 す
る
作
業
で
あ
る
 ｜
 

 
 

 
 

子
な
る
 イ
ヱ
ス
 は
あ
の
 

Ⅰ 9 (135) 



 
 

 
 

々
に
お
い
て
も
な
し
 

 
 

 
 

存
の
理
念
が
完
遂
さ
れ
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七 

が ;  に よ l ト 。 凶 ， 

  
な が こ そ さ 源 を ぅ     
  

  
。 散 点 彼 の げ こ 面 て そ ろ は と れ 

  
ろ 存 根 求 に 存 あ 無 は キ 化 が の ら 

  
か と 向 と 入 方 の て の 教 に 主 を ぅ 

ろ は に に 間 に 所 通 関 で 、 体 読 め 

も の 突 、 おなを いる描いはれは っ論ら係い彼佳 ぅ のの。 くで あ 

が存て 宗のおい、 。 きて の 実て主 存い 体い 救い真そる う 理の。 

  

  

  

  

い ，っ てい出ったた 、 て しい。 。 る ま し 

    
の う 以 

、 ジ る 方 か れ 「こ上 そとの 
れ は と 

か 出 こ 

    
9 % て も 人 は ら 構 
に 学 る の 間 も い 造   
無 みにで 的のをを そ描 つ てばの え 止 
す 考 は の く い 、 機 

明ら へま「 真 
で 摯 か 

る え な ま の た 無 制 し 」 な 
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の
こ
と
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

 
 

 
 

こ
と
か
。
さ
し
あ
た
 

 
 

 
 

能
 の
ご
と
き
が
問
題
 肛
 

（
Ⅰ
 

ュ
 
）
 

 
 

 
 

 
 

が
あ
る
。
マ
ク
ス
・
 シ
 

 
 

 
 

的
に
い
っ
て
無
理
な
 逸
 

 
 

 
 

場
面
に
つ
け
て
み
た
こ
 

 
 

 
 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
 
そ
 

 
 

え
方
の
軌
道
に
あ
る
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

的
な
場
面
か
ら
は
な
れ
 

 
 

 
 

想
 と
し
て
、
或
い
は
 ハ
 

 
 

 
 

ぱ
 、
そ
れ
ら
も
超
え
て
 

 
 

 
 

析
 法
体
 法
 、
 析
 生
体
 空
 

 
 

 
 

に
は
不
可
得
 空
 と
か
、
 

 
 

 
 

質
 存
在
論
は
そ
の
上
に
 

 
 

 
 

に
お
ち
 づ
 く
の
で
は
な
 

（
 
り
乙
 

）
 

か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

手
を
此
方
に
と
っ
て
 



 
 

味
 」
（
宗
教
哲
学
の
問
題
と
方
向
所
収
）
参
照
。
 

 
 

 
 

を
 論
じ
る
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

し
な
い
（
 上
註
 、
 四
 

ノ
 （
 
1
 ）
参
照
）
。
 

 
 

 
 

二
六
の
 
一
 、昭
和
三
 

 
 

二
八
、
等
の
参
照
を
い
た
だ
き
た
い
。
 

 
 

 
 

れ
ば
な
る
ま
い
。
 

（
 
9
0
 
）
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
し
か
し
、
こ
れ
 

と
い
う
。
 

 
  

 

主
 

 
 

し
た
 

 
  

 

殊
な
 

 
 

 
 

 
 

に
お
い
て
支
配
さ
れ
 

 
 

域
を
超
え
た
領
域
で
 

の
と
同
じ
関
係
の
も
ち
方
に
な
る
。
 

 
 

け
れ
ど
も
そ
こ
に
 

 
 

神
の
愛
の
所
作
と
 

 
 

に
 宗
教
的
解
釈
学
の
 

 
 

 
 

て
｜
 そ
れ
が
在
っ
て
 
2
 

 
 

 
 

 
 

手
 ど
っ
た
り
す
る
の
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

止
 め
よ
 う
 に
 体
法
 の
 空
 
㏄
 



宗教研究の立場と 宗教的実存の 問題点 

 
 

 
 

切
り
に
お
く
れ
 

 
 

さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
。
 

  23  ( Ⅰ・ 39) 



「楽園説話」の 神学的構造 

的来勢 媒の 」 
分 家 か 
と 散 ら 

し 史 少 て 、 学 派 しで 

バ の も 

ル 方 脱 
ト 渋 皮 
自 読 し 

身 を た 
は 完 い 
新 金 と 
し に い 

い 否 ぅ 

建 定 悲 
設 し 願 
を て だ 
試 は け 

み たる か は 、 
も も 諒 

  
べ は で 

  
  

的   
  

、 で、 の 

  
れ 言 の 

  
兜 苔 
成 定 旧 

25 (141) 

 
 

 
 

国
 旧
約
手
 の
 「
明
治
体
 

 
 

 
 

原
文
自
体
に
沈
潜
し
て
 

序
 

 
 

そ
の
研
究
態
度
と
し
て
如
何
 あ
 

 
 

完
全
に
依
存
し
て
、
相
変
ら
ず
の
 

 
 

っ
て
、
素
手
で
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
 

 
 

ぅ
か
 。
 

 
 

あ
え
て
、
旧
約
十
最
も
難
解
と
 る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
旧
約
神
学
の
 

「
翻
訳
状
態
」
を
続
け
る
べ
き
か
。
 

の
に
当
り
、
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
か
 

い
わ
れ
る
創
世
記
の
「
楽
園
説
話
し
 テ

法
論
 

そ
れ
と
 

-
 
ら
、
 何
 

と
取
組
 

「
楽
園
調
声
の
神
学
 的
 構
造
 

民 

秋
 

重 

太 

良は 
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凡
て
の
学
者
が
こ
れ
を
主
張
す
る
。
そ
の
文
学
的
 表
 現
 は
も
と
よ
り
、
 擬
 

 
 

理
 観
念
の
低
劣
（
割
花
葦
竹
以
下
、
お
 章
 、
 笘
章
等
 ）
 な
ど
か
ら
み
て
、
決
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

適
当
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
 

園
 説
話
は
稚
拙
な
お
 伽
 

の
 祭
司
資
料
（
 P
 ）
に
 

の
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

か
を
語
り
、
ま
た
 訴
 

 
 

 
 

い
は
口
伝
で
あ
り
伝
説
 

 
 

り
 、
「
真
実
」
で
あ
る
。
歴
史
的
真
実
性
を
欠
く
が
、
 思
想
的
真
実
性
を
も
っ
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

説
話
」
の
思
想
的
 真
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

一
、
ヤ
 ハ
ウ
イ
ス
ト
資
料
の
性
格
 



「楽園説話」の 神学的構造 

 
 

 
 

楽
園
説
話
」
と
な
っ
 

 
 

 
 

を
 説
話
と
し
て
修
し
た
め
 

 
 
 
 
 
 

か
を
、
 
先
づ
 問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

何
ら
か
の
意
味
を
も
 

ニ
 、
体
系
的
神
学
構
造
 

 
 

 
 

史
話
」
の
語
を
適
当
 

 
 

 
 

も
つ
も
の
、
多
分
に
説
 

 
 

 
 

の
を
指
す
。
 

 
 

 
 

を
 欠
く
が
、
何
か
を
 

 
 

 
 

様
で
あ
っ
て
、
と
も
に
 

 
 

 
 

ら
ず
、
 サ
 ハ
ウ
イ
ス
ト
 

 
 

 
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

J
 ）
の
「
粗
筆
、
 
禾
 

 
 

 
 

疎
を
意
味
し
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

っ
て
豊
か
な
内
容
を
盛
 

 
 

 
 

内
容
の
深
さ
が
あ
り
、
 

 
 

述
 で
あ
る
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

  



は 
未 

  
    

ネ甲 

  序 
（ 
  

（ 的 上草 

  

  

恩 l 章 2 ） ） 
恵 14  8  章 

  
  
2 9 ） 

王 上手工 - 
  

18 
  

2" む 

  

発 の 
ま 速 す 
づ の き 
楽 殿 も 

国 隣 な 
説 に く 

話 は 構 
全 あ 成 
体 っ さ 

  
を 思 ぢ   
し あ 無 
て る ・ 駄 
み い も 
ょ は な   

的 ど   
に 休 
は 糸 
  的 

煮 に 
外 祖 
に 織 
整 化 
黙 さ 

た れ 
る て 
秩 い 
序 る 

を   

も 文 
つ 学 

て的 
る 倫 
こ 理 

、とに 的 

と ヌⅠ ま 

が た 
つ 宗 

  
的 
ヤブ し 

 
 

 
 

よ
 
尤
し
 
、
。
 

 
 

 
 

驚
く
。
む
し
ろ
寸
分
 
(144) 

 
 

 
 

互
に
無
関
係
の
㌧
 q
Q
 
ヤ
 
8
 

 
 



「楽園説話」の 神学的構造 

ス っ ， 杏 、       
ま ト て 息 こ       
づ 神 極 へ の 

      

神 学 め の 表 神 神 神 
の の て 背 に 楽 の 背 の の 

周 密 度 息 女 ヵ よっ カリ 体系 巧妙 反 」 追 刊 と 恵 の り 

放 と し へ 恩 ス 
ス て 的にをて 論説 記理 の し て の 恵 マ 

刑 て の 背 （ 的   罰 の 人 文 3 周、 
恵 あ 体 そ れ （ 別 間 章 恵 
な る を れ る 3 罰 の 20 
考 こ 構 の よ 立 耳 栄 と え 造 結 う 23 イ七 

  
2 Ⅰ 

  
  

  
てに み " づ げと 果に " 24 

） 
3 

よ 持 て し こ 土 耳 
う に い て の 22 

。 注 る の 説     
た で の 体 
ぃ あ 審 の 
の る 制 縛 
で 。 と 造 
あ 要 し が ミ   

理 罰 の 
路 」 カ 
整 な り 

然 述 マ 
た べ ス 

る て 的 
構 い 思 
造 る 恵 
の 。 」 

下 、 あ た に 童 
ま か 点 
こ も が ; 
と 7 % 
ぽ か か 

  
た り 次 
ヤ ズ @, こ   
イ 乗 の 

背
反
と
し
て
の
誘
惑
（
 3
 章
 Ⅰ
 ・
 m
 ）
 

三
 、
神
の
審
判
と
し
て
の
刑
罰
 

a
 
 蛇
へ
の
刑
罰
（
 3
 章
 M
 １
時
）
 

b
 
 女
へ
の
刑
罰
（
 3
 章
 蝸
 ）
 

c
 
 男
へ
の
刑
罰
（
 3
 章
 W
l
 ㎎
）
 

「
 
後
捷
扁
 
」
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a
 

水
の
恩
恵
 

 
 

た
し
か
に
稚
拙
な
文
学
表
現
で
は
あ
る
が
、
 P
 同
様
、
 序
文
に
原
始
混
沌
の
 

 
 

 
 

上
に
雨
を
降
ら
せ
な
か
 

 
 

 
 

た
い
す
る
関
心
の
深
さ
 

 
 

 
 

な
い
。
 

 
 

 
 

て
い
た
 い
 0
 あ
る
 ぃ
 

 
 

 
 

「
 水
 」
に
関
係
を
も
っ
 

 
 

 
 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

が
あ
り
、
「
 水
 」
 甘
ギ
 

 
 

に
、
 水
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
そ
れ
は
「
 水
 」
 の
 

 
 

は
あ
る
ま
い
か
。
 

 
 

 
 

書
 に
お
け
る
水
へ
の
 

 
 

 
 

異
常
な
関
心
が
寄
せ
ら
 

 
 

 
 

え
ら
れ
 
宙
お
章
援
 、
 

 
 

 
 

出
 Ⅱ
 章
 6
 、
 民
 ⑳
 章
 

( Ⅰ 46)  
 

 
 

三
 、
神
の
カ
リ
ス
マ
的
恩
恵
 



「楽園説話」の 神学的構造 

存 の て 研 て 
と 在 る も 究 ぃ 
す も っ 同 で た 
れ 会 た 様 は ら 

ば く ョ で 禾 ど   
  擬 か あ 解 ぅ   

ら 地 河 、 あ ろ 
ヤろ う   

のは ア な列 （ コに 

 
 

 
 

 
 

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
 

乾
草
 れ
１
 ）
 や
 、
ス
リ
ア
王
 ナ
 ア
マ
ン
の
治
癒
に
 
効
 

ち
 、
こ
れ
ら
 四
 河
川
の
歴
史
地
理
的
考
証
は
今
日
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

創
 M
 章
 7
 ）
、
貞
操
を
試
さ
ん
と
し
て
 

 
 

一
 ミ
ズ
ム
的
な
ア
ニ
マ
の
存
在
が
看
取
さ
 

 
 

ょ
び
 堅
果
（
 井
 ）
の
観
念
、
ま
た
そ
れ
 

の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

大
な
恩
恵
で
あ
る
。
こ
の
民
間
信
仰
を
 

 
 

展
 さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
あ
る
ま
い
 

 
 

ら
し
め
よ
 う
と
 企
図
し
た
の
で
は
な
か
ろ
 

 
 

解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
 水
 」
に
 託
 

か
つ
効
果
的
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

 
 

ン
の
 園
か
ら
流
出
す
る
 四
 河
川
の
記
録
 

 
 

遇
 を
受
け
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
か
か
 

 
 

の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
 註
 」
 「

苦
い
水
」
に
よ
る
 
穏
溺
 （
 
民
 5
 章
Ⅱ
 

れ
る
。
古
代
セ
ム
民
族
に
お
い
て
は
、
 

に
 宿
る
聖
霊
へ
の
崇
拝
も
一
般
的
な
も
 

ヤ
 ハ
ウ
イ
ス
ト
は
必
ず
し
も
排
棄
 せ
 

か
 。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
が
ら
、
 
霊
 ゆ
た
か
 

ぅ
か
 。
水
は
恩
恵
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
 

し
て
語
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
り
、
 

で
あ
る
。
 ェ
ヮ
 ル
ト
以
来
、
こ
の
資
料
 

る
 地
理
的
記
述
が
説
話
自
体
に
無
関
係
 

が
、
 若
し
 2
 章
 6
 の
直
後
に
挿
入
さ
れ
 



 
 

 
 

と
す
る
 ヤ
 ハ
ウ
イ
ス
ト
 

の
 企
画
だ
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

 
 

 
 

な
 註
で
あ
っ
て
 、
必
 

 
 

 
 

説
話
全
体
の
著
述
態
度
 

 
 

 
 

料
 で
あ
っ
た
の
か
も
 知
 

 
 

 
 

聖
水
の
「
恩
恵
性
」
 か
 

 
 

団
 内
田
（
ぎ
を
導
 
き
 出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

b
 
 ア
ダ
ム
創
造
の
恩
恵
 

 
 

 
 

間
 に
お
け
る
肉
体
と
 

 
 

 
 

え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
 

 
 

 
 

サ
 ハ
ウ
イ
ス
ト
の
人
間
 

 
 

を
 何
に
求
む
べ
 き
か
 。
 

 
 

 
 

の
 Ⅱ
日
の
の
。
し
 

ま
 を
 

指
す
の
た
ろ
 う
か
 。
 

 
 

 
 

っ
て
も
、
こ
れ
が
 直
 

 
 

般
 に
目
 ョ
お
 0
 し
 臼
は
、
創
世
記
Ⅰ
 章
為
 １
 %
 
（
 
P
 ）
 と
 、
こ
の
 2
 章
 7
 （
 
J
 ）
 

 
 

 
 

が
 、
イ
レ
ネ
 ウ
ス
 に
 始
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に
 、
非
常
な
不
自
然
さ
を
感
じ
る
 

て
い
て
、
こ
こ
に
 二
 資
料
の
綜
合
 

縦
 

周
知
の
よ
う
に
、
 賠
ョ
囲
 
（
 

判
 
農
民
哲
学
を
語
源
的
に
説
明
し
ょ
 

中
 
ネ
 

0
 
 所
に
限
ら
ず
、
広
く
旧
約
聖
書
 全
 

」
 

 
 

臨
 

「
ち
り
か
ら
」
と
す
れ
ば
足
り
る
 

難
 
て
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 ど
 

r
 

私
は
こ
の
「
 土
 」
（
 よ
 刮
ヨ
 
8
 

頓
 さ
れ
た
普
遍
的
真
理
や
超
時
間
 

上
の
処
理
」
が
、
こ
の
神
学
者
の
 

テ
キ
ス
ト
に
帰
ろ
 う
 。
 2
 章
 7
 

 
 

 
 

神
の
恩
恵
に
応
え
る
 へ
 ブ
ラ
イ
的
な
「
思
惟
 以
 

と
の
同
義
の
二
話
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
 

面
目
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

  

 
 

文
は
明
か
に
コ
土
方
ち
ち
り
 

ら
こ
、
 

、
、
，
、
 
ヵ
 

と
な
っ
 

 
 

複
 を
あ
え
て
せ
 れ
ば
 な
ら
な
か
っ
た
か
。
 

 
 

「
人
は
土
か
ら
生
れ
た
」
と
い
う
素
朴
な
 

ぅ
 と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
語
呂
合
せ
は
、
 
（
言
語
学
的
根
拠
は
乏
し
い
に
せ
よ
）
こ
の
 個
 

 
 

の
 知
的
趣
味
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
単
に
 

 
 

に
 挿
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
 、
 果
し
 

 
 

思
わ
れ
な
い
。
 

が
、
 単
な
る
普
通
の
土
で
は
な
か
っ
た
よ
 う
 に
思
 う
 。
 す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
、
 2
 章
 6
 の
「
 土
 」
は
 
33 (149) 

 
 

 
 

人
間
の
せ
の
 r
a
 
コ
 （
 
毛
 。
 
7
 

 
 

 
 

い
 。
ギ
リ
シ
ア
的
に
整
 

 
 

 
 

に
 表
現
す
る
ま
で
に
 

 
 

 
 

般
 ）
に
関
す
る
限
り
、
 

 
 

 
 

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

し
 、
同
時
に
人
間
の
側
 

 
 

ぅ
 と
す
る
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

訳
 ）
と
こ
ろ
の
「
湿
土
」
 

 
 

 
 

」
を
含
む
土
 
｜
 この
 

 
 

 
 

た
 。
韓
土
な
ら
ぬ
湿
土
 

 
 

 
 

「
 
土
 」
 ぜ
 凶
日
 
曲
 と
「
 ち
 

 
 

 
 

え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
 

 
 

 
 

る
 。
と
に
か
く
、
重
複
 

 
 

 
 

雲
上
」
を
高
調
せ
ん
が
 

 
 

 
 

っ
た
 。
（
 P
 説
話
で
は
 

 
 

と
 記
し
て
い
る
。
）
 

 
 

 
 

こ
の
場
合
の
「
 ち
 

 
 

 
 

者
の
思
想
的
立
場
は
成
 

 
 

 
 

霊
水
に
よ
っ
て
豊
か
に
 

 
 

 
 

の
 画
い
た
人
間
像
で
あ
 

 
 

 
 

れ
 お
の
の
き
 つ
 う
こ
れ
 

 
 

 
 

ざ
 ゴ
 
%
 往
 （
を
示
す
Ⅱ
 ョ
一
 

笘
的
 
0
 し
囲
 だ
っ
た
の
で
士
の
る
。
 

 
 

 
 

目
汁
 
口
宙
 
0
 
 
と
い
い
、
 ま
 

 
 

 
 

が
 実
体
概
念
と
し
て
 捉
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「楽園説話」の 神学的構造  
 

 
 

。
即
ち
、
固
定
的
な
人
 

間
 本
質
を
客
舌
口
的
に
描
く
の
で
な
し
に
、
「
神
語
り
、
 

 
 

的
 恩
恵
と
、
そ
れ
に
 対
 

 
 

 
 

る
 。
 

c
 
 楽
園
設
定
の
恩
恵
 

 
 

 
 

