
古本 

 
 

 
 

 
 

ハ
 ス
リ
ゴ
ロ
の
（
 

0
q
 

せ
目
 Ⅱ
の
 
ヱ
 ・
 

  敦史と歴史解釈の  
 

 
 

意
味
と
み
ら
れ
、
経
験
 

 
 

 
 

こ
の
場
合
の
「
 
吉
 
本
数
 
史
 」
 

 
 

 
 

の
こ
の
よ
う
な
用
法
は
（
 

枠組 

 
 

 
 

 
 

明
ら
か
で
あ
る
。
 
い
 

 
 

 
 

わ
れ
る
。
い
ま
と
く
に
 

 
 

 
 

も
 意
味
し
、
存
在
と
し
 

 
 

 
 

を
ふ
く
む
こ
と
は
周
知
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

っ
 か
の
 異
る
 意
味
を
も
 

つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
 

 
 

 
 

さ
せ
て
み
る
用
法
で
 

 
 

組
 

田
上
Ⅲ
 力
め
偲
丑
 
丈
ロ
 



（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

0
 代
表
的
諸
家
に
お
い
 2
 

て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

法
 が
あ
る
。
こ
の
 意
 

 
 

 
 

う
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 

 
 

 
 

口
 
の
の
を
対
象
と
す
る
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

前
記
の
よ
う
に
経
験
的
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
と
く
に
強
調
 

 
 

 
 

ぎ
り
、
ふ
た
た
び
互
い
 

 
 

 
 

そ
の
一
部
は
、
比
較
 
宗
 

 
 

 
 

の
 宗
教
学
の
体
系
的
 
な
 

 
 

け
 容
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
 
い
 え
 ニ
元
 。
 

 
 

 
 

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

成
 と
に
か
か
わ
り
、
 
し
 

 
 

 
 

流
動
的
で
あ
る
か
ら
、
 

 
 

 
 

い
は
言
語
的
資
料
に
も
 

 
 

 
 

的
 」
で
あ
る
か
と
い
う
 

 
 

度
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
 



宗教史と歴史解釈の 枠組  
 

 
 

マ
ッ
ハ
ー
に
よ
り
な
が
 

（
り
者
）
 

 
 

 
 

で
の
宗
教
一
般
、
あ
る
 

 
 

 
 

い
 依
然
と
し
て
こ
の
 名
 

 
 

 
 

 
 

の
 単
な
る
総
称
に
す
ぎ
 

（
Ⅱ
 

廿
 ）
 

 
 

 
 

、
こ
の
種
の
問
題
の
取
㏄
 

 
 

 
 

理
 的
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ざ
て
、
こ
 

に
み
ら
れ
る
 

的
・
発
生
的
 

っ
か
う
の
は
 

訂
 し
て
み
る
 

あ
る
こ
と
が
 

宗
教
史
的
 事
 

あ
い
だ
に
は
 

言
葉
を
か
 

が
要
求
さ
れ
 

提
示
す
る
と
 

と
い
う
名
の
 

 
 

 
 

む
の
規
定
 

 
 

 
 

し
も
歴
史
 

 
 

 
 

「
歴
史
」
を
 

 
 

 
 

条
件
を
検
 

 
 

 
 

の
 関
係
に
 

 
 

 
 

そ
も
そ
も
 

 
 

 
 

不
教
学
と
の
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

教
の
概
念
 

 
 

 
 

コ
リ
ー
を
 

 
 

 
 

較
 宗
教
史
」
 

 
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

の
も
の
が
 



 
 

 
 

く
に
今
世
紀
に
入
っ
て
 

 
 

 
 

進
化
主
義
と
も
い
い
う
 

 
 

 
 

ん
に
検
討
す
る
こ
と
に
 

 
 

 
 

る
 宗
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
 
 
 

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

お
旺
臼
 8
 １
日
の
（
 
0
 （
 
い
 
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
学
出
版
会
、
一
三
 

 
 

歴
史
」
の
用
法
に
疑
い
を
挟
ん
で
い
る
。
 

 
 

 
 

の
め
・
の
 

串
 ・
 
由
 二
の
隼
の
俺
 

 
 

0
 ロ
 
0
 幅
 Ⅱ
 ，
 の
 す
ロ
 
c
 
の
 幅
 0
.
 
 

い
 
の
 の
の
・
Ⅰ
・
ト
収
 

 
 

 
 

打
 （
 
ゑ
お
 は
「
聖
な
る
 

 
 

 
 

を
 区
別
す
る
が
、
 

 
 

 
 

）
 
o
 
帆
 T
.
 
 

巾
 0
%
 
（
 
コ
 。
 

卍
 
の
う
 
ゆ
 。
の
・
 
ト
 
）
 っ
 

 
 

 
 

い
え
ば
、
初
期
の
宗
教
 

 
 

 
 

１
１
と
い
う
の
が
そ
れ
 

史 は 
解   
釈 疑 
の う 

基 こ 

礎 と 

的 が 
力 で 
- ァ き 
ゴ な 

リい 
も r  そ 
か め 
か ょ 
わ う 

る な 
問 休 
題 系 
も " と刈 百冊 

そ の 
の 主 
一 題 
つ pc 
と は 
い   

つ 多 
て く 

よ の 
い 問 

。 題 
す が 
な ふ 
わ く 

  
ると 宗教 

史 は、 
が ね 
そ れ 
も る 
そ が も 
め不軋練 どの 

よ 皮 
う tC 
な お 
原 け 
埋 る 

に 歴 
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要
求
さ
れ
る
こ
と
 

 
 



ピ " 乱 Ⅱ。 "  '" 旺 「 

な
且
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

史解 

  
  

択め 枠組 

 
 

一
九
六
六
年
、
大
明
堂
、
六
四
 ｜
 五
頁
参
照
。
 

 
 

前
掲
 書
 、
二
二
頁
参
照
 "
 

 
 

 
 

敦
史
方
法
論
 阿
 
一
九
 

三
 二
年
、
共
立
 社
 、
二
 0
1
 
ニ
セ
頁
を
参
照
。
 

 
 

セ
 以
下
、
二
 0
 セ
の
 請
負
参
照
。
 

 
 

 
 

ご
本
・
の
。
田
の
 

ヨ
 ヨ
宵
・
 

 
 

せ
 l
 せ
，
が
 Ⅹ
ゲ
 バ
ポ
 Ⅰ
Ⅹ
 
l
 Ⅹ
パ
パ
 

 
 

 
 

m
.
q
.
 