こ
こ
に
間
 ぅ
 必
要
は
 

 
 

 
 

、
 恐
ら
く
地
味
や
せ
 、
 

 
 

 
 

る
も
の
と
み
る
べ
き
で
 

 
 

 
 

傭
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
こ
れ
を
自
己
の
信
 

 
 

 
 

は
 、
あ
る
い
は
人
間
の
 

 
 

 
 

の
神
秘
性
（
 3
 章
 1
 １
）
 

 
 

 
 

て
 基
本
的
な
思
想
底
流
 

 
 

 
 

の
 信
仰
に
徹
し
た
 サ
 ハ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 附
与
」
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

あ
る
。
言
わ
ば
、
一
方
 

 
 

 
 

調
 と
し
、
実
在
他
者
の
 

 
 

 
 

㍉
の
の
曲
 

o
 
n
 

Ⅹ
 目
ぃ
ゴ
申
 

0
 
 
の
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単
な
る
神
話
に
下
ら
せ
 

出
が
あ
り
、
ま
た
根
源
 

思
う
に
、
「
世
界
」
 

観
 的
態
度
を
と
ら
な
か
 

関
係
を
主
張
す
る
旧
約
 

の
 三
毛
 

o
q
n
 

）
 
ド
コ
カ
 
の
 ざ
 が
 、
 

文
学
的
に
み
れ
ば
、
 ず

 、
「
神
の
意
志
 へ
 

的
 思
惟
を
な
し
 ぅ
 る
 

の
意
味
を
、
ま
た
 正
 

っ
た
。
人
間
的
主
体
 

的
思
惟
か
ら
は
、
 
こ
 

か
く
て
第
二
段
の
 

人
間
性
の
機
微
を
 、
 の

 背
反
」
を
そ
の
中
に
高
調
し
よ
う
 

神
学
者
と
し
て
の
面
目
が
表
わ
れ
て
 

し
い
人
間
像
を
把
握
し
た
 サ
 ハ
ウ
イ
 

性
に
た
い
し
て
、
一
応
は
否
定
的
態
 

の
カ
リ
ス
マ
的
恩
恵
に
た
い
し
て
 何
 

「
誘
惑
説
話
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

極
め
て
興
味
ふ
か
く
 ま
ご
こ
旺
お
 
す
 と

す
る
と
こ
ろ
 

い
る
わ
け
で
あ
 

ス
ト
は
、
こ
の
 

度
を
と
っ
た
が
 

か
の
応
答
を
示
 

に
解
明
を
試
み
 
て
い
る
が
、
今
け
こ
れ
に
触
れ
る
こ
と
 

る
 。
 

「
カ
リ
ス
マ
的
恩
恵
」
に
た
い
し
て
 
傍
 

、
し
か
し
神
と
人
間
と
の
間
の
人
格
的
 

さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
せ
の
 7
 

に
 、
こ
の
作
者
の
思
想
家
と
し
て
の
 傑
 

点
 ）
を
お
 き
 、
こ
れ
に
全
力
を
傾
 

四
 、
神
 

さ
て
以
上
の
ご
と
き
カ
リ
ス
マ
 

神
の
「
創
造
」
で
は
な
く
、
む
し
 

リ
ラ
 る
の
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
 倒

す
る
。
し
か
し
り
 

の
恩
恵
へ
の
背
反
 

的
恩
恵
が
、
た
だ
上
 

ろ
 自
然
の
「
生
成
」
 

「
人
間
の
誠
実
」
が
 

し 「 一 
て 生 方   

あ に か ズ 
    サま 

ら な 附 
で く 与 - 第一   
あ な た 拍 
る る け ヤァ "- 

。 で、 に 移 
禾 あ て る 

開 ろ る 
幼 う な 

らば 稚な そ 

  
話 に は 

為
 で
あ
っ
て
、
か
く
て
は
 

で
な
く
て
「
創
造
」
で
あ
 

る
が
、
「
蛇
の
誘
惑
」
を
 

 
 

学
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
 三
拍
子
の
第
一
拍
た
る
「
神
の
カ
リ
ス
マ
的
恩
恵
」
 

に
 「
 
強
 」
（
最
高
の
重
 

思
想
家
で
あ
る
と
断
じ
て
 差
 

理
 」
の
代
表
者
が
 サ
 ハ
ウ
 ィ
 

の
人
間
に
徹
し
、
ひ
た
す
ら
 支

 な
い
で
あ
ろ
う
。
 

ス
ト
で
あ
り
、
し
た
 

創
造
者
を
導
 き
 入
れ
 創

造
は
合
意
で
 

が
っ
て
自
己
の
 

る
こ
と
に
よ
っ
 も

 契
約
で
 

中
に
根
 抵
 

て
、
 真
の
 も

な
い
。
 

を
も
た
ず
 

人
間
像
を
 創

造
者
の
指
示
に
完
全
服
従
す
る
「
 

ュ
 

-
 
、
自
己
の
主
体
性
を
喪
失
し
、
 

日
 。
二
 
%
 

描
写
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

ヤ
ハ
 
ウ の ダ 
イ と ヤ 
ス し 的 
ト て 背 
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「楽園説話」の 神学的構造 

し 

間 典 罪 神 の 人の原敬 ァブ ので あ の よし （ 3 速 
る 誘 童 帝 ぅ 

がも い 12  責 と 

申 そ 栗 原 に え 

す た 

  
克ニ「 我る あ 

をに ヒ 

す 

煮 方 シ 返 と 関 な   ヱ 

義 法 ァ さ な ら い 

  
ヤ は に こ ス イ 「 来 課 
  

37  (153) 

 
 

 
 

こ
ろ
み
る
 0
 先
づ
 Ⅲ
 蛇
 

 
 

 
 

現
出
せ
し
め
て
、
恐
怖
と
 

 
 

 
 

、
 ㈲
最
後
に
、
責
任
 国
 

 
 

学
的
手
法
の
巧
み
さ
、
ま
こ
と
に
驚
く
の
他
は
な
い
。
 

 
 

 
 

性
に
 臣
一
一
口
 

反
 し
、
「
 補
 へ
 

 
 

」
に
も
 杓
 わ
ら
ず
、
「
自
我
の
登
位
」
を
こ
こ
ろ
み
、
 
人
間
の
主
体
性
を
確
立
 



 
 

 
 

共
同
を
排
し
て
、
 
自
 

 
 

 
 

 
 

可
 敵
性
を
も
た
な
い
。
 

 
 

 
 

れ
る
の
が
、
こ
の
「
 背
 

 
 

 
 

旧
約
は
、
か
か
る
人
間
 

 
 

 
 

家
ヤ
ハ
ウ
イ
ス
ト
は
 、
 

 
 

 
 

盾
を
痛
感
す
る
。
か
く
 

 
 

 
 

実
生
活
の
不
調
和
と
 労
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

史
 後
期
に
お
い
て
の
 

 
 

 
 

１
％
と
し
て
い
た
こ
と
 

 
 

 
 

景
 と
し
て
、
人
聞
 苦
 、
 

 
 

 
 

ハ
ウ
イ
ス
ト
の
根
本
意
 

図
 な
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

0
 宿
命
に
打
ち
ひ
し
 

o  Ⅰ ウ 

イス 億年。 ぽ 

ト 円 いの 円目円 ） 田 

荒径 

  
て 関 
の ， 亡 、 

刑   乏 
イヰ 仁一 Ⅱ し 

く、 

ひ 
ナ - Ⅰ 

す 
ら、 

神 
の 

カ 
  

ス 
マ 

的 
， 志 、 
恵 
ヤブ し 

対 
応 
す 
る 

人 
間 
の 

せ 

の Ⅰ が 
  

圧毛｜ 
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「楽園説話」の 神学的構造  
 

 
 

る
 調
子
は
、
一
種
の
素
 

 
 

 
 

単
純
な
人
生
観
は
 、
パ
 

 
 

 
 

し
て
、
一
応
理
解
で
き
 

 
 

 
 

大
と
、
女
性
の
苦
悩
の
 

 
 

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

て
、
 明
か
に
農
地
の
 

 
 

 
 

し
て
い
る
こ
と
を
記
し
 

 
 

 
 

（
 
托
章
 8
 ）
で
は
、
 
明
 

 
 

 
 

か
に
こ
の
 3
 章
 m
a
 は
 、
 

 
 

 
 

っ
て
み
る
と
き
、
こ
の
 

 
 

 
 

ス
ト
が
抱
い
て
い
た
 切
 

 
 

 
 

ぅ
 と
し
た
も
の
と
考
え
 

 
 

 
 

か
め
 生
活
苦
と
、
繁
茂
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
 

 
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
た
か
は
、
 

 
 

 
 

始
 混
沌
に
お
い
て
「
 土
 

 
 

 
 

ダ
ム
を
置
き
、
「
 
ェ
デ
ソ
 
39 ( Ⅰ 55) 



し
か
し
ゃ
 

り
、
自
己
様
 

難
 」
以
上
に
 

て
 、
 来
る
べ
 

ウ
イ
ス
ト
の
 

  
遠 ス の た 

竺 ヱ % 弓 

偉 き 出 牲 ハ 
大 子 る こ ウ 
さ 言 こ そ イ 

を 者 と 神 ス 
ム か ま が へ ト 

      し た で の は 

保 ろョぎ真 賞 ブ なのこ 、 
讃 評 か   

    ケ ア ヒ 

苦 ル に た 

  
をてかヤ 、 はっの   
も こにな 決すに 、 
の 了 わ 苦 

薙
 が
神
の
意
 

ち
 
「
刑
罰
と
し
 

っ
て
い
る
の
 

時
期
に
提
起
し
 志

 で
あ
 

て
の
苦
 

で
あ
っ
 

た
サ
 ハ
 

 
 

 
 

の
 最
大
の
苦
悩
（
 妊
 

 
 

に
 努
力
を
傾
げ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

巧
 ）
 、
 明
か
に
テ
ー
マ
 解
 

 
 

 
 

な
い
か
、
理
解
で
き
な
 

 
 

 
 

恩
恵
を
も
確
保
し
て
い
 

 
 

 
 

作
 」
も
、
耕
作
の
必
要
 

 
 

 
 

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
 

 
 

ら
 追
わ
れ
た
ア
ダ
ム
を
叙
述
す
る
の
に
、
「
追
放
」
の
 み
記
せ
ば
足
り
る
所
を
 、
 

 
 

 
 

は
な
い
よ
う
に
思
う
。
 

 
 

 
 

文
学
構
造
的
に
分
離
さ
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
 

(156) 40 



「楽園説話」の 神学的構造  
 

 
 

し
た
わ
げ
で
あ
る
。
 
偶
 

 
 

 
 

造
史
 が
神
に
由
る
と
同
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
  

 

 
 

 
 

の
 絶
対
性
に
近
づ
こ
 

 
 

 
 

る
た
め
に
、
 

 
 

 
 

れ
は
、
内
容
的
 

 
 

 
 

篇
の
説
話
プ
 ロ
 

 
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

後
篇
に
お
い
て
 

 
 

」
（
 3
 玉
 
目
十
飢
 

１
ロ
）
 

 
 

化
」
（
 3
 章
 盤
 ）
 

 
 

追
放
」
（
 3
 章
 為
 1
Z
 ）
 

 
 

の
そ
れ
と
全
く
符
節
を
合
す
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
事
で
 

 
 

 
 

持
し
、
統
御
し
 

 
 

 
 

保
存
 史
 し
が
、
 

 
 

 
 

 
 

先
立
っ
て
 ヤ
   む 、 あ パ に 補 
ウ @ は 足 
イ   と 何 を 



 
 

 
 

能
 性
と
神
的
可
能
性
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
や
が
て
楽
園
か
ら
の
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

一
ア
 神
話
に
負
う
と
こ
 

 
 

 
 

代
 に
お
い
て
こ
の
よ
 う
 

 
 

こ
と
に
驚
嘆
に
値
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

れ
た
堂
々
た
る
神
学
 

 
 

る
 。
（
 め
万
 
）
 



八機棚経における 自由里 智  
 

 
 

ト
 訳
に
つ
い
て
見
て
も
、
 

 
 

 
 

か
ら
ず
存
す
る
し
、
 
さ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
 
す
 

 
 

 
 

て
 残
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

、
 右
に
あ
げ
た
 よ
う
 に
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
 緒
 
4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
の
、
と
い
わ
れ
る
の
 

と
い
わ
れ
、
大
乗
 

 
 

の
 意
義
 

菅 

晃 



 
 

 
 

」
の
か
た
そ
の
目
的
と
し
 

 
 

 
 

日
 l
 笘
年
ア
俺
 
㏄
 ヨ
の
 
）
が
 、
 

 
 

 
 

文
 解
読
に
際
し
て
参
考
 

（
 
ニ
リ
 

）
 

 
 

 
 

較
 対
照
に
よ
っ
て
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

た
だ
 無
 方
針
に
羅
列
 

 
 

 
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

智
の
世
界
（
 づ
 Ⅱ
 
曲
田
せ
囲
 

（
 
l
 

 
 

 
 

片
目
が
（
の
 

0
 １
 の
 
0
 
 
Ⅰ
の
ロ
内
）
 

 
 

 
 

）
 
0
 ナ
 モ
ロ
自
証
 拠
 ・
 自
 

 
 

 
 

n
 セ
の
 
）
 の
の
Ⅰ
の
・
 

コ
ド
コ
 

l
@
 
 

の
的
の
 

円
，
 

ト
帆
 
0
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
ヒ
笘
 
）
目
が
 
・
・
 

｜
 
由
 ㏄
 沖
 
0
 の
の
Ⅱ
が
の
 

（
 0
 一
 

 
 

 
 

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
 

（
Ⅰ
Ⅹ
）
 

 
 

 
 

出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
 

 
 

 
 

明
ら
か
に
し
て
こ
の
 経
 
4
 

 
 

 
 

資
料
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
 

 
 

 
 

 
 

者
 ま
で
伝
承
さ
れ
て
 来
 
u
 

（
 
公
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

を
も
っ
と
さ
れ
る
か
ら
 



 
 

 
 

と
は
 入
梼
伽
経
 の
み
の
 

 
 

 
 

教
説
 で
あ
っ
て
も
、
 仏
 

 
 

 
 

し
か
し
、
こ
の
経
典
 

 
 

 
 

の
い
 た
る
と
こ
ろ
で
 強
 

 
 

 
 

ョ
囲
 Ⅱ
リ
ト
リ
 

古
卸
ハ
 
Ⅰ
 
燵
 ）
で
あ
る
 

 
 

 
 

味
 さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

欠
く
と
い
わ
れ
る
こ
の
 

 
 

 
 

史
上
の
意
義
は
 、
 主
と
 

 
 

 
 

ぞ
れ
の
学
説
の
発
達
の
 

 
 

 
 

な
 立
場
か
ら
こ
の
経
典
 

の
教
 説
を
考
察
し
た
い
と
思
 う
 。
 

義
 

 
 

 
 

強
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 

 
 

 
 

安
を
指
し
示
す
指
に
す
ぎ
た
 

 
 

 
 

に
 拠
る
本
文
解
読
は
発
表
す
 

 
 

 
 

 
 

本
と
荒
木
と
に
拠
り
、
必
要
 

 
 

ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
）
。
（
 

7
 ）
 

 
 

 
 

 
 

故
我
 如
是
 説
 。
 云
何
縁
 自
得
 

入
  

 

 
 

。
 謂
舌
 先
聖
道
 如
金
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性
 
（
 
隼
 す
の
「
 

ヨ
 曲
目
 
モ
 曲
ヨ
 ゅ
 （
 
a
,
 

そ
れ
故
に
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
 よ
 

が
日
、
 ゑ
 1
%
 笘
仔
ガ
せ
 a
n
 
）
 

右
の
経
文
の
う
ち
、
 
宋
訳
 の
 

あ
っ
て
、
 魏
訳
 
・
 唐
訳
 で
は
そ
 

そ
の
こ
と
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
 

 
 

る
こ
と
な
く
）
存
す
る
の
て
あ
る
。
 

Ⅴ
（
 変
 

 
 

の
間
、
如
来
は
一
字
を
も
（
の
ガ
ロ
 

ヨ
串
キ
リ
ガ
ゅ
 
p
7
 

（
 
柁
 ）
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

ヨ
が
年
 
プ
リ
Ⅱ
 

ヨ
が
ヰ
卸
 

・
の
 

0
l
 

の
 
0
 
 
Ⅰ
が
臣
の
 

ノ
 の
 
ゴ
 0
 の
 
l
 
曲
）
 
隼
 ）
で
 

 
 

問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
 自
 内
証
と
い
う
こ
と
 

 
 

た
も
の
と
い
わ
れ
、
文
字
を
離
れ
た
白
内
証
の
境
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

帯
 @
 コ
 ミ
）
・
法
の
決
定
 

 
 

廣
 ）
で
あ
る
。
諸
の
如
来
が
出
世
し
て
も
、
 あ
る
い
は
出
世
し
な
い
と
し
て
 

（
㎜
）
 

 
 

 
 

界
は
常
住
な
る
も
の
 

 
 

 
 

の
 
0
 Ⅱ
の
 
コ
帳
 ）
の
す
 
0
 の
 
一
 

 
 

 
 

マ
テ
ィ
 よ
 、
こ
の
 二
 

 
 

 
 

ど
う
い
う
こ
と
か
。
 

 
 

 
 

く
 、
言
葉
の
妄
分
別
 

 
 

 
 

の
セ
 
が
 つ
 Ⅱ
の
 
こ
 
せ
 囲
ヰ
ヨ
い
 

の
が
こ
 

一
 

 
 

 
 

す
な
 ね
 ち
、
マ
ハ
ー
 

世 故 
再 説 
は 一 一 甘 口 。 
ム 
つ 我 
た 従 

。 某 
マ 夜 
ハ 得 

l 景 
マ 正 

テ覚 
よ 及 

、 至 
私 某 
は 夜 
二 人 
つ 般 
の 浬 
浅 葉 
（ 於 

  
  

  
を密 
意 
し 
て 

  
㏄ 笘 

ヨ Ⅰ 
す 
  

セの， 

年 

mo 

コの ） 
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大概棚経に 

  
  
の る 可 

得 
でこ あ と （ 

  
仁王， なら 文字 ヴ 

  
  
も も で、 

ののあ でがる 
あ あ か 

  
  
マノ それ は出 

故 ま l 
は か て 

マ せ テ 

/ ヘ v ア し イ 

@  一 ヱ ;  よ 
マ つ " 

テ て そ 
ィ い う 

よ る で 
、 （ は 

まなくて、この理由 寸づ曲 でⅠの 

に ， 若 
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か
な
い
。
諸
の
文
字
に
 よ
 る
 

お
 

 
 

 
 

小
俵
文
字
。
 
若
 善
男
子
善
女
 

邸
 

大
佐
文
字
者
、
自
壊
第
一
義
、
 

亦
 不
能
覚
他
。
 

 
  

 

 
 

故
人
意
、
菩
薩
摩
 珂
 

義
 

 
 

 
 

説
 諸
法
令
 離
 心
意
意
識
 故
 。
 

て
い
る
に
 

れ
 以
外
の
 

こ
の
ょ
 

大
意
。
 

字
故
 。
 

 
 

 
 

あ
っ
て
 、
そ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

ね
 、
た
と
え
ば
、
 

 
 

 
 

説
 。
 法
 雑
交
 

 
 

 
 

若
衆
生
妄
想
 

 
 

 
 

ら
れ
る
こ
と
は
、
諸
姉
 

 
 

 
 

ゆ
め
 意
味
が
見
ら
れ
る
 

 
 

 
 

よ
い
 
Ⅰ
）
と
は
、
如
来
の
 

 
 

 
 

は
 同
じ
も
の
を
表
現
し
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

目
お
コ
 の
の
）
 
工
 法
と
し
 



 
 

 
 

指
先
の
み
を
見
て
月
を
 

（
 
為
 ）
 

 
 

 
 

所
説
は
、
 入
 楊
柳
籠
 め
 

 
 

 
 

縁
覚
も
声
聞
も
菩
薩
 

 
 

 
 

の
か
。
そ
れ
故
に
 て
 

 
 

 
 

曲
 乞
お
 団
 ）
に
執
着
 

 
 

 
 

し
た
も
の
で
は
な
い
 

 
 

 
 

解
 を
も
つ
て
い
る
 衆
 

 
 

 
 

倒
 （
（
百
曲
Ⅱ
 

セ
が
 
）
山
村
二
 

%
 隼
ゴ
｜
 

 
 

 
 

ど
す
注
 。
幅
 
1
 
で
 い
 ）
か
ら
 

 
 

 
 

せ
 い
ヨ
 
が
 
１
 
%
 
ロ
 ・
Ⅰ
の
 
コ
 の
 且
 

（
 
鈍
 ）
 

 
 

 
 

ょ
 、
菩
薩
摩
 詞
薩
は
 

 
 

 
 

っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

、
ま
た
他
の
も
の
に
 

第
一
義
を
覚
知
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
）
（
 

勿
 ）
 

（
 
W
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

し
 
一
切
法
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

は
文
字
を
離
れ
た
も
 

 
 

 
 

 
 

益
 
（
代
目
 

u
,
 

年
 0 し
に
か
か
わ
る
こ
と
を
も
説
か
な
い
 と
い
う
の
で
は
な
く
、
 

ひ
 

 
 

 
 

 
 



  携 棚経における 自由 聖 智の意義 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

曲
 Ⅰ
 目
 @
 
コ
頓
 

 
 

五
五
頁
 イ
 

（
 
3
 ）
山
口
益
博
士
、
前
掲
、
一
二
二
頁
。
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註
 （

 
1
 ）
山
口
益
博
士
同
人
 携
伽
経
 L
 再
刊
 序
 参
照
。
 

 
 

 
 

一
リ
 
コ
オ
曲
 
せ
の
円
の
Ⅱ
が
口
内
 

ヨ
｜
 

 
 

 
 

は
 山
口
益
博
上
 

 
 

 
 

0
 人
 伏
 棚
経
 註
 

 
 

 
 

を
 指
し
示
す
指
に
す
ぎ
 

 
 

 
 

「
一
切
の
五
 
%
 茜
の
論
義
 

 
 

 
 

二
 ・
口
語
道
断
の
行
の
境
 

（
 
笘
 ）
 

 
 

 
 

度
 は
人
 梼
伽
 経
に
限
ら
 

 
 

 
 

「
 仏
 四
十
九
年
一
字
 

 
 

経
に
代
表
さ
れ
る
と
云
っ
て
 よ
 い
で
あ
ろ
う
。
（
 

2
 
5
 ）
 

 
 

 
 

と
さ
れ
、
そ
の
指
示
 

 
 

 
 

の
種
々
の
 教
 謝
を
 つ
 ら
 

 
 

 
 

説
 の
う
ち
の
い
く
つ
 

 
 

 
 

と
い
う
 教
 説
を
取
り
上
 

げ
て
、
も
う
一
度
検
討
し
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 



 
 

第
五
巻
第
二
号
、
と
く
に
三
三
二
頁
）
参
照
。
 

 
 

 
 

っ
て
も
諸
本
対
照
を
 

 
 

 
 

千
巻
本
に
拠
ら
 

 
 

 
 

ぎ
な
い
。
以
下
 

 
 

 
 

文
の
理
解
に
一
 

歩
 近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
 
う
 か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
8
 ）
大
正
一
六
・
四
九
八
・
 下
｜
 四
九
九
・
 七
 。
 

 
 

 
 

ッ
ト
 訳
は
卜
 @
 の
 

 
 

 
 

お
ら
れ
る
。
 い
 

 
 

意
味
す
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
 

 
 

の
 さ
目
 0
 の
・
 
弼
 Ⅰ
 田
ヨ
廿
 臼
田
お
よ
び
 宋
訳
 
「
 舌
 先
聖
道
」
、
 ぬ
訳
 
「
大
行
路
」
に
 

 
 

 
 

読
ん
で
お
ら
れ
 

 
 

し
て
い
る
が
妥
当
で
は
な
い
。
 

 
 

ゆ
 コ
 %
 ヨ
を
 欠
い
て
い
る
。
 

 
 

目
 Ⅰ
 卜
 
@
 
・
の
 
｜
 ㏄
 

 
 

 
 

（
 
M
 ）
大
正
一
六
・
五
 0
 六
 ・
 下
 。
 

 
 

 
 

と
 訳
し
、
唐
沢
 も
同
 

 
 

 
 

の
 如
来
は
文
字
 

 
 

 
 

文
字
に
堕
し
 

 
 

 
 

者
 に
す
べ
 き
 
で
⑥
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

侍
 Ⅱ
Ⅱ
 コ
円
 
㍉
。
 
隼
岸
 
@
 
50 



大胡 竹口経にお 

  
25 24   
四面 
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と ] 韓 
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イ 理 
口 口 @ 
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フ /L 
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参 
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（
 
6
 
 
）
 

 
 

で
あ
る
。
真
実
（
（
 
p
H
d
 

せ
め
 
、
 監
 1
 季
 。
 占
 リ
ー
 
日
 e
 、
 実
在
（
 す
プ
 
ロ
（
 
u
 、
 （
 子
欠
 ）
 、
 

 
 

ぅ
 得
ら
れ
な
い
も
の
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
な
く
虚
妄
に
 分
 

（
 
4
 ）
 

と
の
相
を
明
ら
か
に
し
て
、
（
こ
れ
は
）
心
で
あ
り
、
  

 

分
別
で
あ
る
。
㈹
 智
 
 
 

 
 

の
 ・
 ぬ
 
の
の
）
で
あ
り
、
漢
訳
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

い
て
経
典
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

。
㈲
施
設
衆
客
顕
示
 

 
 

 
 

定
格
 如
如
 。
真
実
 決
 

 
 

 
 

施
入
正
覚
不
断
下
帯
 

 
 

 
 

 
 

 
 

明
確
な
特
徴
（
 乱
か
 
T
 

 
 

 
 

ぎ
 ）
が
見
ら
れ
る
こ
 

（
 
9
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

は
な
い
と
す
る
こ
 

 
 

 
 

は
 （
そ
う
で
は
な
い
）
 

五 
法 
  
で笘 

  
  
  

色 l 
ア 

曲 Ⅰ 

- 目り曲 

のす。   

トか 

    

と 

は 

相 
  
目 ） 

む目）   
， 圧 ㏄ 

目コ   

のゴ   

コ｜ 

九二口 ）   

名 

  
  
  

ョダ 

口口 

臣 ） 

    

安分 

刀 U 

  
づト 

吋 

）ロ口 の 
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52 



 
 

 
 

 
 

 
 

如
 
（
（
の
（
 

牙
 u
d
W
 
）
の
 二
法
 
5
 

、 胡地経におけ 

  
  

  
  

  
にし 」、 とⅠ セ   

  
    

  
(169) 

る 自由里智の意義  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 づ
れ
ば
 つ
 ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
は
云
え
た
い
が
、
 右
 

り
 、
同
様
に
し
て
 耳
 ・
 

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

瓶
な
ど
の
想
を
お
こ
す
 

 
 

 
 

流
動
さ
せ
、
さ
ら
に
 種
 

 
 

 
 

の
 安
分
別
に
よ
っ
て
 慧
 

 
 

 
 

主
張
・
声
聞
・
 

 
 

 
 

㏄
 日
ゼ
曲
幅
 

）
 
・
 
コ
ド
コ
 

l
l
 p
,
 

（
 
0
0
 

）
 

甲
 守
 り
審
 宮
下
 1
 
か
 
9
 ）
で
あ
る
。
 

縁
覚
 

せ
の
｜
 

決
定
（
 田
か
 
c
a
 
ヒ
 u
,
 
 

ヒ
の
ご
 a
g
-
p
a
 

（
 

ミ
厨
壷
 ，
 n
o
 
占
宇
ヨ
 e
 、
不
可
得
 

曲
 甲
田
 &
 ）
で
あ
り
、
私
と
他
の
諸
 

れ
を
証
し
て
断
で
も
な
く
常
で
も
 

 
 

（
で
 

q
D
 

ア
サ
 

エ
，
 「
 
ゅ
臣
 
・
 ヴ
の
ゴ
ぃ
コ
 

）
、
自
体
（
の
 
づ
甲
 

 
 

田
 
㏄
 こ
ゴ
囲
 

）
 
曲
ガ
ぬ
 

が
心
曲
，
年
の
 

｜
す
い
ゴ
ぃ
 

目
的
 ゼ
ぃ
目
 
）
圧
の
 

ゴ
｜
 

 
 

公
開
し
、
広
く
示
し
た
の
で
あ
る
。
㈲
 そ
 

（
 
7
 ）
 

 
 

証
 の
 聖
 智
 に
 適
合
し
（
 b
q
p
 

田
 
）
 囲
 （
 
日
甲
 目
下
 



 
 

 
 

巴
の
領
域
で
あ
る
法
案
 

 
 

 
 

0
 １
 ヴ
の
ゴ
ヨ
 

@
%
 

亦
の
帥
の
 

l
%
 

ひ
ゴ
ト
 

 
 

 
 

夫
の
妄
分
別
の
世
界
か
 

 
 

 
 

の
 三
性
説
と
の
連
関
が
 

 
 

考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

も
 右
の
五
 法
 と
連
関
 

 
 

 
 

岸
 ㏄
 老
曲
ヴ
ゴ
 
叫
く
 
曲
，
ガ
亡
コ
｜
 

 
 

 
 

・
 円
 成
の
目
性
（
ロ
口
（
 
T
 

 
 

 
 

性
 ・
 成
 自
性
（
 宋
訳
 ）
 、
 

 
 

 
 

（
 
唐
訳
 ）
と
し
て
い
る
。
 

 
 

次
の
よ
う
に
云
 う
 。
 

 
 

 
 

生
心
心
法
。
 
名
 供
侍
 

 
 

大
意
、
正
智
 如
 加
音
不
可
壊
敗
 名
成
 自
性
 （
 
臼
 
4
 ）
 

 
 

 
 

分
別
の
自
性
（
 屈
 7
 

（
 
け
 Ⅱ
）
 

（
お
り
）
 

 
 

 
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
し
て
 

 
 

 
 

目
寸
的
 コ
ロ
の
。
 

づ
曲
 
）
生
口
一
陣
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
歓
喜
 

 
 

 
 

を
 得
る
。
か
れ
は
歓
喜
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入
 

 
 

 
 

」
の
こ
と
に
つ
い
て
学
ぶ
 

5
 

拐加 経における宮内壁智の 意義 

 
 

 
 

に
 マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
 よ
、
 

 
 

 
 

て
い
る
よ
 う
 に
 、
妄
 

 
 

 
 

リ
コ
沖
さ
Ⅰ
び
が
 
臣
 ）
 
の
 

 
 

 
 

（
 
ち
笘
 
ユ
目
 
田
蝸
づ
笘
 

二
コ
 
p
 。
 

 
  

 

て
相
 ・
名
が
、
 依
 他
の
目
性
に
た
い
し
て
 妄
 分
別
が
 、
 円
 成
の
自
性
に
た
い
し
 

 
 

 
 

し
ょ
う
と
す
る
ょ
り
 

 
 

 
 

そ
う
と
し
た
も
の
に
す
 

 
 

 
 

三
 存
す
る
が
、
そ
の
 ぃ
 

 
 

 
 

と
 、
ま
ず
安
分
別
、
依
 

 
 

 
 

と
づ
く
も
の
の
特
質
 た
 

 
 

 
 

Ⅱ
 ヲ
ヰ
 

の
 
す
 リ
コ
ー
 

由
 ）
Ⅰ
Ⅰ
 
目
 リ
ヨ
 l
 

 
 

 
 

コ
 ㏄
 帆
 ㏄
 ま
ぬ
 
㏄
ヨ
ロ
 
コ
ダ
ゴ
 も
 一
 

 
 

 
 

q
D
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ゴ
づ
ア
 
の
幅
の
 

l
 づ
り
の
 
0
 ｜
 

 
 

 
 

㎎
 斡
ヰ
 
㏄
 む
い
 
Ⅱ
 
ヴ
ゴ
 
リ
 ブ
ハ
 
隼
が
ぜ
 
p
 、
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

別
は
 
（
前
の
）
一
一
つ
の
り
 

   
 

（
 
仰
り
 
）
 

 
 

 
 

 
 

」
れ
が
正
法
 と
 
（
三
）
 自
 



経
て
 、
 

の
 0
 １
 の
 0
 

目
ト
 
ロ
の
 
ア
 

 
 

 
 

ゴ
づ
ゴ
 

の
的
の
 

1
 つ
曲
 

 
 

 
 

0
 の
 ガ
セ
 
）
の
ガ
ロ
 
厨
 

（
 
花
 ）
 

 
 

 
 

る
 二
無
我
に
つ
 

 
 

で
 ㏄
）
 

（
 
勿
 ）
 

 
 

は
 菩
薩
の
諸
地
を
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
と
く
に
 

 
 

 
 

説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
 

 
 

 
 

く
 ㏄
の
 
ざ
ヰ
 
の
 隼
ヤ
 
か
せ
 
曲
，
ヴ
年
 
㏄
 幅
 

 
 

 
 

の
曲
 
づ
オ
 
の
 ゼ
曲
づ
 

囲
の
の
 

コ
囲
 
，
 円
プ
｜
 

 
 

 
 

々
の
形
態
を
保
っ
て
 い
 

 
 

 
 

，
 幅
曲
サ
 

@
N
u
 

ゆ
ロ
 
の
ヴ
口
 り
幅
 

 
 

 
 

寸
ヴ
Ⅰ
が
 
的
 Ⅱ
）
の
年
１
㌧
㏄
 

ゴ
田
 

 
 

 
 

す
曲
 
づ
曲
、
ガ
 
口
目
 
｜
ヴ
 
Ⅱ
片
口
 

幅
の
｜
 

 
 

 
 

ね
 ち
、
 緬
 
・
 処
 ・
界
は
 

 
 

 
 

あ
り
、
「
菩
薩
・
 
摩
詞
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

の
 
（
 
年
 ゴ
リ
Ⅱ
 

日
 リ
コ
 
日
 「
 
囲
 （
 
l
 

り 性 べ 
入 目 き 

れ 体 で 
ら の あ 

  
  
智 て ノ 

の い 」 

  
    

  
に か に 

  
て な 
い る 三 - 
る 聖 Ⅱ 生 

と 智 は 
考 へ 他 
え の の 

ら 方 い 
れ 向 わ 
る を ゆ 
の 明 る 
て 、 示 @   

。 充 書 
法 に 
と お 
い け 
ぅ る 
教 よ 

説 ぅ 

v ァ し ケア 目 
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拐
 

入
 

（
 5 
）
 
ロ
い
つ
 
本
に
は
（
 笘
ぎ
 繍
の
前
に
織
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

智
慧
が
 滅
 無
し
て
い
 

伽 経における自由 聖 智の意義  
 

 
 

る
こ
と
な
く
 法
 無
我
と
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

と
し
て
、
 

一
栢
 、
 

 
 

 
 

と
 
一
致
す
る
。
 

（
 
2
 
）
大
正
一
六
・
五
一
一
・
 中
 。
 

 
 

 
 

分
別
し
）
と
訳
し
て
 

 
 

 
 

此
 れ
は
 足
 れ
 

 
 

附
加
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

彼
の
柏
を
示
現
す
。
 

 
 

 
 

で
は
「
そ
れ
に
 

 
 

 
 

を
語
る
こ
と
、
 

 
 

 
 

法
 
な
り
と
 呼
 

 
 

 
 

コ
コ
 の
 日
 の
の
の
Ⅱ
 
0
 

 
 

 
 

㏄
 住
あ
 0
 二
八
ヰ
（
弓
の
 

l
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

8
F
 
 

（
 
ワ
お
べ
 ）
と
い
う
読
み
方
に
従
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

は
 二
無
我
と
し
て
表
現
 

 
 

 
 

我
を
知
る
こ
と
は
、
 
一
 

 
 

 
 

る
 。
 入
梼
 棚
経
の
所
説
 



 
 

 
 

ハ
ド
 
由
 
キ
 
ト
ガ
 ～
の
の
 
巴
｜
 

 
 

方
 に
従
っ
た
。
 

 
 

 
 

年
曲
 
か
幅
 曲
曲
 。
す
の
年
 

l
 で
 の
 

 
 

 
 

博
士
 訳
 
，
 n
 
（
 
ゴ
の
 

 
 

丼
 （
 
寺
ぺ
の
 

・
：
（
 
つ
 ・
い
 
の
 ㏄
）
。
 

（
 
8
 ）
Ⅰ
が
 臣
 F
.
 
 

ロ
 ・
め
の
の
・
）
・
 

，
 ・
 ロ
 ・
 い
い
 
の
・
）
・
 

ト
 

（
 
9
 
 
）
Ⅰ
の
 か
オ
 
・
 づ
 ・
め
の
 

白
 ・
 二
ト
 
㏄
 ｜
 Ⅰ
・
は
団
の
・
 

@
 ト
 

（
㏄
）
Ⅰ
の
中
 
ガ
 ・
 ロ
 ・
 N
o
 

の
・
 

コ
 ）
Ⅰ
ー
）
㏄
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
 曲
か
ガ
 
・
 づ
 ・
め
の
の
・
～
・
の
 

 
 

 
 

 
 

（
㎎
）
「
 曲
オ
 
F
.
 
 

ロ
 ・
 N
N
 

の
・
）
・
）
 

0
,
 
）
 の
 

（
Ⅱ
）
大
正
一
六
・
五
一
一
・
 
中
 。
 

（
 
騰
 ）
「
が
か
 

F
.
 

つ
 ・
 o
o
q
.
 

）
・
 

P
o
 

占
 q
 

（
㎎
）
 チ
 ペ
ッ
ト
 調
 
「
 栢
と
 名
と
事
物
の
妄
分
別
」
。
 

（
 
U
 
 
）
「
 u
p
F
.
 
 

つ
 ・
の
 
べ
 ・
 @
 ）
の
 

1
0
.
 

の
め
・
 

コ
 H
 

 
 

 
 

。
」
（
 
四
 O
 百
 C
 
 
と
す
 

る
が
妥
当
し
な
い
。
 

（
円
）
「
が
か
 
ガ
 ・
 ロ
 ・
の
の
・
）
・
の
・
～
 

 
 

 
 

ヨ
 ー
 づ
笘
 
（
 
1
%
 の
 
1
 つ
の
 曲
曲
か
 

 
 

 
 

唐
訳
 と
も
に
 梵
 

 
 

 
 

百
 じ
と
す
る
。
 

勾
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
%
0
 コ
 ）
の
で
岸
ヰ
 

 
 

 
 

曲
ヨ
の
ヨ
ヨ
ざ
村
｜
 

 
 

 
 

）
 0
 「
付
与
 p
 コ
 （
目
口
口
 
笘
団
サ
ヰ
 
十
目
曲
目
に
だ
け
か
け
て
 却
 休
し
て
い
る
。
 

 
 

。
哀
訴
 は
 
「
 か
 



入 ・ 傍伽 経における田内 聖 智の  
 

が
 阿
頼
耶
識
と
は
無
関
係
に
説
か
 

 
 

れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
は
明
ら
か
 

 
 

本
 で
示
せ
ば
第
六
章
刹
那
 品
 に
お
 

 
 

る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

以
 

る
 。
 

 
 

伎
児
 変
現
 諸
趣
離
 我
我
 所
 。
 不
 覚 だ 下 い で れ 
彼 
故、 
        分 れ そ も 

方   こ が 

便 と そ の 、 
而 次 の よ こ 
生 の 如 ぅ の 

不   

覚 で 耶 っ 文 
計 あ 調 い 全 
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八
 %
 
棚
経
は
法
相
教
学
に
お
い
て
ほ
所
依
の
六
経
 十
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 
l
 ）
 

 
 

 
 

天
棚
 伽
 経
に
お
け
る
八
識
 説
 に
つ
い
て
考
察
す
る
 場
 

義
 

 
 

 
 

 
 

一
 論
な
ど
と
い
わ
れ
 

史
上
の
位
置
に
つ
い
 

て
考
察
す
る
こ
と
は
 

こ
で
は
そ
の
問
題
に
 

う
な
意
味
を
も
っ
て
 

-
 
合
 、
ま
ず
注
意
す
べ
 

こ
の
こ
と
は
こ
の
 
経
 ろ

う
 ち
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
来
、
 唯
識
 

 
 

ょ
、
 

九
カ
 

 
 

で
に
 

 
 

て
見
 

い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

同
一
 

 
 

の
誰
 

一   一 

丈
 に
口
 
阿
じ
 。
 

（
 
何
れ
 
）
 
い
 曲
か
 

F
.
 