ハ
ウ
コ
田
 
・
の
 ゴ
ふ
 

 
 

 
 

ゑ
ぴ
 方
法
」
（
「
め
が
 

 
 

歴
史
性
」
 角
 宗
教
研
究
 ヒ
 、
一
七
 セ
 、
一
八
一
号
）
参
照
。
 

 
 

 
 

o
n
.
 

ゑ
ダ
 赤
松
、
前
掲
 

書
 、
五
、
一
一
五
、
一
二
 セ
頁
 参
照
。
 

 
 

 
 

も
っ
と
も
「
一
般
 宗
 

 
 

 
 

史
 」
の
語
か
ら
、
 

 
 

で
あ
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
看
取
さ
れ
う
る
。
 

 
 

円
 古
田
お
目
，
き
ま
 "
.
 
の
・
の
 

9
 
 に
引
用
。
 

 
 

 
 

Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
 

 
 

 
 

て
の
宗
教
哲
学
と
の
 



す
な
 

セ
 七
八
）
 

系
列
で
 

キ
ュ
ー
 

 
 

 
 

二
六
九
四
 ｜
一
 

 
 

一
セ
 二
九
 ｜
 八
一
）
 ｜
 カ
ン
ト
（
 
一
セ
 二
四
 ｜
 一
八
 0
 四
）
 な
ど
と
っ
づ
く
 

 
 

 
 

）
 ｜
 モ
ン
テ
ス
 

 
 

 
 

ば
 、
こ
こ
に
あ
 

 
 

 
 

が
 可
能
で
あ
り
、
ま
た
 

（
 
0
3
 

Ⅰ
）
 

有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

お
と
し
て
い
た
と
し
て
 

 
 

 
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
、
 

 
 

 
 

、
実
際
の
思
想
史
は
こ
 
 
 

 
 

織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

｜
 （
一
七
一
二
ー
七
八
）
 

 
 

 
 

、
や
や
大
ま
か
す
ぎ
る
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
た
。
（
 

2
 
）
し
た
 

 
 

 
 

こ
と
、
お
よ
び
宗
教
学
 

 
 

 
 

た
こ
と
の
、
二
つ
の
 理
 

 
 

が
 適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

的
な
い
し
哲
学
的
色
彩
の
 

 
 

 
 

り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 
6
 



 
 

 
 

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
性
 

ら
本
 格

 に
つ
い
て
 手
み
 じ
か
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
 

と 歴史解釈の枠組  
 

 
 

別
記
の
ル
ソ
ー
を
例
外
と
 

し
て
、
歴
史
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
進
歩
１
１
成
熟
、
 

 
 

と
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
 

 
 

何
 に
あ
る
と
い
え
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヨ
 
。
 
降
 
ぎ
の
 
曲
曲
 
三
 %
 
 
。
 の
 

に
 関
連
し
て
、
第
二
に
 ，
 

。
そ
れ
が
、
一
九
世
紀
 

主
義
は
、
特
殊
な
も
の
 

り
ま
た
非
合
理
的
だ
か
 

ば
 、
前
者
が
そ
の
本
質
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
と
く
 

、
宗
教
が
感
情
と
体
験
 

で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
 

の
 系
列
で
は
、
ム
ロ
 理
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

一
九
世
紀
は
い
く
つ
 

 
 

 
 

一
七
七
 
0
1
 一
八
三
一
）
 

、
 

  (7) 



 
 

 
 

否
定
で
き
な
い
が
、
 

 
 

 
 

く
 、
か
れ
は
歴
史
を
理
 

 
 

 
 

定
 宗
教
」
の
形
で
展
開
 

 
 

 
 

を
 理
性
的
な
も
の
に
お
 

 
 

一
系
列
の
主
要
モ
チ
ー
フ
が
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
 他
方
で
、
歴
史
的
諸
宗
 

 
 

 
 

を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

進
歩
に
体
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

」
と
も
 い
 え
る
性
格
を
 

し
め
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

・
形
而
上
学
的
・
 実
 

 
 

 
 

歩
の
思
想
が
基
調
で
あ
 

 
 

 
 

て
い
る
こ
と
が
注
目
を
 

 
 

 
 

段
階
と
し
て
、
歴
史
の
 

 
 

 
 

付
 さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
 

 
 

 
 

稚
 な
形
に
す
ぎ
ず
、
 し
 

 
 

 
 

。
進
歩
の
図
式
の
存
在
 

 
 

 
 

の
 延
長
線
上
に
あ
る
こ
 

と
を
暗
示
し
て
い
る
。
 

(8)  8 



 
 

 
 

の
 共
通
点
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

ゆ
き
を
し
め
す
と
さ
 

 
 

 
 

ら
に
 ㈲
両
者
と
も
が
、
 

 
 

 
 

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
 

 
 

 
 

の
ち
に
み
る
よ
う
 

 
 

 
 

ル
 に
つ
い
て
は
い
う
ま
 

 
 

 
 

歴
史
学
派
（
バ
ッ
ハ
 
オ
 

 
 

 
 

 
 

む
す
び
つ
き
、
さ
ま
ざ
 

 
 

き
よ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

性
 を
も
っ
こ
と
を
主
張
 

め
た
こ
と
、
お
よ
び
 

 
 

 
 

し
た
点
に
も
と
め
ら
れ
 

 
 

 
 

た
 啓
蒙
主
義
者
た
ち
に
 

 
 

 
 

て
 明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

 
 

 
 

る
 。
か
れ
の
影
響
は
、
一
九
 

 
 

 
 

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 

 
 

教
 

凸
小
 

  (9) 
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こ
と
が
明
ら
か
と
な
 

 
 

 
 

 
 

す
る
か
、
あ
る
い
は
㈲
 
1
 

 
 

 
 

徴
す
る
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
  

 

々
と
り
あ
げ
る
 

す
で
に
示
唆
 

そ
れ
は
、
一
方
 

は
た
が
い
に
 不
 

起
源
と
発
達
 L
 

 
 

み
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

る
が
、
 

 
 

 
 

、
両
者
 

 
 

 
 

め
 
ホ
挽
 
仏
の
 

 
 

 
 

ラ
テ
ー
 

教 く 

史 ま 以 
、 れ 上 

  7 8 

と る に 
  

く 用 、 お 
に 恕 、 い 
そ 的 て 
の 妻 わ 
歴 因 れ 
史 と わ 二 
解 な れ 一   
秋 分 は 
に 析   

  
い し 本   
か た 来 
に 。 の 

関 っ 意 片 エ 

係 ぎ 味 
し の で 

のめ不 てく 問題   
を そ Ⅱ 

あ れ 宗 
と ら 教   
づ の 史 
け 諸 の 
る 要 い 
こ 因 わ 
と が ば 
で 、 背 
あ 経 景 
ろ 験 を 

なし っ - 。 科学 

も と た 
ち し 時 
ろ て 期 

ん 、 のの 独お 
  

こ 立 も 
こ を な 

で志歴 は 同文 
宗 す 観 

    