 

っ
 ・
の
の
・
Ⅰ
）
）
 

1
 ）
の
 

（
四
）
「
の
か
 r
.
 
ロ
 ・
～
 

0
.
@
 

ト
 
ー
の
 



 
 

 
 

於
我
 論
、
自
性
無
垢
 
畢
 
0
 

 
 

 
 

纏
 貧
生
生
 賈
 。
若
田
者
 

 
 

 
 

解
脱
 想
 。
不
離
小
額
㎝
 

 
 

 
 

白
兵
 相
 授
受
生
絵
 界
 

 
 

 
 

得
 十
三
昧
道
門
 楽
 、
 

 
 

 
 

適
所
修
行
道
。
 得
十
 

 
 

 
 

 
 

 
 

因
 と
な
る
も
の
 

 
 

 
 

く
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
い
で
、
籠
作
の
 因
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 ァ
 ー
ラ
ヤ
 識
 

 
 

ガ
 口
目
 
｜
 
ぬ
の
 
民
 Ⅰ
 
目
 
㏄
 
日
 １
ロ
ロ
中
 

l
 ぬ
 
の
の
 
l
 つ
 
㏄
の
 
プ
 
㏄
の
 
す
 の
的
Ⅱ
 

笘
幅
の
１
つ
曲
 

）
で
あ
り
、
無
明
任
地
 

 
 

 
 

に
、
 つ
ね
に
（
そ
の
）
 

 
 

 
 

し
 、
自
性
と
し
て
 畢
 

 
 

 
 

て
の
他
の
意
・
意
識
を
 

 
 

 
 

因
 と
し
て
生
じ
、
 
形
 

 
 

 
 

」
と
も
な
く
、
 

（
 
6
 ）
・
 

楽
 
苦
 



大概 伽 経における宮内 聖 智の意義 

 
 

 
 

（
寸
口
㏄
ガ
リ
 

叶
 
㏄
宙
良
す
の
田
口
，
 

 
 

 
 

（
口
ロ
 

目
 こ
こ
 
曲
 ・
 ふ
臣
 
・
 づ
曲
 
）
 

 
 

 
 

し
て
 楽
 
・
苦
を
知
る
 

 
 

 
 

も
 p
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入
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、
四
禅
 

 
 

 
 

審
旺
匡
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生
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（
 
プ
曲
 
㎎
㏄
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㏄
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Ⅱ
 

ヴ
プ
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銭
，
か
 
g
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。
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は
ど
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し
て
 

 
 

 
 

口
か
 隼
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 団
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何
 Y
 

 
 

 
 

は
な
ら
な
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（
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 を
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て
止
 滅
す
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（
 こ
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

l
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 由
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㏄
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）
 

ユ
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コ
幅
番
い
 ㏄
か
 
い
｜
 
Ⅰ
 
幅
ぜ
 
㏄
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村
ゴ
セ
 
の
 す
 @
 つ
い
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と
自
己
 

 
 

観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
三
昧
の
楽
の
辺
際
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離
れ
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、
 田
内
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の
聖
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よ
 

 
 

 
 

キ
 占
 ふ
 1
 審
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と
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㏄
㏄
・
 
ア
で
プ
笛
 

㏄
㏄
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%
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ち
に
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の
 Ⅱ
か
の
 

臣
ゆ
 
Ⅱ
こ
 

す
曲
コ
 

）
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（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

け
ら
れ
た
如
来
蔵
は
七
 

 
 

 
 

い
 る
が
、
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訳
 

 
 

 
 

「
ア
ー
ラ
ヤ
 

 
 

 
 

の
と
し
て
示
さ
 

 
 

 
 

が
 、
全
体
と
し
 

 
 

 
 

出
さ
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
が
 
 
 

 
 

こ
の
よ
う
に
 

合
 、
前
七
 識
は
 王
法
の
う
ち
の
前
の
三
つ
と
相
応
し
 、
 

 
 

え
る
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

云
い
、
王
法
・
 

 
 

 
 

｜
 マ
テ
ィ
 よ
、
こ
 

 
 

 
 

l
 
つ
 0
 
 
ガ
仁
申
 

l
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の
目
 

田
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
一
切
 

 
 

 
 

の
 
・
 審
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に
染
め
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照
 

識
 と
名
 

れ
て
い
 

て
は
い
 

経
典
の
 

、
第
七
 

見
た
場
 

が
、
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三
性
・
 

の
如
来
 

Ⅱ
 由
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 ヨ
｜
 

の
声
聞
 

ら
れ
る
 

 
 

 
 

か
せ
日
オ
 ち
 
日
色
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れ
る
如
来
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を
清
浄
 

（
 
8
 ）
 

 
 

ヴ
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八     %   棚経に 
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の に の 

み と 自 

が ら 内 
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こ れ 智 
こ た を 
で も 指 

裏 求の示 のし 
さ 境 そ 
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て で と 
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る あ る 
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で 縛 め 
あ な に 
る い ほ 
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者 で な 
え あ ら 

5 れ、 9 な い 

る こ と 
の の い 

て   よ う 

あ ぅ こ 

  
来 理 
蔵 解 さ 
阿 れ 
頼 る 

耶 の 
誠 で 

と あ 

  
教 そ 
説 れ 
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が
 説
か
れ
る
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も
ひ
っ
き
ょ
 

 
 

 
 

 
 

で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
口
内
に
 

  義
 

 
 

 
 

に
 
「
如
来
蔵
・
ア
ー
ラ
ヤ
 識
 

 
 

 
 

 
 

口
薬
に
執
着
す
る
声
聞
等
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

い
 。
」
し
こ
説
か
 石
ル
二
 

り
こ
 

 
 

 
 

せ
の
 
・
 年
 
0
1
 
ヴ
の
ゴ
ぎ
 

1
 的
か
 
0
 的
の
 
1
 

 
 

者
の
境
界
で
は
な
い
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
 よ
 、
如
来
 蔵
 ・
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
境
界
 

 
 

 
 

9
.
 も
 が
田
 セ
 
三
）
は
た
だ
 

 
 

 
 

に
 従
 う
 も
の
（
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二
千
 

 
 

 
 

口
 
0
 い
 
㏄
 
母
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づ
 
卸
吉
ゴ
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ヴ
ゴ
ぃ
目
い
 

つ
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｜
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す
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リ
コ
 
l
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 す
コ
 
0
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l
 つ
が
 
団
の
㏄
Ⅱ
が
 

甘
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 す
い
ゴ
ぎ
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屈
 

 
 

た
ち
の
（
境
界
）
で
は
 

 
 

 
 

如
来
蔵
・
阿
頼
耶
識
を
 



註
 

 
 

第
二
部
第
一
章
、
と
く
に
第
五
節
参
照
。
 

 
 

 
 

た
 、
小
川
弘
 貫
氏
は
 

 
 

 
 

切
的
形
態
を
 

 
 

も
の
と
い
う
三
つ
の
場
合
に
分
け
て
整
理
さ
れ
 

ォ
 
、
い
る
。
 

（
 
3
 ）
大
正
一
六
・
五
一
 0
 
.
 
中
 。
 

 
 

 
 

の
く
 
笘
ヴ
 
0
 ロ
 ブ
ゆ
 
（
：
：
：
 
と
 

 
 

 
 

申
の
｜
 

Ⅰ
の
 
コ
ノ
 
の
曲
Ⅰ
 

｜
 

 
 

じ
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文
に
訳
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
は
こ
れ
に
従
 

う
 。
 

 
 

 
 

の
１
 
つ
 笘
巨
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マ
せ
 
0
 目
ガ
 ピ
づ
 

 
 

有
し
て
生
ず
）
と
す
る
。
 

 
 

 
 

自
 心
所
 現
 」
に
し
た
 

が
っ
て
が
 コ
 の
セ
ロ
 

ヴ
 0
 卸
プ
が
ガ
ロ
 

と
し
て
読
む
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の
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方
に
従
っ
た
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）
 
ト
 の
中
 

F
.
 

つ
 ・
の
の
 

0
.
 

プ
 0
 １
 つ
 ・
め
の
 

N
.
 

目
の
 

 
 

 
 

し
ろ
こ
の
両
者
を
区
別
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
こ
こ
に
説
か
れ
る
如
は
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
 

 
 

 
 

の
は
私
の
真
実
を
知
ら
 

 
 

 
 

し
て
偶
然
で
は
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
見
た
限
り
 

 
  

 



大男 加   経に おける 自内聖 智の意義 

 
 

 
 

 
 

が
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っ
て
い
な
い
と
 見
 

6
 

 
 

 
 

 
 

仏
法
も
ま
っ
た
く
同
じ
 

 
 

 
 

内
聖
 智
へ
の
す
じ
 み
 ち
り
 

 
 

 
 

Ⅰ
利
一
）
 

J
>
0
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2
 ）
 

 
 

大
乗
（
の
 法
 ）
 

（
 
9
 
リ
 
）
 

の
ゴ
 
の
 コ
 目
の
 ヨ
 の
ん
 
曲
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甘
口
口
の
。
で
 

り
 ）
で
あ
る
。
 

 
 

は
 、
安
分
別
か
ら
 

 
 

ぞ
れ
が
正
法
に
お
 

 
 

、
 右
の
偶
 支
 は
 五
 

 
 

三
性
・
八
識
・
 
二
 

 
 

が
で
き
る
の
で
あ
る
 

 
 

れ
よ
 う
 。
す
な
わ
ち
 

 
 

0
%
 
｜
 

 
 

れ
て
 

 
 

い
 う
 

 
 

大
乗
 

 
 

教
法
 

 
 

切
の
 

 
 

の
中
 

（
 
十
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

ま
れ
る
し
と
云
わ
れ
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い
て
見
た
の
で
あ
る
 

Ⅰ
 
u
 
ハ
 
Ⅰ
 ノ
 
Ⅰ
曲
中
 

F
.
 

つ
 ・
は
は
 

N
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）
・
 

ト
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１
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）
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Ⅰ
祭
り
の
構
造
 

 
 

 
 

共
通
す
る
一
定
の
方
 

 
 

 
 

お
 げ
る
法
則
性
、
あ
る
 

 
 

 
 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
 

 
 

 
 

い
 と
念
ず
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

あ
る
。
祭
典
と
い
う
語
は
 
、
 
 
 

 
 

わ
 

 
 

 
 

 
 

、
 祭
り
に
は
、
神
祭
り
 

倉
林
正
次
 

わ
が
国
儀
礼
文
化
の
 一
面
 

｜
 儀
礼
構
造
論
へ
の
試
み
 
｜
 



｜
 直
会
と
い
う
構
成
次
第
が
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

厳
密
に
は
、
こ
う
し
 

 
 

 
 

場
合
に
、
冷
酒
と
燗
酒
 

 
 

 
 

が
れ
る
。
こ
の
冷
た
い
 

 
 

 
 

る
 。
燗
酒
は
、
こ
の
 冷
 

 
 

 
 

儀
 と
い
う
 盃
 孝
次
第
が
 

 
 

 
 

き
す
る
部
分
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

酒
の
儀
に
そ
の
様
子
を
 

窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
 

 
 

 
 

な
わ
れ
、
人
々
は
 座
 

 
 

 
 

古
語
で
は
、
「
と
ょ
の
 

 
 

 
 

」
れ
に
 当
る
 。
神
祭
り
に
 

 
 

 
 

会
 
（
豊
明
）
と
い
う
次
第
 

に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

、
神
祭
り
 ｜
 直
会
 ｜
 

 
 

 
 

一
部
構
成
説
は
、
折
口
 信
 

 
 

 
 

嘗
 祭
の
中
心
行
事
は
 、
 

 
 

 
 

天
皇
の
執
り
行
な
わ
れ
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わが国儀礼文化の 一面  
 

 
 

千
日
に
豊
明
節
会
が
 催
 

 
 

 
 

型
 的
姿
を
発
見
さ
れ
、
 

 
 

え
て
お
ら
れ
る
。
 

即
日
の
神
事
神
祭
り
 

反
日
節
会
 

直
会
 

日
日
節
会
 

年
日
豊
明
節
会
宴
会
 

 
 

 
 

に
譜
 例
を
あ
げ
て
説
述
 

 
 

 
 

は
 勿
論
、
諸
社
の
祭
祀
 

 
 

 
 

古
 い
 祭
儀
だ
け
で
は
な
 

 
 

0
 基
本
形
式
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 ，
 
」
の
三
部
構
成
は
、
時
代
 

 
 

共
通
す
る
基
本
構
造
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

天
皇
は
、
大
官
官
に
 

 
 

 
 

祭
事
に
は
秘
事
に
属
す
 

 
 

 
 

ざ
ま
な
変
遷
が
あ
っ
た
 

 
 

 
 

方
が
、
天
皇
と
し
て
の
の
 

 
 

 
 

種
々
の
行
事
が
催
さ
れ
（
 

 
 

 
 

 
 

く
に
ぶ
り
 う
 た
）
を
 歌
 
6
 



こ
の
 

っ
て
お
 

皇
 と
し
 

ぅ
、
鎮
 

と
が
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
 

 
 

れ
 

 
 

れ
 

 
 

お
 

 
 

は
そ
の
中
に
籠
 

ら
に
よ
っ
て
 天
 

る
た
め
に
行
ほ
 

げ
る
場
合
の
こ
 

さ
ま
ざ
ま
な
 要
 

 
 

 
 

と
 同
様
に
、
一
種
の
 

 
 

 
 

々
に
伝
来
す
る
鎮
魂
歌
 

 
 

 
 

川
部
の
古
語
り
に
お
い
て
 

 
 

ヰ
ん
ハ
 

"
 
Ⅰ
。
 

の
舞
は
、
琴
板
を
う
ち
 

日
大
社
に
行
な
わ
れ
、
 

し
な
が
ら
、
王
朝
時
代
 

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
 

る
 拝
礼
で
あ
る
に
と
ど
 ま ら るに 。 宮れ そ 古歌 

ず 拝 廷 が に 

、 礼 の 各 あ 
水 と 儀 地 わ 

来舞式 、 踊 ・伝て にせ 
舞 と 祭 播     
英 傑 あ い に 
素 に る る 榊 

有 を は " い は が こ " の ⅠⅡ J 

す 水 大 あ 枝 
る 来 社 の を 
も 非 の 形 と 
の 常 楽 が っ 
で に 祀 ど て 
あ 密 な こ 行 
っ 接 ど ま な 

ぅ
 拝
礼
の
舞
で
あ
る
。
倭
舞
と
称
す
る
舞
が
、
奈
良
 

で
倭
舞
の
古
姿
を
伝
え
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
 

に
行
な
わ
れ
た
倭
舞
も
、
や
は
り
同
様
に
一
種
の
拝
 

な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
八
開
手
の
拝
も
 

た
と
考
え
る
方
が
、
正
当
で
あ
る
と
思
 
う
 。
 

の
春
 

し
か
 

の
舞
 

単
な
 

 
 

し
て
、
各
々
の
古
伝
の
歌
舞
を
奉
奏
し
た
。
そ
し
て
、
 皇
太
子
を
は
じ
め
、
 
群
 
0
 

 
 

 
 

 
 

行
 な
っ
た
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

む
し
ろ
出
雲
国
造
 家
 
㏄
 

 
 

 
 

で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
こ
 



ヌ
 

 
 

 
 

の
他
の
記
載
に
よ
っ
て
確
か
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

本
 的
に
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
を
見
せ
な
い
。
 

 
 

と
し
て
、
豊
明
節
会
と
は
 異
 

 
 

 
 

 
 

: 化の一面  
 

 
 

際
 上
の
混
合
化
は
 、
す
 

素
 ・
条
件
 

え
よ
う
 。
 

反
日
 巳
 

え
た
、
新
 

し
臣
従
の
 

ど
 お
 が
み
 

の
形
態
を
 

対
し
て
、
 

見
ら
れ
る
 

朝
拝
の
儀
 

つ
ま
り
 

こ
、
こ
う
 

よ
う
。
 直
 

実
は
様
々
 

 
 

 
 

に
あ
る
と
 ぃ
 

 
 

 
 

の
 資
格
を
傭
 

 
 

 
 

 
 

寿
詞
を
奏
上
 

 
 

 
 

こ
の
「
み
か
 

 
 

 
 

の
 儀
は
 、
そ
 

 
 

 
 

拝
 の
し
方
に
 

 
 

 
 

こ
の
節
 ム
 
若
に
 

 
 

 
 

び
 元
日
等
の
 

 
 

殿
し
て
、
盛
大
な
酒
宴
行
事
が
催
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

0
 節
会
の
中
 

 
 

 
 

も
の
と
い
え
 

 
 

 
 

体
の
中
に
 、
 

 
 

を
本
来
の
ま
ま
の
形
で
、
実
際
に
捕
ら
え
る
こ
と
は
、
 非
常
に
困
難
 



 
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
ま
ず
は
じ
め
 

 
 

 
 

り
に
供
え
ら
れ
た
、
 
最
 

 
 

 
 

神
に
供
え
た
御
酒
を
参
 

 
 

 
 

物
 を
一
同
に
分
配
し
、
 

 
 

 
 

仰
 で
あ
る
。
神
の
霊
魂
 

 
 

わ
が
国
の
古
語
で
は
、
「
み
た
ま
の
 ふ
ゆ
 
（
恩
頼
）
 
し
 と
 称
し
た
。
直
会
の
本
 

 
 

 
 

の
 身
に
得
る
こ
と
に
あ
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

と
の
間
に
、
構
造
上
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
い
っ
た
傾
向
 

 
 

 
 

節
会
に
は
宴
会
と
し
て
 

 
 

 
 

用
字
 側
 は
、
日
本
書
紀
 

 
 

 
 

（
 
巻
 十
九
）
に
は
、
 
豊
 

 
 

 
 

な
 、
そ
し
て
歓
楽
に
み
 

 
 

 
 

る
が
、
「
豊
の
明
り
に
 

 
 

 
 

明
 は
も
と
大
御
酒
を
食
 

 
 

説
が
 、
一
番
穏
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

た
は
予
祝
す
る
と
い
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わが国儀礼文化の 一面  
 

 
 

表
わ
す
こ
と
ば
で
あ
 

 
 

 
 

効
果
が
充
分
に
表
わ
れ
 

 
 

 
 

っ
 た
も
の
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

て
 寛
ぎ
、
座
興
の
歌
 

 
 

 
 

な
わ
れ
る
が
、
豊
明
郎
 

 
 

 
 

と
 披
露
さ
れ
る
。
 
つ
 ま
 

 
 

 
 

さ
 は
た
し
て
ぎ
た
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
豊
明
節
会
 

 
 

 
 

 
 

@
 
荒
稲
 舞
 -
 
」
と
あ
る
。
 

 
 

 
 