史 学 こ 
しと     O す P か 乙ソつ 

を Ⅱ に   
  止 刀 。 （ 。   



 
 

 
 

 
 

と
 解
す
る
か
に
よ
っ
て
 、
論
 

 
 

な
こ
と
を
問
 う
 厳
密
に
個
別
 

 
 

い
う
現
象
の
発
生
か
に
よ
っ
 

 
 

起
源
論
な
い
し
本
質
論
と
も
 

 
 

よ
び
 ㈹
と
は
、
区
別
し
な
け
 

 
 

ば
し
ば
混
同
さ
れ
や
す
く
、
 

こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

柵
 じ
ら
れ
た
起
源
お
よ
び
 

 
 

込
 め
よ
 う
 に
、
そ
れ
ら
の
点
 

 
 

も
 、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
 

 
 

 
 

事
例
１
 
l
H
 
お
よ
び
㈲
の
 意
 

（
 
ク
 
Ⅰ
）
 

 
 

ち
 、
発
展
段
階
に
つ
い
て
は
 

 
 

よ
 う
 に
み
な
さ
れ
、
そ
れ
を
 

 
 

あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
近
代
 

に
 多
か
っ
た
か
を
み
て
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 そ
れ
と
と
も
に
、
他
方
で
は
 

 
 

ま
ま
宗
教
そ
の
も
の
の
起
源
 

 
 

ら
ぬ
 マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
 

 
 

語
源
的
な
分
析
を
手
が
か
り
 

 
 

発
展
が
 、
 多
く
の
場
合
、
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
、
 

の
 論
議
が
、
こ
と
さ
ら
「
特
殊
宗
教
史
」
と
は
別
個
 

 
 

な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
 

味
 で
の
１
１
か
ら
の
、
 
秘
 か
な
一
般
化
の
手
続
き
に
 

、
特
定
の
型
の
１
１
し
ば
し
ば
研
究
者
自
身
の
 ｜
 

頂
点
と
す
る
目
的
論
的
な
階
梯
が
た
て
ら
れ
る
こ
と
 

的
な
宗
教
形
態
が
最
高
段
階
と
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
 

、
原
始
的
と
み
な
さ
れ
た
な
ん
ら
か
特
定
の
、
ま
た
 

と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

｜
 自
身
で
あ
る
よ
 う
 に
み
え
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
 講
 

に
し
て
、
宗
教
的
崇
拝
の
最
も
ふ
る
い
形
態
が
自
然
 

理
 的
に
は
こ
と
な
る
構
造
を
も
つ
。
同
じ
よ
う
に
 起
 

事
実
的
な
意
味
で
の
起
源
 か
、
 ㈹
そ
う
し
た
年
代
な
 

（
 
2
 ）
 

て
 、
問
題
は
ち
が
っ
て
く
る
。
こ
の
㈹
の
場
合
は
 、
 

む
す
び
つ
く
面
が
多
い
。
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
 、
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
 
み
 の
が
し
て
な
ら
な
い
 

ま
た
実
際
に
混
同
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
 

(12) Ⅰ 2 
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え
 よ
 う
 。
も
と
も
と
 発
 

）
 

 
 
 
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

 
 

進
歩
と
同
義
語
）
と
、
 

 
 

 
 

法
論
的
綜
合
性
の
契
機
 

 
 

 
 

味
 で
、
進
化
論
的
で
あ
 

 
 

 
 

の
ゆ
 
め
ぼ
恒
 

」
（
 

0
 
1
 
 
）
 
と
よ
ん
だ
の
 

は
 、
そ
の
こ
と
を
さ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

註
 

 
 

口
 九
年
、
創
元
社
、
七
三
頁
参
照
。
 

 
 

、
八
五
の
諸
 頁
が
 示
唆
に
と
ん
で
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 場
合
、
つ
ね
に
 み
 

 
 

 
 

展
の
同
形
性
 と
 

 
 

 
 

別
個
に
発
生
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
展
、
い
い
か
 

 
 

 
 

実
に
は
も
と
づ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 普
遍
、
 
あ
 

 
 

 
 

用
い
て
、
㈲
 ヒ
 

 
 

 
 

が
 必
ず
し
も
事
実
 

 
 

 
 

歴
史
主
義
」
（
 た
 

 
 

 
 

の
方
向
へ
徹
底
 

 
 

 
 

こ
 ろ
 。
し
か
し
、
 

 
 

 
 

で
は
な
い
に
し
て
も
、
 

レ
 し
Ⅰ
 

J
 
@
.
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四
 

 
 

 
 

の
 意
味
で
の
発
展
・
 

 
 

 
 

て
 重
要
な
の
は
、
次
の
 

 
 

 
 

り
、
 他
は
、
研
究
の
進
 

 
 

論
的
 困
難
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

、
啓
蒙
 期
 い
ら
い
の
 

 
 

 
 

さ
 け
が
た
い
か
 

 
 

必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

七
八
頁
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
0
0
 
）
 
づ
幅
レ
 
・
の
・
 
ミ
 ピ
年
の
 

コ
幅
 
Ⅱ
 
e
 口
 ・
 0
 口
 ・
 
臼
 （
・
の
・
 

ト
づ
｜
 
㏄
 

 
 

 
 

九
 を
会
 
ぢ
 
@
 
砥
淋
 
）
。
 

 
 

 
 

・
の
 プ
 ～
 
c
 が
㏄
 

0
.
 
 

ト
ゆ
 
白
の
 
，
づ
 ・
 肚
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
じ
箇
所
を
引
用
し
て
、
批
判
し
て
い
る
。
 

の
 
0
 
ア
 ・
 ネ
 ・
 M
 
～
 
@
m
 

ち
 
・
ミ
レ
の
の
：
 

二
八
 ｜
 九
頁
参
照
。
 

が
か
な
り
詳
し
い
。
 

め
 ㏄
白
１
の
 

申
 Ⅱ
 

頁
 、
八
二
頁
 註
 

 
 

 
 

㏄
の
 
卍
 



 
 

 
 

ぬ
 方
法
を
そ
の
基
礎
に
 

 
 

 
 

だ
ち
に
宗
教
全
般
の
起
 

 
 

 
 

に
お
い
て
も
、
次
第
に
 

 
 

 
 

と
は
、
一
般
の
思
想
史
 

 
 

 
 

観
 的
な
要
因
と
な
ら
ん
 

 
 

 
 

示
教
 
更
 に
お
け
る
「
専
門
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

唯
一
的
な
説
明
原
理
の
 

 
 