倭
舞
を
ま
 ぅ
 。
倭
舞
は
 

 
 

 
 

ょ
 び
諸
社
の
祭
祀
に
 、
 

 
 

 
 

あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
 

 
 

る
よ
う
に
思
う
。
神
の
恩
頼
に
あ
ず
か
っ
た
人
々
が
 、
 げ
 
（
 藝
 ）
の
生
活
に
復
 

 
 

 
 

余
部
分
に
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

二
 、
祭
り
と
儀
式
と
の
関
係
 

 
 



 
 

廷
 に
行
な
わ
れ
た
種
々
の
儀
式
の
構
成
次
第
が
 、
こ
 
の
 祭
り
の
基
本
構
造
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
、
次
に
検
討
 

 
 

 
 

」
の
儀
に
つ
い
て
述
べ
 

て
み
た
い
。
 

 
 

旬
 」
を
掲
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
 

 
 

に
 御
酒
を
た
び
、
政
を
ぎ
こ
し
め
す
 義
 な
り
。
 

 
 

 
 

冬
 の
 句
 と
は
申
す
な
り
」
 

 
 

 
 

一
日
に
催
さ
れ
た
こ
と
 

 
 

 
 

じ
め
に
行
な
 う
 行
事
で
 

 
 

 
 

 
 

は
さ
ら
に
多
く
 、
二
 

 
 

 
 

る
 
（
江
家
次
第
註
記
）
。
 

 
 

 
 

冬
 旬
の
二
つ
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

で
き
る
。
こ
れ
を
見
て
 

 
 

 
 

築
 後
初
め
て
催
す
「
 新
 

 
 

の
 冬
至
に
 当
 6
 時
に
行
な
 う
 「
朔
旦
 
旬
 」
等
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

儀
は
 、
こ
れ
に
多
少
 

 
 

 
 

皇
 が
政
を
き
こ
し
め
す
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わが国儀礼 

れ 、 句特 的 
種 実 色 
々 の を 
の 他 見 
御 の 出 
餓 部 す 
が 分 こ 

供 が ;  と 

せ 酒 が 
で
き
る
と
思
 う
 の
で
あ
る
 

安
部
分
で
あ
る
。
皇
太
子
 

ら
れ
、
 盃
事
 が
営
ま
れ
る
 

  

   
 

 
 

 
 

に
 臣
下
と
、
 
芳
膳
が
 行
な
わ
（
 

 
 

て
、
 

次
々
と
御
馳
走
が
 差
 
7
 

文ィヒ の - 面 

て 「 正 行 奏 こ 成 北 ょ 行 部 

    
の の に る に 泰 行 た 朝 述 る 「 る 酒 賜 に期 日面 4 よ、 行相はな 専 当、 ね めの こと の 酒る わ 

根 が 安 部 
源 で 部 分   」 き 分 と 

れ 政 の と 分 団 六 あ の 皇 め る と の 
る 治 ほ い な に 荷 っ 朝 が 述 が が 二 

べ 、 あ っ 繁農 儀 旬 上の 力 に えよ ので 下す 蕃夷 ょ ， 政 の る 実 る の 
殿 三 際 と 要 

つ に 見 素 
の は ら が 

分 か そ よ 

が 複 の う 

高 雄 構 は 
確 な 成 考 
認 構 吹 え 

有 性 「 
を有さら「西 け 且   
l し 山 政   
部 な 「 行 
分 が 江 な 

とら り、 家 次れ わ 
    

相 ら 尊 い         構 を に ぅ 



め
ら
れ
、
雅
楽
の
 

に
は
、
侍
従
の
厨
 

お
ろ
 
T
-
 

も
の
 

「
下
物
」
と
称
す
 

ち
 、
日
華
門
か
ら
 

げ
 取
り
、
哀
惜
 ょ
 

そ
の
下
物
は
桁
 

あ
る
。
こ
れ
を
「
 

で
あ
ろ
う
。
元
日
 

と
い
う
作
法
が
あ
 

そ
こ
に
天
皇
と
 臣
 

る
 。
「
下
物
」
を
 

る
 。
つ
ま
り
、
 句
 

旬
宴
に
は
、
 行
 

る
 。
そ
し
て
、
 
し
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

は
、
 
「
ま
つ
り
ご
 

事
｜
 直
会
 ｜
 宴
会
 

は
、
 祭
り
に
見
ら
 

 
 

 
 

の
中
 

 
 

 
 

ヰ
こ
、
 

 
 

 
 

な
 も
 

 
 

 
 

な
う
 

 
 

三
 箸
ず
つ
分
け
取
り
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

物
で
 

下
物
」
と
称
す
る
の
は
、
天
皇
の
お
召
し
上
り
物
を
 、
 

 
 

も
の
 

 
 

 
 

べ
 ろ
 

 
 

 
 

ら
ノ
 
。
 

 
 

 
 

で
あ
 

 
 

 
 

で
あ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぇ
 ら
れ
 

 
 

 
 

げ
ら
 

 
 

 
 

部
分
 

 
 

 
 

 
 

曲
行
 

 
 

 
 

構
成
 

 
 

 
 

、
両
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わ， ; 国儀礼文化の 一面  
 

 
 

 
 

の
 政
に
の
ぞ
み
給
養
 

 
 

 
 

す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
の
 

 
 

 
 

が
 存
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

即
ち
 、
 「
ま
つ
り
ご
と
」
 

 
 

 
 

」
と
「
ま
つ
り
ご
と
」
 

 
 

性
 が
出
て
く
る
。
 

 
 

 
 

が
 深
く
、
そ
の
影
響
 

 
 

 
 

、
要
素
が
、
大
陸
輸
入
 

 
 

 
 

て
も
い
え
る
こ
と
が
ら
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

的
 行
事
、
そ
の
方
式
を
 

 
 

 
 

る
の
が
、
「
ま
つ
り
ご
 

 
 

 
 

て
の
「
み
か
ど
 お
 が
 

 
 

 
 

化
で
あ
っ
て
も
、
定
着
 

 
 

 
 

て
の
文
化
的
包
容
性
で
 

 
 

 
 

式
は
 、
わ
が
国
の
「
 ま
 
77 (193) 



 
 

た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

行
事
内
容
の
輸
入
さ
 

 
 

 
 

し
て
の
行
事
部
分
で
あ
 

 
 

 
 

に
 祭
り
的
性
格
を
濃
厚
 

 
 

 
 

っ
 た
も
の
で
あ
っ
た
 と
 

推
測
す
る
。
 

 
 

 
 

は
 一
層
、
祭
り
の
 溝
 

 
 

 
 

」
の
行
事
の
構
成
に
は
、
 

 
 

 
 

ち
 、
構
造
論
的
立
場
か
 

 
 

 
 

の
 構
成
次
第
は
、
基
本
 

 
 

ら
に
展
開
し
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
ま
つ
り
ご
と
」
 は
 、
中
天
に
「
ま
つ
り
」
 

 
 

 
 

 
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

実
感
か
ら
生
ま
れ
た
も
 

の
で
あ
る
と
思
う
。
 

 
 

 
 

に
お
け
る
三
部
構
成
 

 
 

 
 

に
は
、
固
有
儀
礼
と
し
 

 
 

 
 

題
 で
は
な
く
、
広
く
 他
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わが国儀礼文化の 一面 

 
 

 
 

の
 濃
い
一
例
に
 、
元
 

 
 

 
 

と
の
類
似
点
が
多
い
。
 

 
 

 
 

う
か
が
わ
れ
る
。
旬
宴
 

 
 

 
 

い
 て
、
外
来
要
素
を
多
 

く
 発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

原
形
を
見
出
す
こ
と
 

 
 

 
 

反
日
節
会
に
見
る
こ
と
 

 
 

 
 

原
 姿
を
大
嘗
祭
の
中
に
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
旬
宴
の
例
 

 
 

万
日
の
儀
式
な
ど
の
上
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

直
会
に
あ
た
る
部
分
 

 
 

 
 

え
ら
れ
た
。
大
嘗
祭
の
 

 
 

 
 

分
 に
相
当
す
る
。
こ
の
の
 

 
 

 
 

 
 

ね
 、
祭
り
の
基
本
形
式
（
 

 
 

 
 

に
 相
当
す
る
姿
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

る
と
思
う
。
 

三
 、
儀
礼
構
造
の
位
相
性
 



 
 

 
 

あ
っ
た
。
そ
し
て
 両
 

 
 

 
 

ぇ
 る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

 
 

部
分
に
、
あ
ら
た
な
 

 
 

 
 

誕
生
を
み
た
。
換
言
す
 

 
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
 思
う
 。
 

 
 

 
 

は
 豊
楽
殿
か
ら
そ
の
 

 
 

こ
れ
が
「
清
暑
堂
神
 冥
 」
と
呼
ば
れ
る
儀
で
あ
る
。
 ，
 
」
の
神
宴
は
次
第
に
芸
能
 

 
 

 
 

に
 、
内
侍
所
に
お
い
て
 

 
 

つ
こ
 
十
ハ
 
。
 

 
 

 
 

生
ま
れ
発
達
し
た
の
 

 
 

 
 

。
辰
巳
両
日
節
会
の
最
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

席
 で
こ
れ
を
さ
し
、
 

 
 

 
 

清
暑
堂
に
入
る
の
は
、
 

 
 

 
 

し
て
つ
け
た
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

斎
国
か
ら
献
ら
れ
る
 琴
 

 
 

 
 

も
、
 誤
り
な
い
で
あ
ろ
 

珠
ノ
 
。
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わが国儀礼文化 構 りな の き、 0 ま 、 
の 志 さ 戊 
で 向 ま 形 
あ 性 ざ 式 
る と ま を 

。 し の 見     
に が が ; 

祭 あ で 
り つ ぎ 

構 造 たる 。 と 

サ こ こ い 

お こ う 

げ で わ 
ろ は け 
位 そ で 
相 の あ 
， 性 間 る 

を 題   

孝に零 えつ 歌 
る い 神 
こ て 妻 

と は の 
が ; 角 女 形 
で れ か 

き な ら 

    
御 し 雑 
神 た な 
楽 芸 形 

は 能 態 
芸 的 に 
能 展 発 
で 開 展 
あ な を 
る 追 逐 
と め げ 

  
、 た ヒ で 

祭 ら に 

81 (197) 

の 一面 

 
 

 
 

の
中
に
ま
た
、
祭
り
 

即
ち
、
 神
 宴
は
宴
会
と
し
て
の
位
相
的
性
 

ぎ
り
し
た
姿
を
打
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
た
 

大
嘗
祭
と
い
う
大
き
な
祭
り
の
構
成
の
 

分
化
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
の
内
分
化
の
必
 

形
式
に
お
け
る
位
相
性
で
あ
る
。
こ
の
場
 

た
め
、
当
然
の
所
産
と
し
て
宴
会
部
分
を
 

性
 な
の
で
あ
る
。
 

「
清
暑
堂
御
神
楽
」
は
、
こ
の
神
 冥
の
 

部
 と
い
う
形
が
考
え
ら
れ
る
。
採
物
の
舞
 

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
採
物
の
部
を
詳
細
に
 

は
 、
 重
 種
本
で
は
「
大
面
」
と
題
し
て
い
 

い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
考
察
す
る
 

あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。
 

 
 

の
神
宴
の
成
立
に
よ
っ
て
、
一
層
は
っ
 

と
い
え
る
と
思
 う
 。
 

 
 

げ
で
あ
る
。
祭
り
に
お
け
る
構
造
的
内
 

 
 

ぅ
 。
そ
の
必
然
性
と
は
、
祭
り
の
構
造
 

 
 

茂
次
第
が
、
三
部
構
成
を
完
成
さ
せ
る
 

 
 

事
 展
開
に
お
け
る
、
絶
え
ざ
る
志
向
 

 
 

成
 に
ほ
、
採
物
の
部
 ｜
 前
張
以
下
の
 

 
 

0
 部
は
、
酒
盛
り
の
中
に
く
り
広
げ
ら
 

 
 

と
い
う
曲
が
あ
る
。
そ
の
 或
 説
の
歌
 

 
 

舞
は
 、
そ
れ
自
体
神
祭
り
的
性
格
の
濃
 

 
 

祭
り
の
基
本
形
式
に
か
な
 う
 も
の
で
 



 
 

 
 

ふ
 」
の
名
詞
形
と
す
 

 
 

 
 

る
 。
「
 ほ
 ほ
ら
ひ
し
は
 

 
 

 
 

神
祭
り
を
繰
り
返
し
 行
 

 
 

 
 

と
 考
え
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
で
き
る
。
 

 
 

 
 

な
 行
な
 い
 、
こ
れ
を
 

 
 

 
 

会
の
後
、
小
忌
公
卿
 以
 

 
 

 
 

活
 に
復
す
る
こ
と
を
 許
 

 
 

 
 

 
 

 
 

節
会
と
午
 日
 節
会
と
 

  

し
 て
 

 
 

神
の
坂
ま
で
 

 
 

 
 

、
も
し
採
物
 舞
に
過
 

 
 

 
 

の
歌
を
 う
 た
 い
 、
そ
れ
 

 
 

 
 

だ
と
、
先
生
は
説
か
れ
 

る
 。
 

以
 

ほ
 の
 

る
 。
 上

述
 

で
あ
 

 
 

ま
う
 も
の
で
は
 

 
 

実
は
祭
り
の
 な

く
、
絶
え
ず
分
化
を
と
げ
、
発
展
し
て
行
く
も
の
 

基
本
構
造
に
お
け
る
位
相
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
 (198) 82 



 
 

 
 

分
 と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
し
 
勒
 

 
 

 
 

 
 

堂
 御
神
楽
を
成
立
さ
せ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

う
 た
 ぅ
 採
物
の
部
に
当
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
 

祭
り
の
形
態
を
整
え
て
 

文ィヒ の一面 

  

肘節 

に Ⅰ 

お 
  
て 

大 

  
窩 展 

  
化 の 
の 

開 陳 

曹 理 
検 
討 

し 
て 
み 
ナ - し 

辰 
巳 
両 
日 

節 
会 
ヤァ "@ 

お 
け 
る 

み 「 
か 
ど 
お 
が、 

み 
」 

  

直 
杢 ム 
と 

  

ふノ 

は
 、
形
式
的
に
は
 

同
様
、
解
斎
的
性
 

移
し
改
め
て
行
な
 

が
考
え
ら
れ
る
 よ
 

う
 、
そ
れ
の
繰
り
 

号
を
も
っ
て
表
わ
 

し
か
し
な
が
ら
 

に
見
ら
れ
る
、
 最
 

と
す
る
場
で
あ
る
 

種
類
や
内
容
か
ら
 

分
に
は
、
そ
れ
ぞ
 

ら
 、
そ
の
三
部
構
 同

類
の
 

格
を
有
 

わ
れ
る
 

う
 に
恩
 

返
し
で
 

す
な
ら
 

、
具
体
 

も
基
本
 

と
い
う
 

み
て
、
 

れ
そ
 う
 

成
 に
は
 

 
 

れ
た
 D
 祭
り
の
構
造
に
お
い
 

 
 

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

 
 

く
る
と
、
祭
り
の
三
部
構
 

 
 

態
と
し
て
、
次
の
直
会
は
 、
 

 
 

ろ
の
、
そ
の
ま
た
繰
り
返
し
 

 
 

あ
ノ
 
。
 

 
 

も
 同
一
な
も
の
で
あ
る
と
は
 

 
 

場
 で
あ
り
、
次
の
宴
会
は
こ
 

 
 

、
宴
会
は
芸
能
の
座
で
あ
 

 
 

り
 、
盛
大
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

 
 

相
酌
性
格
を
な
し
て
い
る
と
 

 
 

え
ら
れ
る
か
と
思
 う
 。
 

で 場 成 、 て 

も いり。 祭るれⅠ "" ほ え あ 所 に 宴   

え の そ 此 な る を は 全 室 
。 移 、 が 会   そ し 次 場 は 

内 構 、 舞 そ の 改 の 所 直 
密 造 催 踊 れ 関 め 如 を 会 
の の し を ら 保 て き さ の 
上 脊 初 中 の な 行 こ ら 場 
か 部 の 心 間 記 な と に 合 



成
に
浩
ぅ
て
 行
な
 

こ
の
よ
う
に
 祭
 

を
 生
み
出
し
、
 限
 

の
 祭
り
を
基
礎
 に
 

本
 形
式
か
ら
み
る
 

分
は
 、
も
と
の
 祭
 

っ
て
 、
 た
え
ず
 新
 

こ
の
祭
り
の
 発
 

属
性
で
あ
る
と
 忠
 

る
も
の
で
は
な
い
 

の
で
あ
る
。
こ
の
 

レ
ー
ト
～
を
 一
グ
 

展
開
の
し
方
は
 、
 

思
 う
 。
 

祭
り
の
構
造
の
 中
に
見
ら
れ
る
、
Ⅹ
 ・
ト
く
 と
い
う
展
開
の
し
方
を
 
、
 

 
 

に
兄
 

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

部
分
 

 
 

 
 

一
つ
 

 
 

 
 

0
 基
 

 
 

 
 

主
部
 

 
 

 
 

な
 も
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

質
的
 

 
 

 
 

に
ょ
 

 
 

 
 

す
る
 

 
 

 
 

れ
は
 

 
 

 
 

す
る
 

 
 

 
 

る
と
 

 
 

 
 

が
 生
ま
れ
る
た
め
に
 

 
 

 
 

も
、
 祭
り
の
位
相
的
 構
 

 
 

分
 、
前
張
以
下
の
部
が
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

神
冥
は
そ
う
し
た
位
相
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さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
 

 
 

 
 

と
 誕
生
し
、
成
立
し
 

、
 

豊
富
な
内
容
を
加
え
て
行
く
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

き
る
と
思
 
う
 。
た
と
 

 
 

 
 

よ
 う
 。
五
月
五
日
郎
 

に
 

 
 

、
的
射
が
催
さ
れ
た
。
御
馬
奏
の
後
、
左
右
近
衛
、
 

左
右
兵
衛
の
的
射
が
あ
 

 
 

 
 

雑
戯
 ・
雑
芸
な
ど
の
 

競
 

 
 

 
 

会
 と
の
関
係
が
考
え
 

ろ
 

れ
よ
 
う
 。
 

 
 

 
 

。
大
陸
輸
入
の
儀
式
 

 
 

 
 

、
同
類
の
弓
 

射
 行
事
で
 

 
 

 
 

る
 四
府
に
げ
ふ
い
さ
し
 

 
 

 
 

あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

思
 う
 。
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O 
" 卑 ポな 

蝕 
盃 
事 

O         O 
，一 打 

群臣 官 御出 
絵 事 

参入 奉 養 御 

就座 

  

王卿等参入昇殿し 、 
着座 

T 索 

箸 餅 

大
臣
、
史
よ
り
官
奏
を
受
取
り
、
昇
殿
し
て
 

四
種
 

た
て
立
つ
 

天
皇
に
 
造
 
り
奏
上
す
る
。
 

差
膳
 

天
皇
、
紫
 窟
 搬
出
御
。
 

監
物
、
 典
 鑑
を
率
い
て
参
入
し
奏
上
、
御
館
 

を
た
ま
わ
り
退
出
。
 

采
女
、
内
膳
等
よ
り
御
台
盤
を
伝
 取
し
、
天
 

皇
 御
前
に
供
す
る
。
東
宮
の
采
女
、
御
台
盤
 

を
 立
て
る
。
 内
竪
 、
大
盤
を
臣
下
の
前
に
立
 

て
る
。
 

采
女
、
御
四
種
を
供
す
る
。
東
宮
・
臣
下
に
 

も
四
種
を
賜
 ぅ
 。
 

采
女
、
索
餅
を
供
す
る
。
次
に
皇
太
子
に
供
 

す
る
。
 数
盃
に
 盛
り
分
け
た
索
餅
を
、
 内
竪
 

が
 臣
下
に
 賜
う
 。
 

天
皇
、
御
箸
を
鳴
ら
し
、
 御
 箸
を
下
す
。
 皇
 

註
 

 
 