解
明
に
む
け
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
 

 
 

 
 

興
味
ふ
か
い
課
題
で
 

 
 

 
 

別
個
の
原
理
に
よ
る
 循
 

 
 

 
 

は
 、
そ
れ
ら
は
た
が
い
 

に
 結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
 

 
 

 
 

原
始
一
神
鏡
 説
 で
あ
 

 
 

 
 

返
す
ま
で
も
な
い
。
 わ
 

 
 

 
 

史
観
へ
の
反
定
立
を
な
 

 
 

 
 

た
 、
そ
れ
自
体
と
し
て
 

 
 

 
 

け
る
単
線
的
な
進
化
を
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宗教史と歴史解釈の 枠組  
 

 
 

と
め
る
こ
と
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
 

 
 

 
 

一
面
で
は
「
 神
 」
の
 観
 

 
 

 
 

小
数
」
（
 
せ
 o
q
q
 

の
目
的
 

山
 
0
 コ
 ）
 

 
 

 
 

ゆ
る
「
宗
教
史
に
お
け
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
。
（
 

6
 ）
 

 
 

 
 

あ
る
け
れ
ど
も
、
 論
 

 
 

 
 

対
し
て
は
、
体
系
的
 見
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ち
 だ
す
者
も
あ
る
。
 し
 

 
 

 
 

あ
る
も
の
を
み
よ
う
と
 

 
 

 
 

な
ん
ら
関
知
し
な
い
。
 

 
 

 
 

一
神
教
な
ど
の
形
態
は
 

 
 

 
 

造
 
0
 
1
 ）
 
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
 

 
 
 
 
 
 

に
な
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

啓
蒙
 期
 以
後
の
第
一
 

 
 

 
 

否
定
で
き
な
い
。
（
 

5
 ）
 

 
 

 
 

は
 、
な
ん
ら
か
の
形
 



 
 

 
 

方
は
 、
事
実
、
 

 
 

 
 

有
機
的
統
合
体
」
 ノ

 ン
 

（
 
0
 Ⅱ
・
 

 
 

 
 

く
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 上
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
、
オ
ッ
ト
 

 
 

 
 

家
主
義
的
な
抽
象
の
色
 

 
 

 
 

い
う
 概
念
を
し
り
 ぞ
け
 

 
 

 
 

 
 

す
る
態
度
で
あ
る
。
 
ヮ
 

 
 

 
 

 
 

在
す
る
原
理
の
展
開
と
 

ソ
ヘ
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

 
 

す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
体
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

花
 で
あ
る
と
の
見
方
 

 
 

 
 

の
 成
立
宗
教
に
独
特
な
 

 
 

 
 

ト
 ー
は
そ
れ
を
「
固
有
 

（
の
り
）
 

 
 

 
 

ホ
 教
を
そ
の
も
の
た
ら
し
 

 
 

 
 

シ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
さ
 

（
Ⅱ
 

吐
 
）
 

 
 

 
 

「
生
命
の
中
心
」
を
 提
 

ハ
肋
 
）
 

 
 

 
 

は
お
な
じ
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

 
 

を
あ
ら
れ
す
も
の
で
あ
 

（
 
托
 ）
 

る
と
さ
れ
て
い
る
。
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宗教史と歴史解釈の 枠組 

い れ リ 

0@ }C@ I 
く が 
ら 多 
べ く 

て 用 
  し、 t 

Q 四 り ， り 
型 れ 
め て 
士 不 い 

  
で た 
は だ   
そ そ 
れ れ 
は は 
も 主 
つ と 

ぱ し 

ら て 

み小 個 「 「 方 

体 統 
発 発 
生 生 
」 」 

（ ゆの目せ）（ 0 目ヰ 0 的の づゴユ 0 コ 

の 
せ ） 

問題とし問題となっ の 

  

  
  
な そ 
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合
法
則
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

史
観
が
、
そ
れ
ま
で
 

 
 

と
 い
が
ち
低
価
値
判
断
 

 
 

あ
る
が
、
あ
ま
り
 

 
 

ブ
 リ
ッ
ク
か
ら
つ
け
 う
 

 
 

屋
と
没
落
と
を
支
配
す
 

 
 

、
今
世
紀
に
入
っ
て
 と
 

 
 

に
あ
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
 

 
 

体
 の
ど
と
く
生
長
し
 、
 

（
㎎
）
 

 
 

ふ
る
い
進
化
主
義
史
観
 

 
 

か
 

 
 

史
 

 
 

刀
 
。
 

 
 

の
 

る
 循
環
的
な
法
則
が
た
て
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
  
 

 
 

史
 

 
 

が
 

 
 

史
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 支
配
し
て
い
る
「
 
生
 

 
 

わ
れ
て
い
る
。
か
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
各
宗
教
は
最
初
か
 ，
 
ら
 自
己
同
一
性
を
 

 
 

 
 

と
は
関
係
な
し
 

 
 

 
 

の
 展
開
は
 、
典
 

 
 

 
 

よ
び
公
的
制
度
 も

っ
た
 

に
、
 そ
 

型
 的
な
 

（
目
ハ
。
 

臣
 



 
 

 
 

 
 

す
る
の
が
適
切
か
ど
 

 
 

 
 

の
か
、
も
そ
の
一
 
つ
で
 

 
 

 
 

す
ぎ
る
対
象
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

う
よ
う
に
、
そ
れ
は
 宗
 

 
 

 
 

し
て
、
直
観
的
に
「
 理
 

 
 

 
 

研
究
の
対
象
と
し
て
み
 

 
 

 
 

く
 、
神
秘
的
な
実
体
と
 

 
 

 
 

ヘ
 ク
ロ
的
な
レ
ベ
ル
（
 教
 

 
 

 
 

し
 、
そ
の
よ
う
な
立
場
 
 
 

 
 

行
き
詰
ら
ざ
る
を
え
な
 

 
 

 
 

 
 

れ
な
い
か
に
し
て
 

 
 

 
 

 
 

の
 不
当
な
実
体
化
を
さ
 

 
 

、
あ
る
程
度
の
有
効
性
は
も
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

大
戦
に
舌
口
 
及
 し
て
い
 

 
 

 
 

の
ョ
 
・
 0
 戸
ゑ
（
・
の
・
の
 

コ
 ・
宇
野
、
前
掲
 書
 、
 セ
五
｜
 六
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
4
 ）
宇
野
、
前
掲
 書
 、
セ
八
頁
参
照
。
 

（
 
5
 ）
 
周
 書
、
八
 0
1
 
一
頁
参
照
。
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宗教史と歴史解釈の 枠組 

"@ 15  ヘ ""  14  ""  13  （ 12  11 " ヘ （ ウ l 
          言 寸 り ト 

  
  