 
 

整
理
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

、
 祭
り
の
構
造
を
基
盤
 

 
 

 
 

る
と
思
 う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

発
見
さ
れ
、
さ
ら
に
 

 
 

 
 

過
程
に
は
、
そ
の
根
底
 

 
 

 
 

事
 等
の
文
化
事
象
を
 、
 

か る   
これ ラクま 。 ； Ⅹ 

を そ   

「 し 朝 
副 て 賀 
潰 さ   
出 ら 元 
」 に 日 
と 、 節 会 い 芸能 う 、   
ば 達 郎 

での会 表 上、 
現 に 十 

日 さも六 れ 、 
た こ 節 

。 の 会 

展 等 
開 の 
の 正 
し 月 
方 儀 
は 礼 
見 の 
出 戊 
す 立 
こ 過 
と 程 
が め 
で 土 
き に 

  
折 こ 
口 の 

光 復 
生 式 
は 的 
芸 展 
能 開 
研 がこ 

先 考 
の え 
立 ち 

場 れ 
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わが国儀礼文化の 一面 

二
献
 

庭
立
葵
 

周
 家
 御
賛
 

胞
嚢
 

飲
 

菓
物
・
汁
物
 

一
献
 

下
物
 

菓
子
・
干
物
 

六
府
 番
奏
 

れ
を
奏
す
る
。
 

二
献
目
の
御
酒
を
供
す
る
。
酒
番
侍
従
、
 
臣
 

下
 に
勧
盃
す
る
。
 

闇
司
 、
内
案
を
取
っ
て
参
入
し
、
天
皇
に
 
進
 

O
 
退
出
 

群
臣
退
出
 

還
御
 

の
 札
を
受
取
り
内
侍
に
手
渡
し
、
内
侍
が
こ
 

 
 名

簿
を
進
 る
 旨
を
奏
上
す
る
。
 闘
司
 、
 
こ
 

入
 。
近
衛
・
衛
門
・
兵
衛
の
順
に
、
上
番
の
 

に
払
賜
ぅ
 。
 

六
府
の
各
次
将
一
人
、
番
 奏
 札
を
取
り
 参
 

て
 退
出
。
 

胸
糞
を
供
す
る
。
皇
太
子
以
下
同
じ
。
 

御
 飲
を
供
す
る
。
皇
太
子
以
下
。
 

進
物
所
よ
り
御
菜
 物
 、
御
厨
子
所
よ
り
 高
 

盛
 ・
焼
物
・
御
汁
物
を
供
す
る
。
臣
下
に
も
 

賜
ぅ
 。
 

御
酒
を
供
す
る
。
酒
番
侍
従
、
臣
下
に
勧
盃
 

す
る
。
 

 
 

内
 竪
は
采
女
よ
り
下
器
に
下
物
を
入
れ
て
 
貰
 

い
、
こ
れ
を
臣
下
に
 賜
ぅ
 。
各
自
、
物
毎
に
 

・
二
等
ず
っ
分
け
取
る
。
 

力
 ら
も
の
 

内
膳
よ
り
御
菓
子
・
干
物
を
供
す
る
。
臣
下
 

侍
従
の
厨
家
別
当
、
内
 竪
を
 率
い
て
、
 御
賛
 

 
 

を
 禰
子
に
入
れ
て
参
入
、
進
上
の
由
を
奏
し
 

太
子
以
下
、
こ
れ
に
応
じ
て
箸
を
下
す
。
 

拝
舞
 

0
 見
参
拝
舞
 

見
参
 

O
 芸
能
 

乱
声
 

雅
楽
 奏
舞
 

三
献
 

大
臣
、
見
参
 並
に
 禄
の
目
録
等
を
外
記
よ
り
 

受
取
り
、
内
侍
に
付
す
る
。
内
侍
奏
上
後
、
 

再
び
大
臣
に
 腸
 い
、
大
臣
、
こ
れ
を
 
少
納
 

言
 、
弁
に
下
す
。
少
納
言
、
見
参
を
唱
す
 

る
 。
唱
に
応
じ
て
、
各
々
座
を
立
ち
庭
中
に
 

列
立
す
る
。
面
上
北
面
。
 

拝
舞
を
行
な
 う
 。
 

 
 

退
出
す
る
。
 

天
皇
、
還
御
。
 

り
 勅
許
を
得
る
。
次
に
掃
部
、
捺
印
の
案
を
 

立
て
る
。
 
少
納
 舌
口
参
入
し
て
 案
 前
に
立
ち
、
 

文
 を
抜
い
て
奏
上
。
勅
答
あ
り
、
主
鈴
が
 捺
 

印
す
る
。
 

三
献
の
御
酒
を
供
し
、
臣
下
に
も
勧
盃
。
 

 
 

楽
人
等
左
右
に
分
れ
て
参
入
、
乱
声
を
発
す
 

る
 。
こ
の
場
先
を
競
う
。
 

左
右
各
二
曲
を
奏
 舞
 。
左
方
は
万
歳
楽
・
 
蘇
 

合
 ・
賀
殿
等
、
右
方
は
延
喜
楽
・
 
鳥
蘇
 
・
 地
 

入
寺
。
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親鸞における 救済の極限概念 

 
 

 
 

り
 。
一
に
は
往
相
、
 

 
 

 
 

露
 し
て
ゆ
く
 よ
う
 に
 、
 

 
 

 
 

や
 同
時
に
展
開
す
る
と
 

 
 

 
 

、
さ
る
は
な
い
こ
と
を
 
強
 

 
 

 
 

 
 

 
 

海
 無
始
よ
り
 己
 菜
乃
 

 
 

 
 

る
よ
う
 に
、
自
己
を
含
 

ひ
ん
 

 
 

 
 

慨
 し
て
、
不
可
思
議
 兆
 

 
 

 
 

ら
ざ
る
無
し
。
如
来
 清
 

 
 

 
 

て
 、
諸
有
の
一
切
煩
悩
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念
 ，
、
 

石 

田
 

充 

之 



 
 

 
 

等
と
説
 き
 示
さ
れ
る
 

 
 

 
 

願
力
他
力
を
疑
い
 た
 

 
 

 
 

向
の
救
済
と
い
う
こ
 

 
 

 
 

、
悪
人
 工
 機
の
宗
教
 

 
 

 
 

に
は
信
を
も
っ
て
 能
 

 
 

 
 

盃
敬
 の
よ
っ
て
以
て
立
 

 
 

 
 

で
も
な
い
こ
と
と
 思
 

 
 

 
 

、
 特
に
上
に
言
及
し
 

 
 

 
 

し
て
の
特
殊
性
を
も
 

も
の
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

と
し
て
も
、
上
記
 

 
 

 
 

（
自
利
）
廻
向
、
 還
 

 
 

 
 

容
易
に
理
解
さ
れ
 ぅ
 

 
 

 
 

鸞
の
所
謂
他
力
廻
向
 

 
 

 
 

根
本
構
造
を
探
究
さ
 

 
 

 
 

か
よ
う
な
辺
に
つ
い
 

 
 

 
 

る
 。
 

て れ の る 相 の つ た う つ 入 で と く よ 
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向
を
説
き
悪
人
救
済
 

 
 

 
 

の
も
の
な
の
か
、
上
述
 

 
 

 
 

な
 探
索
に
拘
っ
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
 で
あ
ろ
う
。
然
し
 

、
 

を
 象
徴
す
る
か
の
 
ょ
 

 
 

 
 

お
く
っ
た
法
然
の
念
仏
 

 
 

 
 

以
外
に
ほ
 
、
 余
り
歴
史
 

 
 

 
 

ら
も
、
親
鸞
の
仏
教
理
 

 
 

 
 

こ
と
は
考
え
て
お
か
れ
 

ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

測
 さ
れ
る
「
観
経
弥
陀
 

経
集
 

 
 

 
 

信
 妙
文
意
 
目
 「
一
歩
証
文
」
 

 
 

 
 

も
 顧
慮
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

親
 

（
 
2
 ）
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一 



 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

木
理
念
に
関
連
し
て
の
 

 
 

 
 

ど
の
釈
文
や
讃
 褐
文
 な
 

 
 

 
 

疏
 L
 文
な
ど
の
書
込
み
 

 
 

 
 

乗
 仏
教
的
な
基
盤
理
念
 

 
 

 
 

収
 摂
し
発
展
せ
し
め
ら
 

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
、
 更
に
経
典
で
は
 

 
 

 
 

珠
緒
早
コ
大
集
経
」
、
 

 
 

竜
樹
の
「
千
住
 論
ヒ
 ・
天
親
の
「
浄
土
論
 ヒ
 ・
曇
鸞
の
 「
論
証
 

L
.
 

道
縛
め
 「
 安
 

 
 

 
 

法
事
 讃
ヒ
 ・
飛
錫
の
「
 念
 

 
 

 
 

顎
の
日
 摩
珂
 止
観
 L
 や
 

 
 

 
 

印
度
・
中
国
・
朝
鮮
・
 

 
 

 
 

な
 諸
理
念
を
媒
介
と
す
 

 
 

 
 

多
数
の
経
論
釈
文
の
引
 

 
 

 
 

的
 理
念
の
構
成
と
い
っ
 

 
 

た
 意
味
で
は
、
全
体
的
に
は
 天
 ム
ロ
色
を
滞
え
っ
つ
も
、
 

 
 

る
か
と
も
考
え
ら
れ
 

 
 

 
 

な
 意
向
は
、
こ
の
後
に
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親鸞における 救済の極限概念  
 

 
 

）
な
ど
を
数
多
く
引
用
 

 
 

 
 

磐
 ・
随
順
法
性
小
羊
 法
 

 
 

 
 

引
用
し
て
は
、
実
講
・
 

 
 

宿
雨
 巻
に
 主
と
し
て
 よ
る
 ）
・
 真
 解
脱
・
不
生
不
滅
・
 
不
老
不
死
・
虚
空
無
為
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

は
 即
ち
 足
 れ
無
上
程
 

 
 

 
 

な
り
。
法
性
は
即
ち
 是
 

 
 

 
 

し
た
ま
 ふ
 。
」
な
ど
と
、
 

 
 

 
 

標
語
を
も
っ
て
 顕
 わ
さ
 

 
 

 
 

ヌ
 そ
の
 二
 廻
向
な
る
 他
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
、
 と
 、
か
く
 

 
 

 
 

に
 上
に
言
及
し
た
司
法
 

 
 

 
 

ヨ
 ロ
 ッ
ソ
タ
ノ
 シ
ミ
 ツ
 

 
 

 
 

。
 マ
タ
論
 二
八
蓮
華
厳
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自
尊
「
観
経
 
疏
ヒ
 玄
義
 

 
 

 
 

畢
 覚
道
道
雄
。
 

 
 

 
 

仏
土
 巻
 や
証
券
 に
 引
証
 

 
 

 
 

多
罹
 三
親
三
菩
提
」
 釈
 



 
 

 
 

ナ
リ
 。
淫
薬
 ヲハ
 

 
 

 
 

イ
フ
仏
性
ト
イ
 ブ
 。
 仏
 

 
 

 
 

タ
マ
 ヘ
ル
 チ
 リ
草
木
目
 

 
 

 
 

信
心
ス
ナ
ハ
チ
仏
性
 ナ
 

 
 

 
 

。
ヒ
ト
 ツ
 ニ
ハ
法
性
 法
 

身
 ト
マ
ウ
ス
。
フ
タ
 ツ
 ニ
八
方
便
法
身
ト
マ
ウ
ス
。
」
 

 
 

深
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

大
乗
仏
教
的
な
基
盤
珪
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
し
ょ
う
と
し
て
、
 

 
 

 
 

と
 説
明
し
て
、
口
論
詰
 ヒ
 

 
 

 
 

つ
も
の
な
る
こ
と
を
 明
 

 
 

 
 

仏
乗
で
あ
る
こ
と
を
 明
 

 
 

 
 

生
悪
 有
 仏
性
を
明
か
す
 

 
 

 
 

 
 

じ
逆
 訪
問
 提
 恒
沙
無
明
 

 
 

 
 

 
 

に
 経
に
説
い
て
煩
悩
の
 

 
 

 
 

な
ど
の
所
見
と
相
呼
応
 

 
 

 
 

性
界
 と
し
て
、
雑
修
 雑
 

 
 

 
 

極
悪
者
転
回
成
仏
の
本
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親鸞における 救済の 極限概念 

 
 

基
盤
理
念
を
更
に
具
体
的
に
端
的
に
打
出
し
て
く
る
 
も
の
に
「
和
讃
」
 
や
 

 
 

 
 

主
と
し
て
 よ
 ら
れ
る
こ
 

 
 

 
 

ハ
サ
ト
 ラ
レ
ス
安
養
 

 
 

 
 

仏
性
ス
ナ
ハ
チ
如
来
 

 
 

 
 

「
本
願
円
頓
一
乗
 ハ
 

u
 

 
 

 
 

 
 

ハ
 
弥
陀
 ノ
 方
便
ト
キ
 イ
 

 
 

 
 

 
 

ナ
リ
。
無
碍
光
 ノ
 利
益
 ョ
リ
 
威
徳
広
大
 ノ
信
ヲ
ェ
 -
 ア
カ
 テ
ラ
ス
煩
悩
 
ノ
コ
 

一   一 

 
 

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

人
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

イ
夫
 

し
、
 

@
 

 
 

 
 

逆
 

文
を
引
証
す
る
如
 き
 、
今
旦
顧
み
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

貢
挙
 苑
 論
集
四
九
号
Ⅱ
昭
和
三
十
三
年
四
月
刊
）
参
照
。
 

 
 

想
は
 つ
い
て
」
（
 龍
各
 大
学
論
集
三
六
四
号
Ⅱ
昭
和
三
十
五
 正

機
 と
か
、
 信
 中
心
 

大
乗
仏
教
的
根
本
理
 

の
何
た
る
か
が
内
に
 

一
 閲
提
皆
有
 仏
性
の
 

年
三
月
刊
）
参
照
。
 



 
 

 
 

ウ
シ
ホ
ニ
 
一
味
ナ
リ
。
 

 
 

 
 

伝
 真
蹟
本
尊
 桟
 、
 巧
 、
㎎
 、
 

 
 

 
 

リ
 ス
 レ
ハ
真
実
報
土
 

 
 

 
 

キ
 ヨ
ケ
 レ
ハ
衆
生
 ス
 

 
 

 
 

心
 
ス
ナ
 
ヮ
チ
 如
来
 ナ
 

 
 

 
 

は
 、
天
台
の
教
学
的
な
 

 
 

 
 

を
 積
極
的
に
く
り
ひ
ろ
 

 
 

 
 

と
な
る
如
く
転
成
し
 救
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

観
音
勢
至
由
来
迎
」
 

の
文
の
釈
下
で
、
「
マ
タ
 自
 
ハ
％
 ノ
ツ
カ
ラ
ト
 イ
 ブ
 

 
 

シ
カ
ラ
シ
ム
 ト
 イ
 ブ
 

 
 

 
 

二
テ
 
比
廿
 
シ
カ
 
ヘ
小
フ
 
ス
ト
イ
 

 
 

 
 

ナ
 ハ
チ
 ウ
シ
ホ
ト
ナ
ル
 

 
 

 
 

シ
メ
 テ
 功
徳
 フ
 エ
ン
ト
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
そ
の
罪
を
消
 

わ
 ん
 

 
 

な
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
，
 し
に
は
「
自
然
」
と
い
う
 

新
た
な
る
標
語
が
特
別
に
浮
彫
り
出
さ
れ
て
く
る
が
、
 

 
 

の
 大
乗
仏
教
的
な
基
盤
 

 
 

 
 

円
熟
味
を
帯
び
て
打
出
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親鸞における 救済の極限概念  
 

 
 

あ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
題
と
し
て
、
 

コ
白
 

 
 

 
 

ト
 イ
 ブ
 ハ
シ
カ
ラ
シ
ム
 

 
 

 
 

来
ノ
オ
チ
カ
ヒ
テ
 ル
 カ
 

 
 

 
 

カ
 ニ
ハ
 義
テ
 キ
 ヲ
義
ト
 

 
 

フ
 シ
ム
 ト
 イ
フ
コ
 ト
 ハ
 チ
リ
 。
 

 
 

 
 

力
 ヘ
ム
 ト
ハ
カ
ラ
ハ
 

 
 

 
 

候
 。
チ
カ
 ヒ
ノ
ヤ
ウ
ハ
 

 
 

 
 

マ
 シ
マ
 ヰ
ソ
ヌ
ュ
ヘ
 二
白
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

ぅ
 如
き
不
自
然
の
場
を
 

 
 

 
 

身
 に
理
解
せ
し
め
ら
れ
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ぬ
 法
爾
の
極
悪
者
 転
 

 
 

 
 

解
せ
し
め
ら
れ
て
く
る
 

 
 

 
 

し
 い
 の
か
、
そ
れ
は
 救
 

 
 

 
 

し
て
い
る
の
か
、
そ
の
 

97             



 
 

 
 

性
 と
か
氷
水
一
味
 と
 

 
 

 
 

盤
 理
念
を
構
成
さ
れ
て
 

 
 

 
 

理
念
の
構
造
内
容
は
具
 

 
 

 
 

答
 が
出
さ
れ
て
い
な
い
 

 
 

 
 

用
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
 

 
 

 
 

 
 

然
 身
心
脱
落
・
 祇
管
打
 

 
 

 
 

よ
 り
あ
る
に
あ
ら
す
。
 

 
 

に
あ
ら
す
。
自
然
に
あ
ら
す
。
凝
然
に
あ
ら
す
。
 

あ
る
に
あ
ら
す
。
 た
き
 

 
 

あ
ら
す
。
 無
 因
性
に
あ
ら
す
。
」
等
と
示
す
 よ
う
 に
 、
 そ
の
大
乗
仏
教
的
な
理
 

 
 

 
 

的
な
表
現
に
は
、
そ
れ
 

 
 

 
 

究
明
の
歩
み
を
運
ん
で
 

み
る
こ
と
と
し
た
い
。
 

 
 

 
 

る
と
も
考
え
ら
れ
る
 

 
 

 
 

巻
に
 引
証
す
る
「
真
実
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
 

四
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親鸞における 救済の極限概念  
 

 
 

い
が
、
と
に
か
く
「
論
 

 
 

 
 

う
 な
縁
起
因
縁
生
の
理
 

 
 

 
 

0
 行
啓
の
一
乗
 海
釈
の
 

 
 

 
 

主
張
で
あ
る
こ
と
は
お
 

ば
 ろ
げ
な
が
ら
 肘
 度
し
 ぅ
る
 所
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

下
 す
八
不
中
道
の
褐
 

 
 

 
 

っ
た
 意
味
で
、
生
は
滅
 

 
 

 
 

に
滅
 （
 
死
 ）
に
 録
 っ
て
 

 
 

 
 

で
 単
な
る
固
定
孤
立
の
 

 
 

 
 

っ
て
、
万
象
の
存
在
は
 

 
 

 
 

あ
り
、
他
人
に
 録
 っ
て
 99 (215) 

 
 

 
 

と
い
っ
た
如
き
大
乗
 仏
 

浄
土
願
 

の
悟
り
 

に
 よ
 れ
 

法
身
 界
 

知
ら
ざ
 

て
く
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仮
名
の
人
が
浄
土
 

 
 

論
 口
な
ど
の
所
見
 

 
 

が
 真
実
智
慧
無
為
 

 
 

に
 諸
法
の
万
象
を
 

 
 

な
ど
に
主
張
さ
れ
 

 
 

因
縁
 よ
 り
生
ぜ
 ざ
 



 
 

 
 

め
て
能
く
言
わ
れ
 
ぅ
る
 

 
 

注
目
し
て
い
る
こ
と
は
 

 
 

無
知
の
故
に
能
く
知
 

 
 

因
縁
生
の
理
念
な
ど
 

 
 

し
て
の
天
台
の
所
謂
 
即
 

至
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
 

ぅ
る
 所
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
 

 
 

る
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
 

 
 

 
 

法
 、
我
 説
 ニ
郎
是
無
 

  

  

る
も
の
と
も
い
 う
 べ
く
、
無
我
・
不
動
・
空
間
の
面
 

-
 ろ
 う
 。
か
よ
う
な
コ
中
論
」
的
な
一
切
存
在
現
象
 へ
 

 
 

穿
 
赤
鴉
ニ
足
 仮
 
多
方
足
中
道
義
。
」
（
 

空
即
仮
邸
 中
な
る
三
諦
円
融
の
理
念
を
打
出
さ
し
め
 

を
 
「
講
中
委
曲
」
と
し
て
操
上
げ
る
「
論
 註
ヒ
に
示
 

確
か
で
あ
る
。
上
に
言
及
し
た
、
そ
の
証
 券
に
 引
用
 

う
 ざ
る
無
し
。
」
と
い
っ
た
如
き
法
性
法
身
の
内
容
 

  

性 す す る 大 の に 
の る 如 に 正 体 即 

明
か
す
如
き
本
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

出
す
「
諸
行
無
常
 

 
 

が
 、
諸
行
無
常
な
る
 生
 

 
 

の
に
対
し
、
無
我
の
理
 

 
 

説
明
に
 ょ
 れ
ば
、
空
間
 

諸
法
無
我
」
 

よ
 り
 滅
 
（
 
死
 ）
 

念
は
不
動
的
で
 

は
 時
間
に
縁
り
 と

い
っ
た
如
 き
 命
題
に
 

へ
の
存
在
現
象
に
つ
い
 

あ
り
空
間
的
場
に
つ
い
 

時
間
は
空
間
に
縁
り
 、
 つ

け
ば
、
自
他
 栢
 

て
の
理
念
に
対
比
 

て
の
面
を
強
く
打
 

不
動
は
動
に
縁
り
 

 
 

 
 

定
 の
自
や
他
が
あ
る
わ
 

 
 

 
 

 
 

ょ
り
生
ぜ
ざ
る
も
の
 有
 
1
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 又
 、
上
記
㎝
 

 
 

 
 

る
 無
生
な
り
。
」
等
と
 



田
無
碍
に
し
て
無
二
無
 

紅
の
道
を
忘
れ
た
り
。
 

親
 所
見
を
示
す
如
き
に
 

別
 な
り
。
而
る
を
一
念
の
妄
心
に
 

但
し
諸
法
は
本
 よ
 り
こ
の
か
た
、
 

よ
 れ
ば
、
か
よ
う
な
 天
 ム
ロ
的
な
理
 

 
 

目
せ
 

 
 

毎
 "
 

 
 

ら
れ
 ら

れ
て
久
し
く
本
覚
 

抽
 

 
 る

 縁
起
因
縁
生
の
理
 

る 救済の極限概念  
 

 
 

乗
 仏
教
的
な
基
盤
理
念
 

 
 

 
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 

 
 

 
 

へ
の
関
心
の
あ
る
こ
と
 

 
 

 
 

法
 因
縁
生
の
理
念
に
統
 

 
 

 
 

 
 

て
 、
上
述
し
た
 よ
う
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
 

 
 

 
 

の
 介
在
が
推
測
さ
れ
て
 

 
 

 
 

り
、
 右
に
非
ず
無
に
非
 

 
 

 
 

生
死
即
ち
 浬
盤
 な
り
、
 

 
 

 
 

三
作
 願
 門
下
）
と
か
、
 

 
 

 
 

の
 故
に
知
る
無
生
な
り
 

 
 

 
 

寅
欲
 即
ち
 足
 れ
道
な
 

 
 

 
 

死
 淫
薬
 は
異
処
に
 非
ず
 

 
 

 
 

即
ち
菩
提
な
り
。
円
融
 



える 、 に てを 自体とく容人ででいか 場て内 悪場のお 
他 、 は 認 い る 構 正 あ あ て よ 

  

緑 と え く 縁 う つ 心 思 上 機 て 
り が 他 白 起 と も 王 者 来 成 親 
自 そ と 他 日 者 の 凶 伝 の さ 鸞 

  
体 の 的 皮 場 る あ さ 力 額 縁 に 

  

  

な も を 目 ょ の の 成 瀬 縁 の な 
る 打 者 融 5 間 遮 救 的 起 埋 墓 
こ 立 え の な 題 完 済 湯 田 倉 盤 
と て 白 楊 意 を に の と 縁 と 理 
を つ と は 昧 者 ょ 宗 主 性 で 念 

  

  

如 ぎ緑融 ににが他に宗ので どと " 教 " あ 怠 的る れ 註 』 
場 9 合 こ が 極 に か ら な べ や 
で 他 し ま 日 恵 お よ う 場 き 司 

  

  

い 在 で つ っ 起 構 念 ば た 埋 木 
で な あ っ て 田 道 と 、 る 解 天 
あ る っ 相 口 緑 が は 仙 田 さ 台 
ろ こ て 依 あ 生 餌 加 力 然 れ 的 な場 ぅ 。 とを 、要 縁起 るこ 円融 萌 さ 何な 廻向 法爾 てく 

か 考 す し と の れ る ・ の る に 

 
 

 
 

深
く
理
解
せ
し
め
ら
れ
 
2
 

 
 

 
 

 
 

、
氷
水
一
味
転
成
の
理
 
1
 

 
 

 
 

中
に
打
出
さ
れ
て
く
る
㎝
 

 
 

さ
れ
 ぅ
る
 理
解
を
得
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

 
 

て
く
る
道
元
の
主
張
（
正
法
 

 
 

 
 

の
仏
 
）
の
隔
絶
性
を
力
説
す
 

済
 

 
 

 
 

い
て
も
、
衆
生
と
仏
と
の
 

各
 

 
 

 
 

の
 同
一
性
面
を
強
く
把
持
す
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自
然
法
爾
の
場
と
さ
 

 
 

の
み
に
立
っ
て
 、
他
 

 
 

自
と
 同
一
体
的
融
合
 

 
 

起
因
縁
生
円
融
の
場
 

 
 

 
 

互
 矛
盾
破
壊
的
 相
 

 
 

の
場
に
徹
し
、
 そ
 

 
 

あ
り
相
反
 的
 存
在
 関
 

 
 

て
 極
悪
者
衆
生
を
起
 

 
 

場
の
内
容
構
造
は
全
 

 
 

ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
 

 
 

相
互
に
自
他
が
因
縁
 

 
 

ぎ
 縁
起
的
内
容
構
造
 

 
 

力
に
 

 
 

考
え
 

 
 

こ
と
 

 
 

融
合
 

反
の
場
と
も
い
 う
 べ
き
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

反
す
 

 
 

に
阿
 

 
 

い
 う
 

 
 

ぬ
ぎ
 

 
 

破
壊
 

 
 

五
 %
 

 
 



 
 

面
に
 於
て
大
淵
の
差
を
来
た
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 仏
教
的
な
縁
起
的
実
践
 

 
 

 
 

れ
る
だ
け
、
か
よ
う
な
 

 
 

 
 

の
 存
在
性
そ
れ
自
体
に
 

 
 

 
 

る
べ
き
結
果
で
あ
っ
た
 

と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

よ
う
な
縁
起
的
な
理
 

 
 

 
 

き
 縁
起
的
理
念
を
高
揚
 

 
 

 
 

無
明
海
水
を
本
願
大
悲
 

 
 

 
 

と
 示
さ
れ
る
如
 き
 絶
対
 

じ
 れ
ん
 

 
 

 
 

自
然
転
成
と
い
っ
た
 宗
 

 
 

 
 

自
然
転
成
す
る
絶
対
 転
 

 
 

 
 

い
て
相
互
破
壊
を
つ
く
 

 
 

 
 

起
 融
合
一
味
な
ら
し
め
 

 
 

 
 

云
 う
 ま
で
も
な
い
こ
と
 

 
 

 
 

わ
れ
る
内
容
に
 於
い
 て
 

 
 

 
 

と
は
、
上
述
す
る
所
と
 

 
 

 
 

破
壊
の
絶
対
相
互
融
合
 

 
 

 
 

然
 的
存
在
形
態
に
注
目
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親噺 = おける救済の 極限概念  
 

 
 

に
 注
意
さ
せ
ら
れ
て
く
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
 

 
 

 
 

親
鸞
の
宗
教
に
お
け
る
 

 
 

 
 

余
内
容
に
は
極
め
て
 自
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

互
 破
壊
的
存
在
な
る
 

 
 

 
 

然
 に
転
成
せ
し
め
る
 
実
 

 
 

 
 

壊
を
通
し
て
相
互
融
合
 

 
 

 
 

 
 

成
す
る
場
を
確
立
す
る
 

 
 

 
 

花
果
 に
 於
て
 、
か
 よ
 う
 

 
 

 
 

 
 

縁
起
と
で
も
称
せ
ら
れ
 

 
 

鸞
の
宗
教
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
 

 
 

 
 

理
念
の
場
は
、
自
然
的
 

 
 

 
 

し
め
る
極
限
的
な
理
念
 

 
 

 
 

き
 段
階
に
止
ま
ら
な
い
つ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

注
目
さ
れ
 ぅ
 る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

救
済
 教
 的
な
理
念
を
実
 
1
 



 
 

 
 

て
 創
造
 神
 的
な
世
界
的
 

 
 

る
こ
と
に
留
意
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
Ⅰ
 
レ
 
）
 

 
 

 
 

、
そ
の
中
に
 、
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

死
し
て
還
っ
て
十
方
の
 

 
 

 
 

す
る
を
以
て
早
死
し
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
悪
業
倶
に
生
じ
て
 禾
 

 
 

 
 

親
鸞
よ
り
の
聞
書
ぎ
と
 

 
 

 
 

相
互
に
相
融
合
し
一
味
 

 
 

 
 

 
 

際
を
窮
め
る
と
い
っ
た
 

 
 

 
 

宗
教
の
基
底
理
念
た
ら
 

 
 

 
 

の
も
つ
相
互
破
壊
的
 融
 

 
 

 
 

 
 

記
の
如
き
 三
 文
の
意
味
 

 
 

 
 

 
 

的
 罪
業
的
存
在
な
わ
 け
 

 
 

 
 

す
れ
ば
、
相
互
破
壊
を
 

 
 

 
 

方
で
あ
る
か
、
そ
の
辺
 

 
 

 
 

合
 的
場
面
（
縁
起
的
・
 

 
 

 
 

て
ゆ
き
、
融
合
的
場
面
 

 
 

 
 

 
 

か
 、
と
い
っ
た
如
き
 主
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親鸞にお @, ォ る 救済の極限概念 

 
 

Ⅱ
昭
和
四
十
年
一
月
刊
し
等
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

即
せ
し
め
る
と
い
っ
 

 
 

 
 

て
そ
の
基
底
に
打
立
て
 

 
 

 
 

、
自
他
相
互
に
徹
底
し
 

 
 

 
 

現
す
る
如
き
実
践
理
念
 

 
 

 
 

然
に
 融
合
し
和
合
せ
し
 

 
 

 
 

ま
う
 べ
 き
 宗
教
的
な
根
源
 

 
 

 
 

に
は
か
よ
う
な
内
容
の
 

 
 

 
 

さ
れ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
 

 
 

あ
ろ
う
か
。
二
九
六
六
・
一
・
五
曲
 
じ
 

註
 

 
 

 
 

れ
る
自
然
法
爾
思
想
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ヴ，ッ 八宗教学の構造分析 

せ ヴ 

  

で、 

  

  
Ⅰ 09 (225) 

ヴ 

ア 

ツ 

/ Ⅹ 

宗
教
学
の
構
造
分
析
 

和
 

井
田
 



 
 

 
 

）
 
幅
 ）
 
0
 由
の
芭
Ⅹ
 
ち
 0 コ
の
 
コ
 の
の
・
 

 
 

 
 

「
比
較
宗
教
学
」
（
 円
 す
の
 

 
 

の
方
面
に
関
係
す
る
。
 

 
 

 
 

が
あ
り
、
さ
ら
に
は
 

 
 

 
 

と
な
み
を
展
開
し
た
人
 

 
 

 
 

じ
っ
と
眼
を
つ
ぶ
れ
 

 
 

 
 

の
 大
き
い
宗
教
学
的
展
 

 
 

 
 

あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

勾
の
コ
幅
 

p
O
 

二
の
の
 

0
 目
 O
P
O
 

幅
 ）
の
・
 

 
 

 
 

げ
る
宗
教
 L
 （
カ
キ
 
哩
 0
 コ
 

 
 

 
 

せ
 い
 0 住
 o
p
o
 

幅
ぜ
，
ト
の
丹
切
 

）
 

 
 

 
 

か
に
 附
論
 と
し
て
収
録
 

 
 

 
 

は
、
 「
 み
 
示
教
学
 L
 
 
と
「
 宗
 

 
 

 
 

ア
 ッ
 ハ
 の
宗
教
社
会
学
 

 
 

 
 

 
 

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
 
宗
 

め ぎ 
業 わ 
績 め 
と て 
し 早 

  
ぇ す 
ら で， 
れ に 
る 一 
こ 元 
と 一 - 
は 二 

、 年 
と に 
く は 
に 草 
宗 稿 
数 に 
実 着 
田 芋 
の し 

たこ 類型 （ ） 4 
に と 
力 む 
点 知 
な っ 
お て 
ぎ お 
づ く 

つ こ 

と 

類 は 
型 無 
論 意 
的 味 

  
  
と で 

社 あ 
余 ろ 

と う O 
の 

相 築、 
五 三、 
制 に、 
約 か 
関 れ 
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問
題
に
対
す
る
関
心
は
 

 
 



ヴア ッ八宗教学の  
 

 
 

解
釈
学
的
関
心
に
貫
か
 

 
 

 
 

掲
げ
た
最
初
期
の
著
書
 
句
 

 
 

 
 

数
社
会
学
・
な
ら
び
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

釈
 学
理
論
の
方
向
へ
、
 

構造分析  
 

 
 

を
 分
析
し
て
ゆ
く
で
あ
 

 
 

 
 

、
結
局
、
宗
教
哲
学
に
 

 
 

 
 

、
宗
教
学
か
ら
宗
教
 哲
 

 
 

 
 

を
 、
時
代
順
に
、
詳
細
 

 
 

 
 

旋
律
が
一
本
の
太
 い
線
 

 
 

 
 

を
た
ぐ
っ
て
い
く
と
、
 

 
 

 
 

 
 

性
 に
驚
か
さ
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

と
は
何
か
。
わ
れ
わ
 

 
 

 
 

口
ハ
 

片
山
メ
ト
 

巴
 ざ
し
と
Ⅰ
 し
 
て
の
 

 
 

 
 

れ
は
、
こ
の
設
問
に
対
 

 
 

 
 

 
 

と
を
積
極
的
に
主
張
す
 

 
 

 
 

う
 に
す
ぎ
な
い
の
か
。
 

 
 

 
 

鍵
 を
な
す
。
こ
の
設
問
 



ば
 、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
そ
の
感
を
深
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

注
意
す
る
な
ら
 

 
 

 
 

し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

 
 

 
 

を
な
し
て
い
る
、
 
と
見
 

 
 

 
 

す
ヴ
ァ
 
，
八
宗
教
学
の
 

 
 

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

註
 

 
 

 
 

0
 
け
幅
ゴ
ト
 
0
 ヰ
 Ⅰ
。
 
帥
 。
 庁
て
 
づ
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

を
 悼
む
」
（
「
 
宗
 

教
 研
究
」
第
一
四
五
ぢ
、
六
八
 
｜
 七
三
頁
）
を
参
照
。
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
以
下
司
宗
教
学
 L
 と
略
記
。
 

（
 
4
 
 
）
 
円
レ
 
の
の
 ア
 
ト
の
Ⅰ
 

ム
 0
 プ
の
 
コ
 Ⅰ
 メ
ト
 
。
Ⅱ
 
毛
 。
 笘
 

 
 

 
 

な
い
し
、
ま
た
無
視
 

 
 

 
 

 
 

に
 、
か
れ
の
 三
 

 
 

 
 

哲
学
部
で
教
鞭
 

 
 

 
 

ッ
ジ
 で
教
え
、
 

 
 

 
 

こ
と
は
伝
記
的
 

 
 

 
 

の
 特
質
を
抽
出
 

 
 

 
 

ち
 出
さ
れ
た
こ
 

 
 

 
 

て
い
く
こ
と
、
 

 
 

 
 

発
表
さ
れ
、
 こ
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ヴア ッ八宗教学 0 構造分行  
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

る
 ト
レ
ル
チ
と
と
も
 

 
 

デ
ィ
ル
タ
イ
（
毛
車
 巴
 日
日
 巨
曲
 ・
 お
葵
｜
 H
O
 

）
）
）
 

0
 名
を
想
 い
 起
さ
な
い
 

 
 

 
 

う
 ち
最
も
有
力
な
も
の
 

 
 

 
 

承
認
さ
れ
 ぅ
 る
よ
う
な
 

 
 

 
 

 
 

ゆ
ず
ら
な
 い
 複
数
の
思
 

、
、
、
 

 
 

ょ
 び
そ
の
宗
教
学
の
基
本
的
性
 

 
 

と
い
う
の
は
、
こ
の
言
葉
の
な
 

 
 

に
し
て
か
 

 
 

問
題
性
を
 

 
 

が
で
き
た
 

 
 

第
三
期
 

 
 

よ
っ
て
 克
 

 
 

性
格
の
問
 つ

 指
導
的
 教
 

述
べ
て
い
る
 

い
。
し
か
も
 

の
開
始
は
 、
 

服
せ
ん
と
す
 

題
の
探
究
、
 義

学
者
と
 

。
あ
ら
ゆ
 

、
そ
の
 ょ
 

三
つ
の
事
 

る
 熱
望
、
 

 
 

@
 な
し
て
い
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
 

，
る
 
現
象
を
そ
の
な
か
へ
溶
か
し
こ
む
 歴
 

う
 な
規
範
を
有
し
な
い
生
は
生
き
る
に
 

柄
 に
よ
っ
て
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
る
。
す
な
 

宗
教
経
験
の
性
質
を
よ
り
深
く
洞
察
せ
 

（
傍
点
引
用
者
）
。
宗
教
学
発
展
の
第
三
 

格
を
論
ず
る
ば
あ
 い
 に
は
、
重
要
な
一
 

ポ
 に
は
、
す
で
に
か
れ
自
身
こ
の
第
三
 チ

ま
 、
 

史
の
流
 

値
し
な
 

ね
 ち
、
 

ん
と
す
 

期
に
つ
 

つ
の
 視
 

期
 に
属
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

一
段
階
の
特
徴
を
 
つ
 ぎ
 

 
 

 
 

衆
目
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か
い
な
い
か
と
い
う
 

 
 

 
 

歩
 発
達
か
ら
生
じ
た
 

 
 

 
 

史
的
な
る
生
の
形
式
 

 
 

 
 

活
 ・
制
度
・
宗
教
 あ
 

 
 

 
 

体
系
の
争
 い
を
 概
観
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

 
 

 
 

。
」
こ
れ
は
、
言
 う
 

 
 

 
 

思
想
を
一
般
に
歴
史
 

 
 

 
 

ま
た
こ
の
点
を
執
 
知
 

 
 

 
 

も
っ
て
、
歴
史
主
義
 

 
 

 
 

か
れ
る
に
い
た
る
の
 

 
 

し
て
 ぅ
げ
 と
っ
た
。
 

 
 

 
 

い
る
。
で
は
、
か
れ
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
 
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
っ
て
は
、
個
別
的
 

ざ
る
を
え
な
い
。
 
こ
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
不
可
能
 

（
 
Q
0
 

）
 

 
 

 
 

が
 示
す
 よ
う
 に
 、
ヴ
 

 
 

 
 

相
対
主
義
を
そ
の
ま
 

ま ァ で   価 な は で の し 生 ま す る の 疑 点 想 
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ヴア ッ八宗教学の 構造分析  
 

 
 

典
主
義
の
世
界
と
価
値
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

ち
で
あ
る
と
言
え
な
い
 

 
 

 
 

 
 

陥
を
統
合
的
な
把
握
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
。
第
一
 一
に
、
宗
教
経
験
の
性
質
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
一
 
つ
は
 
「
理
解
」
 

 
 

 
 

デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
 

（
 
Ⅲ
Ⅱ
）
 

一
 

 
 

 
 

（
の
 
コ
 ・
 支
田
 ）
を
書
い
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 Ⅱ
 臣
 二
 %
 
す
の
由
江
 
の
 Ⅱ
幅
の
の
 
｜
 

で
に
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
、
と
限
定
し
て
 

 
 

 
 

」
的
概
念
構
成
の
方
法
 

 
 

 
 

、
宗
教
現
象
の
よ
り
 統
 

 
 

 
 

実
証
、
記
述
か
ら
解
釈
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

を
 名
づ
げ
て
、
宗
教
学
の
新
し
い
旋
回
」
と
 よ
ぶ
 。
 

 
 

 
 

類
型
で
あ
ろ
う
。
精
神
 

 
 

 
 

関
す
る
論
議
は
、
今
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

だ
 十
分
に
は
強
調
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
類
型
構
成
と
 ぎ
わ
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が
 
一
貫
し
て
歴
史
的
 相
 

 
 

と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

ク
ス
 

ミ
ュ
ラ
ー
の
 

 
 

 
 

（
勾
の
出
ロ
 

輻
 p
o
 
コ
 ・
 

 
 

そ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

0
%
0
 
 
の
の
 
ゴ
 Ⅰ
 
目
由
 
㏄
 
コ
 "
 

口
色
 ・
 
く
 ）
 
ロ
 
H
,
 
 

の
 Ⅱ
 
笘
由
 

（
 
8
 
 
）
 
円
 Ⅱ
Ⅰ
の
㏄
 
0
 （
 ん
 生
田
ロ
。
仁
の
め
Ⅹ
で
の
Ⅰ
ぽ
口
 

わ
 
m
.
 