ダ め 小 
  
  

      侍 ・Ⅰ・の いる ナ ては、     内，い 容 ニか旨 田 
と 反 

ま、 歴史 

こ 的 
の 上 ヱ 

立 場 
場 の   出 が 機 
第 館 
二 玉 
系 義 
列 （   

り れた お 患ひ 
想、   
的 フ   
背   
且 示   こつ @ れ ため - の l   い 士 小 P   ら ほ て 教 

シ メ 態 ッふ 例 数       0  を オ 
シ ン を パ ラ え 史 さ は て ） 検 よ ッ 
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が
 、
こ
こ
で
は
 

 
 

 
 

ィ
 デ
ン
グ
レ
 ソ
 

 
 

 
 

く
ん
で
い
る
 以
 

 
 

（
の
・
 
ヨ
 「
乙
の
臣
 

抽
 Ⅰ
の
 
ロ
 ・
 0
 口
 ・
 臼
 （
・
の
・
 

ト
の
レ
 口
目
・
 
ト
 ）
。
 

 
 

 
 

魂
 じ
て
い
る
が
、
そ
の
 

 
  

 

 
 

放
系
 と
し
て
の
特
性
 

 
 

 
 

か
か
わ
ら
ず
、
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
閉
鎖
性
）
の
 

 
 

る
 事
実
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
て
）
ふ
く
 

 
 

 
 

一
応
は
開
放
 

 
 

 
 

自
己
同
一
 
陛
の
 

 
 

 
 

 
 

版
 と
も
い
え
る
 

 
 

 
 

口
 ・
し
げ
 力
 の
 ヱ
 

 
 

の
点
で
の
不
明
さ
が
の
こ
 
ろ
 こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

お
よ
び
公
的
制
度
化
 

 
 

い
る
（
 し
 T
 
 
打
キ
 帳
フ
 
0
 ヂ
 
㏄
の
 申
 Ⅱ
 ｜
い
つ
 
）
。
 

 
 

 
 

っ
た
 段
階
が
 

 
 

 
 

・
の
 ト
ウ
 
Ⅱ
一
口
ず
 

 
 

 
 

つ
こ
と
に
な
っ
 

 
 

 
 

上
記
 註
騰
 
の
 引
 

用
 箇
所
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

は
 直
接
の
影
響
を
証
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宗教史と歴 

 
 

 
 

か
れ
は
、
ふ
る
い
進
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

型
 を
た
て
よ
う
と
し
て
 

 
 

 
 

、
進
化
す
る
の
は
「
 
神
 」
 
2
 

 
 

 
 

し
 、
そ
の
よ
う
な
 
変
 

 
 

 
 

る
よ
う
な
循
環
的
宗
教
 

 
 

 
 

っ
て
、
少
数
な
が
ら
、
新
し
 

 
 

 
 

に
ふ
れ
て
、
本
稿
を
終
る
こ
 

蛆
 
と
に
し
た
い
。
 

五 

紙
面
の
都
合
上
、
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
 

 
 

 
 

何
 
昭
 %
 目
、
 エ
 
八
二
一
１
冊
目
再
見
。
 

 
 

の
 1
.
 
ト
ト
ロ
の
メ
モ
 

 
 

 
 

あ
る
と
い
う
よ
り
も
 

 
 

 
 

、
 僅
か
な
が
ら
 

 
 

 
 

分
析
的
・
記
述
 

 
 

 
 

る
 方
法
の
綜
合
 

 
 

 
 

も
の
と
し
て
、
 

 
 

 
 

こ
で
の
べ
ら
れ
 

 
 

 
 

対
応
す
る
と
も
 

 
 

 
 



 
 

 
 

は
 大
き
く
 異
 っ
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ば
 、
歴
史
認
識
に
 

 
 

 
 

る
 内
在
的
見
地
と
外
的
 

 
 

 
 

り
 戻
そ
う
と
す
る
理
論
 

 
 

 
 

え
な
い
起
源
問
題
の
断
 

 
 

 
 

化
と
は
、
そ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

ぃ
 適
応
能
力
を
獲
得
す
 

 
 

 
 

ま
た
不
可
逆
的
と
も
 考
 

 
 

 
 

一
定
の
規
則
性
の
観
察
 

 
 

 
 

ヨ
臣
才
の
 
）
、
「
古
代
的
」
 

 
 

 
 

階
 を
わ
か
ち
、
象
徴
 休
 

 
 

各
々
の
特
徴
を
と
り
だ
し
て
み
せ
て
い
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 

 
 

に
お
け
る
レ
ス
リ
ー
 

ネ
オ
 

 
 

 
 

は
さ
ら
に
論
究
を
要
す
 
 
 

 
 

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

に
 正
当
な
も
の
で
あ
る
と
の
べ
 う
 の
言
明
で
あ
る
。
 一
 九
世
紀
的
な
綜
合
的
・
 

 
 

 
 

結
果
し
た
。
こ
れ
に
 反
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宗教史と歴史解釈の 枠組 

こ
 @
 し
ち
ん
 

@
@
 

ヰ
ん
し
 

Ⅰ
 0
 

%
 廿
 （

Ⅰ
Ⅰ
 

（
 
0
 山
 

（
 
o
0
 

（
Ⅰ
 
丹
 

（
 
ニ
リ
 

 
 

 
 

に
は
至
っ
て
 い
 

 
 

 
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

簗
 l
 円
 母
ま
串
 0
 二
 %
 

目
ご
 出
立
Ⅰ
 
之
 0
 ミ
ぺ
 0
 キ
，
ト
の
 
Ⅱ
 
0
.
 
 

つ
 つ
㏄
 っ
 
１
の
 っ
 

 
 

 
 

て
い
な
い
よ
う
に
 

み
 ち
ん
 
る
 。
 せ
挿
レ
 

・
 
し
ヂ
 
0
 
 
オ
 キ
雙
 0
 Ⅰ
 
こ
巾
 ㌣
㏄
㏄
 
ど
 
め
の
㏄
１
 

0
 

 
 

 
 

か
か
わ
る
根
本
間
 

 
 

 
 

な
い
が
、
し
か
も
 

 
 

 
 

7
 ）
を
、
一
応
 
は
 

 
 

 
 

グ
の
 
「
生
命
 法
 

 
 

は
 否
定
で
ぎ
 な
 

 
 

 
 

代
 世
界
の
諸
宗
教
」
 

 
 

 
 

に
 、
諸
宗
教
の
 

 
 

 
 

ざ
が
 
幅
苗
毛
ヂ
円
ゴ
の
 

 
 

 
 

出
版
会
、
四
二
 ｜
 

セ
 五
頁
。
 

）
 n
h
.
 

ロ
の
 
）
）
 

リ
ゴ
，
 
0
 つ
 ・
 
n
 ロ
 
田
・
づ
口
，
 

N
 印
べ
 
・
 0
0
 
の
 
｜
 Ⅱ
 

 
 

 
 

制
約
の
た
め
に
論
じ
の
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五 思想よりみた 弥勒の著作 
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新 

  

発 観 か 較 と 、 あ ど   

  

  

と 仁 な は 

a&. 

  

百冊 
田ヰ 

著 で 、 い 学 

の 

著 
者   
堤 昆 息 め （ 者 決 
題 想、 ど そ は 着 

に関 

を 研 の 一 の 

具 究 う 走 っ 
し 
て かな 現し ｜ ま、 ち少 しな 

五 

， 思 、 

  
想 

よ
り
 

｜
 特
に
 

み
た
弥
勒
の
著
作
 

「
 
楡
伽
諭
 し
の
著
者
に
つ
い
て
 
1
1
 

横 

山
 



 
 

 
 

準
 講
書
と
比
較
さ
れ
 

 
 

方
法
で
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
、
と
か
、
初
期
（
 

5
 ）
 

 
 

 
 

唯
識
派
の
教
理
の
組
織
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
 

ら
ば
、
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

蔵
経
論
 L
 と
に
お
い
 

 
 

 
 

書
 で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
 

 
 

 
 

丘
ヴ
ゴ
 
が
 か
的
 
u
 、
 レ
ヴ
ゴ
 
が
 p
.
 

 
 

 
 

せ
て
現
存
す
る
唯
識
 思
 

 
 

 
 

「
大
乗
荘
厳
経
論
」
と
 

 
 

 
 

の
 思
想
を
比
較
検
討
す
 

 
 

四
書
を
採
り
上
げ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 

三
、
 
㍉
中
辺
分
別
 め
 
m
L
 の
基
本
的
三
思
想
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
 
、
比
較
検
討
す
べ
き
論
 書
 

 
 



五   思想、 よりみた弥勒の 著作  
 

 
 

｜
 ト
ラ
体
の
部
分
に
の
 

 
 

と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

か
の
有
名
な
第
一
章
 

 
 

は
低
い
。
即
ち
 、
 

 
 

 
 

か
に
、
ま
た
、
か
れ
 

（
 
9
 ）
 

が
 存
在
す
る
。
 

 
 

 
 

取
 
（
 
N
n
W
 
す
べ
 
N
m
n
W
 

ゴ
が
ぷ
笘
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
り
、
言
わ
ば
、
自
己
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
所
収
・
熊
取
 

 
 

 
 

も
あ
る
。
空
性
と
は
、
 

（
け
り
）
 

 
 

 
 

揚
 で
あ
り
、
具
体
的
に
 

は
 、
虚
妄
分
別
の
止
 滅
 で
あ
る
。
 

 
 

 
 

り
 、
他
方
、
空
性
の
 

 
 

 
 

、
第
一
章
 宙
二
頒
 に
お
 

 
 

 
 

、
こ
の
 三
 概
念
を
三
目
 

 
 

 
 

円
成
 自
性
で
あ
る
か
ら
、
 

（
 
4
 ）
 

（
 
め
 
@
 ）
 

（
 
二
リ
 

）
 

 
 

察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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文
の
存
す
る
も
の
に
 

（
 
1
 ）
 

）
 
ユ
こ
 u
.
 

等
で
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
 

紐
ぎ
窩
号
 の
で
あ
り
 

ら
れ
、
そ
の
チ
ベ
ッ
 

っ
 た
と
推
察
さ
れ
る
 

ガ
の
 
）
で
 
u
 、
づ
斡
ふ
ガ
笘
 

）
で
の
 

想
 体
系
に
お
い
て
 重
 

次
に
、
唯
識
 楡
伽
 

（
 
膝
斡
 

）
 

 
 

 
 

岸
ゆ
 
・
 

（
⑳
）
 

 
 

 
 

田
口
・
 

（
 
為
 ）
 

 
 

 
 

め
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

あ
 

（
 
為
 ）
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
日
，
 

 
 

 
 

田
 ，
ロ
、
 

 
 

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

と
 次
の
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ナ - Ⅰ 

も 
と 

の 
で 

楡 「 

あ 
竹口 

る 
"" - Ⅰ ト甘 

E= 

と 

今、 の 
四 

  垂 
の 罰 昂 

概 の 
念 ，、 月、 

を 想 
息 、 虚   
想 、 妄 
支 分   この 的と 別と （・ ） 1 比較 

及 い 検 五 
び ぅ 虚 詩 思 
原 概 要 し 想 
語 余 分 て を 
と は 別 ろ 基 

四 

の   

面 話 
よ 経   
り " ム 百行 且 

考 @ こ 

て 想 

察 屡 
し と に基 中 「 

辺 づ 
て 認 
み め 
よ ち く比 分別 ぬ 

醤 較 
う 。 れ る 

が 
と 検 

討 

特 
大 「 

{C 乗 
Ⅱ 佳 

荘 
厳 

識楡 
経 
3A. 

什朋 

百肝甘 

圧 Ⅰ 

，一 行 
派 

と 

で 
重 法 「 
要 法 
視 ，性 
さ 分 
れ 兄 Ⅱ L 

（ つ   
ぎ点 す 四 

毬 '  べ 
㏄ ） た 。 

  
て 肢ぇ 龍 

  
を百 

  
己 念 

@ 

  

  
あろう。熊取と 

{C 
不 
可 
分 

な頭 

現 
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ト
田
。
 

帆
で
か
 Ⅱ
 ヴ
セ
 e
 Ⅰ
 

 
 

Ⅱ
 田
 
0
 幅
で
 由
 

 
 

 
 

虚
妄
 見
 
（
 菩
 ）
 

虚
妄
執
（
 義
 ）
 

  

  
Ⅰ（ せ 0 0 目の 幅 
の岸 つ 宙 

Ⅱ 田 O 

袴の 

  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

（
㏄
）
 

大
乗
荘
厳
経
論
 

頒
 

叫
ヴ
オ
 

竹
田
 

笘
 
で
曲
 
ト
 
～
 
ガ
の
 
）
ロ
口
 

虚
 分
別
・
本
真
分
別
（
 

波
 ）
 

の
 
す
プ
 

内
侍
 

曲
ガ
が
 

）
Ⅰ
 

苗
 

本
真
分
別
（
 

波
 ）
 

リ
す
プ
 

由
井
が
七
）
 

カ
 
リ
Ⅰ
ロ
口
 

虚
 分
別
（
 
波
 ）
 

 
 