 
ロ
 ・
 
め
は
 
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

響
は
 、
各
所
で
ふ
れ
 

て
い
る
如
く
 、
さ
ね
 め
て
太
さ
い
も
の
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

」
の
よ
う
な
自
覚
の
も
と
 

 
 

 
 

、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
 

 
 

 
 

し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
 

ろ
 う
 。
た
と
え
ば
、
一
九
四
四
年
の
「
宗
教
社
会
学
 L
 

 
 

て
あ
ら
わ
れ
る
。
「
 歴
 

 
 

 
 

て
 記
録
し
、
社
会
に
お
 

 
 

 
 

覚
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
 

 
 

 
 

見
し
よ
う
 ｜
 歴史
 生
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今
 に
し
て
、
「
類
型
 

構
 6
 



 
 

 
 

 
 

い
 に
見
逃
が
し
え
な
い
 

ヴア ッ八宗教学 

ら 評 特 
ゆ 価 徴 
る す づ 
主 る げ 
観 か る 
説 と 面 

の 構造分析 

と
こ
ろ
で
、
 

ト
 
㏄
の
の
 

@
1
 
ト
の
 
㏄
 べ
 ）
 

 
 

い
る
 

 
 

匹
キ
 

 
 

そ
 

 
 

の
 

 
 

o
 桟
 の

は
明
ら
か
に
ル
ド
ル
フ
 

（
 田
 目
安
 も
 。
ト
田
さ
 

の
ば
あ
い
に
、
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 は
 

客
観
的
性
格
を
強
調
し
、
 
し
 

Ⅱ
の
二
 

%
0
 

口
 ）
を
論
駁
し
て
い
 る た ど を オ 
と が の         

（
 
5
 ）
 

い
う
点
で
あ
る
。
     

の 

評 

17 

宗
教
学
発
展
の
第
三
期
を
 

よ
う
な
観
点
か
ら
そ
れ
を
 

っ
て
、
宗
教
に
関
す
る
あ
 

(233J 

（
Ⅱ
）
 

@
1
 

  
刃口 

Ⅰ o ）   

0
 目
 0
,
 

 
 

 
 

接
近
し
て
み
よ
う
と
 

 
 

 
 

示
教
的
世
界
を
「
経
験
」
 

 
 

 
 

宗
教
学
を
構
築
し
ょ
う
 

 
 

 
 

い
て
は
宗
教
学
の
構
造
 

 
 

 
 

念
 に
即
し
て
展
開
さ
れ
 

 
 

 
 

ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
 

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 Ⅱ 

 
 

本
数
研
究
第
一
六
八
号
五
頁
。
 

（
は
）
 勾
匹
仔
ロ
 
0
 コ
の
 
/
 打
の
の
 

コ
 の
 
ぴ
 
プ
リ
（
（
・
。
・
）
 

か
 Ⅱ
（
 

（
 
穏
 ）
の
。
 ゑ
 0
 （
 
0
 破
せ
 0
 （
 刃
 巴
瓦
 

p
o
 

コ
 ・
 ロ
，
 
の
べ
 
印
 



 
 

 
 

、
近
代
の
哲
学
の
 "
 客
 

 
 

 
 

や
 哲
学
者
た
ち
 

そ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
一
九
世
紀
 か
 

 
 

 
 

ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ミ
 ッ
 

 
 

 
 

て
 、
宗
教
主
観
主
義
に
 

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 ヴ
 

 
  

 

び
、
 

 
 

そ
 

 
 

奪
わ
 

 
 

そ
 人

間
存
在
の
構
造
の
う
ち
に
宗
教
経
験
を
起
さ
し
 

あ
る
い
は
「
究
極
的
実
在
」
と
よ
ぶ
と
ぎ
、
そ
こ
 

の
結
果
宗
教
経
験
の
の
（
 
巨
 日
田
に
着
目
す
る
よ
 

れ
て
い
る
事
態
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
で
あ
る
、
 

ら
く
、
教
義
学
を
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
経
験
の
学
 め

る
「
あ
る
も
の
」
の
客
 

に
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
 

り
も
、
む
し
ろ
宗
教
経
験
 

と
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 

と
し
て
確
立
し
た
シ
ュ
ラ
 

 
 

の
は
そ
の
観
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

哩
 。
何
 
%
 
り
の
Ⅹ
日
害
 

い
 Ⅰ
 才
リ
コ
 

の
の
）
を
起
さ
し
め
る
「
 

ぅ
 用
語
を
も
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
か
 

（
 
杓
 
@
 ）
 

る
 」
と
も
表
現
し
、
決
定
的
に
オ
ッ
ト
 ｜
 

（
 
竹
 
Ⅱ
）
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 

ち
 、
宗
教
学
に
は
固
有
の
「
領
域
・
 一
 が
あ
 

で
あ
る
。
 

 
 

間
存
 

 
 

 
 

の
 「
 方
 

立
ち
、
 

 
 

示
胡
笘
と
 

 
 

右
 の
 領
 

 
 

点
で
あ
 在

 の
う
ち
に
宗
教
経
験
 

こ
れ
を
「
究
極
的
実
在
 

は
 、
 聖
な
る
も
の
の
 経
 

域
 
の
日
雀
 の
 Ⅱ
田
の
を
 

前
 

る
と
お
も
わ
れ
る
。
 

法
 」
が
あ
る
と
い
う
こ
 

（
Ⅰ
の
コ
ー
 

」
と
ト
リ
 

験
で
あ
 

提
 と
す
 

す
な
わ
 

と
な
の
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ヴァ ，八宗教学の 構造分析 

(1)  ウ 。 で 約 文 し 準 の ，   し 観 
究 ア 2 4 3 1 打 中 は た 」 こ ノ に で て 主 
極 ッ い 

は 教 
客 経 
親 験 
的 な   

，桂 一 的 
格 般   

区別 ㈲ 究   
極 す 
的 る 
実 た 
在 め 
と @ こ 
か 設 

か 定   
わ し 
る た 
八 方 
聞 法 
は 的 
統 基 
合 準 

か あ へ 対 心 も げ そ の の の と   
要 の る の 諸 諸 領 か 概 

的 と ょ 経 緯 域 か 
    厄、 

人 は て 存 応 とで すは遍 普 う 駄駄はな が 間 ず 在 答 る あ 的 な か か 聖 る 
  

、 で去の -- --  し 一 而 

@.@ な で め る な 形 ら ら な 点 
は 

ホ胡笘 

りか え お   

か て   
単発 

展 
(3) れ な の の 

究 は   
ふ 

  

極       
  

て ハ   
  的 宗 ム % 

実 教 と ノン と 

在 経 参 な   の 
応   緊 をと 答 困 系 の は 宗 ぅ 密 

問 お を で、 、 教 か な 
と か ふ あ   結 
め て < る の の こ 打 式 ッ 駿 オ ム 
間 は ん な 思 の ち 的 ト は ッ を一 

の   で， か 想 論 山 塞 l ス ト 刀て 

119 (235) 



 
 

」
（
 O
p
 の
 

 
 

ヴ
ア
 
ッ
 

 
 

も
の
な
の
 

 
 

 
 

ら
ば
、
 

な
 っ
ぎ
の
三
つ
の
形
式
に
総
括
す
る
。
 

（
 
お
 ）
 

1
 
 
理
論
的
表
現
（
臼
の
 0
 お
 （
 
p
n
 
住
 
m
X
b
n
 

の
の
の
 

ざ
こ
 

2
 
 実
践
的
表
現
（
 笘
 N
n
 
ま
 。
 日
 
o
x
b
 

～
の
の
の
 

ざ
コ
 ）
 

3
 
 
社
会
学
的
表
現
（
の
 o
n
 

ざ
ざ
 

幅
ざ
 住
の
 メ
つ
 
Ⅰ
の
の
の
 

ざ
コ
 ）
 

 
 

領
域
の
相
 

 
 

っ
 た
く
 欠
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

て
ゆ
こ
 

 
 

ど
を
ふ
く
 

る
こ
と
が
で
き
 る
 。
 

 
 

ポ
 は
さ
ま
ざ
ま
 

 
 

主
張
す
る
の
で
 

 
 

 
 

ヨ
 ）
（
 
ゴ
 ）
・
 教
説
 

 
 

 
 

二
 つ
に
 分
類
 す
 

 
 

解
 」
の
可
能
 

 
 

示
教
的
表
現
も
 

 
 

を
 通
し
て
宗
教
 

 
 

ッ
ハ
 は
、
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

」
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
 
鱗
 

 
 

 
 

 
 

教
 
「
経
験
」
が
普
遍
的
な
 

 
 

 
 

ヴ
ア
 
ッ
 
ハ
 は
、
こ
の
よ
 

 
  

 



妬 ，八宗教学 レ  
 

 
 

こ
と
に
つ
い
て
は
、
 
別
 

 
 
 
 

0
 機
会
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

す
で
に
「
宗
教
社
会
 
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宗
教
社
会
学
序
説
 ヒ
の
 

 
 

 
 

「
宗
教
経
験
の
性
質
」
、
 

 
 

 
 

験
の
社
会
学
的
表
現
」
 

 
 

 
 

う
な
構
想
を
も
っ
て
、
ヴ
ァ
 

 
 

 
 

ハ
が
日
ゐ
示
教
学
 

L
 に
お
い
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
 学
的
表
現
に
 

 
 

 
 

せ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
 

 
 

 
 

 
 

型
 ・
性
格
・
構
造
・
 変
 

 
 

礼
 、
そ
の
他
諸
種
の
通
過
儀
礼
が
ふ
く
ま
れ
る
。
 

 
 

て
の
 論
ら
 

 
 

展
開
・
運
命
に
つ
い
て
の
論
。
 

 
 

 
 

0
 軸
セ
 
）
 

の
才
 
p
H
o
 逼
 ）が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

な
 か
 と

 終
末
論
（
の
 
s
l
 

に
は
礼
典
，
 祈
 



 
 

 
 

る
ま
で
、
わ
け
て
も
そ
 

 
 

 
 

ら
れ
、
つ
い
で
諸
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

さ
し
く
そ
の
社
会
的
側
 

 
 

 
 

側
面
が
宗
教
の
社
会
学
 

、
 、
、
 

 
 

 
 

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
二
二
目
 

わ
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Inquiry about the 

and 

Phenomenology 

Ontological Basis 

Method 

Religion 

Religious Existence 

Teru ji Ishizu 

The  attempt is to examine a particular standpoint, esp. the problems in the 
method of the phenomenological study now much discussed in the study of religion, 
but not to examine all of the standpoints in it : 

1) The reason is to be searched why the essence and general nat?re of religion 
should be pursued in the scientific study of religion. 

2) The phenomenological standpoints in the study of religion use to require 
to deal with those problems i. e. essence and general nature of religion, but they 
have not yet accomphished such a task adequately. 

Among the phenomenological standpoints, that of van der Leeuw, much influenced 
by Husserl and Dilthey, is still remarkable and highly developed. However, his 
discussion about the essence is not precise even in the methodological viewpoint. 
His way of research seems unable to get a t  the eidos. 

3) The discussion by van der L e e w  is incomplete concerning the fundamental 
basis for possibility of understanding. And it is highly important that the peculiar 
qualities of understanding should be taken into consideration in the method of the 
study of religion, though this is beyond the problem stated by Husserl. 

The  problem of understanding, whose connection with the base of life has 
already pointed out by Dilthey, must be investigated down to the ontological basis 
of  human existence in the meaning of Existential Philosophy. 

4) These ?rob!ems of understanding are connected with those of the present-day 
hermeneutics, and th2 possibity of ucdersianding in hermeneutics is a t  its background 
connected with pre-scientific understanding (vor-wissenschaf tliches Vor-verstandnis j 
and with the so-called idea of existence (Existenzidee) . 

Consequently this connection gives rise to the necessity of investigation of the 
idea of existence which is to be destructed or stripped off to the fundamental, naked 
figure for the purpose of common basis of understanding. 

And thus, finally the basis of understanding should be led to the ultimate reality 
of subjectivity. 

5) As a concrete illustration of the prob!ems stated in 3) and 4), esp. 4), 
the  posture of religious existence in Kierkegaard is examined. 



Die Grundgedanken der 

Paradiesgeschichte bei J 

Jutaro Tamiaki 

1) Die Paradiesgeschichte ist eine Erzahlung. Wir lesen eine Erzahlung, die 

in der einfachsten und klarsten Bildhaftigkeit einheageht. Es ist also daran 

festzuhalten, daI3 hier ein Tatsachenbericht gegebcn werden will. 

2) Aber sie ist nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Lehre;  die 

Geschichte verbirgt die Lehre in den Tatsachen, die sie vor den Leser stellt. 

3) Wer diese Paradiesgeschichte mit theologischem Blick iibersieht, wird 

sofort bemerken, daB hier zwei verschiedene Teile (2!j-319 und 320-24) gemeinsam 

von derselben Struktur sind. 

I II 
a ) die Gnadengabe Gottes 2 5 - 2 5  321 

b )  der Verrzt der Gnade Gottes 3 1 - 1 3  322 

c ) die Strafe als Gottes Gericht 3 1 4 - 1 9  
3 2 2 , 2 4  

4) SchlieBlich bemerken wir daB, obwohl dieser Paradiesmythus als Ganzes 

atiologische Art  hat, ist im Grunde dieses Mythus "die Gnadengabe Gottes und 

die Verantwortlichkeit des menschen " voransgesetzt. 

The Pratyiitrn2ryajEina 

in the Laiikavat2rasGtra 

Akira Suganuma 

I t  i s  held that in the Larik3vatsrasiitra there are collected all the important 

teachings of Mahsyiina Buddhism a t  random : the five dhaamas, the three svabhsvas, 

the eight vij%nas, the two nairatmyas etc. As a matter of fact, i t  i s  not easy to 

read and interpret correctly the text  of this sutra. As the text  of this sutra we 

have the Sanskrit original compiled by Dr. B. Nanjo, a Tibetan translation and 
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three Chinese translations. In addition to them, as Dr. S. Yamaguchi published, 

there are remained two commentaries on i t  in the Tibetan Tripitaka. We have to 

make comparative study of these texts, in order to realize the true assertion of it. 

Thus on investgating the teachings mentioned in this sutra, we find that these 

teachings have a certain direction, though they seem to be arranged in a row 

without having an organized plan. In a word, it is the world of PratyatmZTryajiiBna 

or the highest wisdom of Buddha himself. In this Lanki%vatiirasiitra all teachings 

of Buddha ' expressed in the words ' are liken to ' a finger that points to the moon'. 

Consequently the teachings of this sutra have the very important meaning in the 

very sense that :'-y clearly indicate to us a straight way to the Praty3tmZTryajiiCina 

of Buddha from t.-: world of discrimination of our ordinary men. 

A Study on Japanes 

Ceremonial Culture 
-An Essay on Ceremony Structure- 

Masatsugu Kurahayashi 

A Japanese festival consists of three parts, i. e. Kamimatsuri (incantationj, 

Naorai (divine banquet), and Toyoakari (entertaining banquet). This structural 

pattern i s  also the basic formula from which new elements of festivals can be 

developed. This basic pattern can be found, not only in festivals, but also in 

Court ceremonies and in our various annual events and cerebrations. On this 

cultural foundation, our ancestors should have adopted foreign incoming culture. 

The  Japanese ceremonial culture is thus based on festival life. 

The Fundamental Idea of 

Salvation accorbing 

Mitsuyuki Ishida 

Shinran 

The religion of Shinran is said to be the way of salvation which relys upon 

the saving power of another, that is, the power of the Original Vow of Amida 
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Buddha. I t  is said to be the religion which saves evil men;  the religion of the 

nembutsu of the other-power which saves him who relies upon i t  in absolute faith. 

I t  can be said however, that this religion of Shinran, more than on such works as  

the Kegon-kyo, the Nehan-kyo, and the Ojoronchu of Donran, was based upon the 

ideas found in the philosophy of the Japanese Tendai school. That  is  to say, i t  

can be seen to have been grounded in the Mahayanistic standpoint of ' everything 

occurring in the harmony of cause and assisting condition ($$&3Z!&kI_;1J@!). I t  can 

thus be conjectured that the ideas of Nagarjuna, such as  pratityasamutpada, had 

served as the basic background for the religion of Shinran. 

Of particular significance is the fact that this religion of Shinran expounds 

that the completely self and other-destructive evil man, as  he is, i s  saved and 

[transformed into the com>lete and harmonious state of a Buddha. The  purpose of 

this paper is to shed light upon the nature of this aspect of salvation. 

Structural Analysis of Wach's Studies 

Religion 

Manabu Waida 

Since the publication of Religionswisse;zschuft in 1924 Joachim Wach wrote 

extensively in the fields of hermeneutics, sociology of religion, and religious ex- 

perience and its expressions. In our observation, there lies a basic continuum which 

unifies varieties of his achievzment. That  is the attempt to construct what we 

should call " Hermeneutic Science of Religion, " through observation of objectified 

religious life as  a structural continuum of (Experienc2:-[Expression)-(Understand- 

ing). This fundamental structure is  present in RelEgionswissenschaft already, 

and his later studies follow the same line of thought. 

Then we can truly understand Wach's accademic activities only if we see them 

as a complete system. 

Primary orientation of Wach's study of religion is overcoming of historicism. 

There also is  a [remarkable influence from Wilhelm Dilthey's D e r  Aufbau d e r  

geschichtlichen W e l t  i n  den  Geisteswissenschaften. 