ロ
Ⅰ
 

ガ
由
 

弓
曲
 

）
 
ロ
 （

 
3
 
4
 
虚
妄
分
別
（
 

）
 

キ
ク
 

ハ
 
レ
 

楡
伽
論
 

（
 
セ
ロ
 

2
 
3
 

）
 
カ
 
リ
（
で
 

せ
 
が
 

 
 

 
 

曲
ヴ
ダ
 

竹
田
 

が
ガ
笘
ト
づ
 

が
 
俺
ゆ
 

  
  
  
由井 の 

片口 

ト つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
珊
 重
田
方
伯
一
杯
 凡
託
叫
 

ま
た
は
チ
ベ
ッ
ト
 

血
八
 
一
漢
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作
 で
あ
る
「
唯
識
二
十
 

念 と 作 す ・ コり 

は し と る 能 と れ 右 
、 て 見 必 取 こ 待 表 

当 採 倣 要 と ろ る よ 
然 用 す が 顕 で こ り し な あ 現 と 

摂 
大 

に の 、 つ 雨 雪 明 ゆ 

  乗ぁ   日付 

      て頻 度かがれ（ ） 4 4 で散 前三 目 結合 

て ら 花 書 し 繁 
  

い み 的 に た に 
る て に み 概 認 
が 、 使 ら 食 め 

、 表 用 れ と ら   
弓木 現 さ る し れ 
動 的 れ 虚 て   
に に て 妄 使 か 
お は い 公 朋 っ 若世親一（波羅蜜多羅 （ 弥 訳 ） 4 づり（ 2 1 Ⅰがせ 0% ガ佳 コペ キ 笘的 p Ⅰ 臣 T395 ） の 

  
た 別 さ   ）     ヴせ 下ヨ 自 l       提流 " 作と 主 寸が 曲でか ロ Ⅱ 

  理論 串田に重 づ 別と 一内 貞 る ぃ わ 主 訴 :   
さ ゅ 概 持 の の 三ム   虚 仏虚 ） 

百冊 

れ と 念 っ 論 骨 

  

玄 ） 玄   

@c し が る 褐 重 笈 

至 た 初 。 は 要 
真   と   

と し 
弥る己書相て 京 得田 三 分別 仏陀 扇 
勒 で の を 違   
め る 理 、 す 及 参謀。 とい 

著 ろ 論 一 る び 

書う構応こ と。 造 " と宮 " 
ぅ概 

念 ， 
い こ の 弥 に に が 
わ の 支 勘 注 所     
れ 機 柱 の 日 収 め 

大 
乗 
阿 
毘 
達 
  
集   
  

  
） o  幅 ㊨。 ョ 
で ） 

トベノ （・・ り 曲 ・ ， ・・ Ⅱ   
笘ゴ すけ由ヰ （ 
  

虚 
妄 
分 
月 U   
（ 38 
玄 ）   
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五 思想、 よりみた弥勒の 著作 

あ 
6 所 

。 取   

  

が た と     
    
  介 と 

一 も   
菰の ヒ 分 

で 別 
は 、 ム 頒 。 司 m   
ら 3  ロ コ 

（ 年 と 宰 と 

せ㏄） セい で 占の内 ソ、   
肖 者 

或は 、 我々 曲与 同一汗 ㏄ を 

  

人物とみなしても、と表現されている 
    

が 伽 

論ヒ 判明 

し で 
    百司 申   
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は
な
い
が
、
 
司
楡
伽
 
輪
目
 

 
 

 
 

語
も
認
め
ら
れ
得
な
い
 

 
 

 
 

一
人
物
の
作
で
は
な
い
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
る
。
し
か
る
に
、
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

」
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

頒
 L
 
及
 

こ
こ
 

が
、
そ
 

そ
の
類
 

え
 合
せ
 

と
こ
ろ
 

 
 

興
味
深
い
。
 

 
 

 
 

に
 認
め
ら
れ
る
 

 
 

 
 

Ⅱ
守
り
与
の
及
び
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
を
 考
 

 
 

 
 

得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

は
 全
く
奇
妙
 と
 



右
図
の
 

結
び
付
い
 

る
点
に
注
 

と
こ
ろ
 

同
楡
伽
論
 ヒ
 

巻
セ
 十
三
 

に
見
ら
れ
 

顕
現
 と
 

境
 と
有
 よ

 う
 に
、
所
収
・
熊
取
に
は
三
菱
が
考
え
ら
れ
る
が
、
 

 
 

別
と
顕
現
 と
 

 
 

 
 

」
と
舌
口
わ
れ
 

目
 す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
 
鬨
 ）
 

 
 

 
 

。
し
か
る
に
、
 

 
 

 
 

に
 分
類
し
、
 

的
山
）
 

 
 

 
 

別
論
頒
 L
 等
 

6
 所
収
、
能
取
と
は
、
全
く
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
。
 

公
 Ⅲ
）
顕
現
 

い
う
概
念
は
、
第
一
章
第
三
顧
 に
、
 

情
 と
自
我
と
 了
 別
と
し
て
顕
現
す
る
識
が
生
ず
る
 
（
 
ゎ
 
3
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
具
体
的
に
は
何
を
意
 

 
 

 
 

論
 の
み
を
図
示
す
る
に
 

 
 

 
 

 
 

に
 、
「
虚
妄
分
別
と
は
、
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五 思想よりみた 弥勒の著作 

中 
大乗 
荘 
厳 

刀 疋 分 " " " ふ a 冊     
方 Ⅱ 

経   
    
珊頒 

  

が田く 
田由   

    
  

  
訳 

目口目 し Ⅱ ひ捧 き目き かヌしのめ）目し 出目 肖せせ Ⅱ 
の "@  の Ⅰ 刀 か い ⅠⅠ '  " し @ っ """  の ⅠⅠ @ 

"" Ⅰ ⅠⅠ   呂 
  

ⅩⅡⅩ・ x. ロ の   所 

    
目 
    載 

目 
    公 碩 

卜 
    

 
 

 
 

す
る
。
口
中
辺
分
別
論
 

 
 

ッ
ト
 訳
を
表
に
ま
と
め
て
み
よ
 
ヌ
 
。
（
 

9
 ）
 

 
 

 
 

る
こ
と
、
認
識
さ
れ
る
 

（
 
駆
 ）
 

こ
と
、
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
く
 
く
リ
 

Ⅰ
 
）
 

 
 

 
 

ぎ
で
 
再
 
リ
ガ
二
㎏
 

曲
 コ
曲
と
い
う
 

（
 
5
 
4
7
 

）
 

 
 

 
 

と
の
関
係
の
上
に
行
う
 

 
 

 
 

ゑ
 で
あ
り
、
具
体
的
に
   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

顕
現
 

（
㏄
）
 

味
 で
の
顕
現
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

虚
 

 
 

 
 

。
 し
 

 
 

て
み
よ
う
。
 

先
ず
、
養
三
十
六
に
次
の
よ
う
な
所
説
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

等
 

 
 

 
 

現
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

は
無
 

 
 

 
 

説
と
 

 
 

 
 

讐
え
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

、
次
 

  

  
想
 掌
中
所
有
自
性
 

（
 
5
 ）
 

面
非
役
俸
。
 

こ
こ
で
、
白
箸
 

な
る
所
収
・
熊
取
 

内
容
的
に
は
一
致
 

ら
れ
、
そ
の
 讐
え
 

の
よ
う
な
文
が
見
 

「
大
乗
荘
厳
経
論
 
L
 

す
る
」
と
い
う
 意
 

安
分
別
や
所
収
・
 

か
し
、
そ
の
先
駆
 

 
  

 
 
 

 
 



 
 

五
 

 
 

 
 

て
い
る
。
即
ち
 、 

 
 

（
・
 
W
 ）
 
カ
ェ
性
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
が
、
空
性
の
基
本
的
 

 
 

う
な
い
。
 

 
 

駝
 内
容
の
概
念
で
あ
る
と
結
論
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

は
 、
思
考
方
法
及
び
表
現
 

方
 

 
 

 
 

と
笘
 里
ピ
 コ
リ
 が
と
は
同
一
 

著
 

0
 部
分
の
 

て
い
る
。
 

ら
れ
得
る
 

以
上
の
 

 
 

 
 

と
 捉
え
ら
れ
 

 
 

 
 

相
応
せ
し
め
 

こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

そ
 相
違
す
れ
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

、
そ
こ
で
は
、
 

 
 

 
 

仕
法
 説
之
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヴ
ゴ
 
い
 せ
曲
 
ヱ
 

（
 
冊
 ）
 

田
甘
 
囲
 い
 （
Ⅱ
 
ヱ
ゼ
 ㏄
 こ
ゴ
倒
す
ゴ
 

引
こ
 
笘
 田
で
Ⅱ
ど
目
 コ
曲
ヱ
 

為
空
 。
 於
 

ヰ
 
の
仲
の
が
 
隼
 

 
 

観
為
空
 。
復
白
船
 此
 金
美
 是
 育
郎
曲
金
 故
 如
実
知
育
。
 如
是
者
 為
 悟
入
空
性
 如
 

ら
れ
る
。
 



に
み
る
な
ら
 

得
さ
れ
る
 肯
 

次
に
 、
他
 

ピ
 
コ
コ
ム
。
二
 

所
収
と
能
取
 

を
 比
較
す
る
 

㈲
こ
の
 故
 

 
 

 
 

通
し
て
 体
 

 
 

得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

づ
 H
H
H
l
 

べ
 
辞
 

 
 

 
 

を
 直
接
、
 

 
 

 
 

次
の
諸
父
 

 
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
 

 
 

l
 べ
 ，
ノ
ミ
・
の
・
 

レ
 ・
 
，
ロ
 
，
 
団
単
 
，
 
p
.
 

㌧
）
 

 
 

 
 

臣
ゼ
い
 

の
 
せ
 ㏄
 団
討
 
組
目
リ
ヨ
）
（
 

け
 
2
 ）
 

 
 

 
 

田
所
収
と
能
取
と
の
 無
 
（
二
の
無
）
 

切
所
収
と
能
取
と
の
無
の
有
（
二
の
無
の
有
）
 

 
 

 
 

。
右
の
二
要
素
の
う
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
（
 

3
 
7
 
 

）
 
し
か
る
 

 
 

 
 

「
所
収
と
能
取
と
の
 
無
 

 
 

 
 

検
討
が
必
要
で
あ
る
か
 

 
 

 
 

と
 、
「
所
収
と
能
取
と
の
 

 
 

 
 

る
 。
し
た
が
っ
て
 、
こ
 

 
 

 
 

、
実
践
的
・
認
識
論
的
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M
 
 れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
っ
て
 、
 有
で
も
な
く
無
で
 

 
 

 
 

成
相
 が
有
で
あ
る
か
ら
無
で
 3
 

みた  
 

 
 

」
と
の
 二
 要
素
が
含
ま
 

 
 

 
 

取
 と
能
取
と
を
離
れ
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
 

（
 
5
 ）
 

(h)  (S)  (f)  (e) @d) (c) (b)  
 

 
 

し
た
。
（
 目
 l
N
 
の
・
 

田
ヴ
は
 
・
・
 
ロ
 ・
㏄
 
づ
，
コ
 
・
は
 
収
 
l
 ㏄
の
）
 

 
 

い
と
説
か
れ
る
。
（
目
 @
 か
，
ヨ
田
：
 
ロ
 ・
 
窩
 ，
 p
.
8
 

 
 

0
 
 
（
 
患
 T
 Ⅱ
㏄
 
、
円
ヴ
ミ
 

・
・
 
づ
 ・
 
か
 ㏄
 、
ト
 
・
 ト
の
 
）
 

 
 

 
 

熊
 取
）
の
無
の
吉
 

 
 

 
 

田
ヴ
田
 

Ⅰ
・
 
@
 
 
づ
 ・
 
恰
ツ
 

ト
 
%
.
 
 

コ
 

い
べ
 
１
ト
㏄
 

、
ゆ
ト
 

ー
㌧
の
）
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
（
Ⅹ
 
せ
 Ⅰ
～
 

丁
 H
o
 
ゲ
ヨ
困
 ：
 ロ
 ・
し
凹
㌃
 ト
ひ
 
）
 

最
高
我
の
空
性
、
（
 れ
パ
 
ー
 
H
O
 
、
 
ロ
 ・
 
H
 Ⅱ
 
べ
 ・
 ロ
 
・
 H
 
ひ
 ）
 

 
 

お
 （
 
1
%
 
ぃ
 ・
 ロ
 ・
の
 
m
,
 
 

）
（
・
の
 

1
 べ
 ）
 



 
 

 
 

面
を
具
え
て
い
る
こ
と
 

 
 

 
 

よ
っ
て
有
で
あ
る
か
ら
 

 
 

 
 

の
 非
存
在
が
即
ち
 円
成
 

（
 
穏
 ）
 

性
の
最
高
の
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

い
ず
れ
も
「
 無
 」
と
 

 
 

 
 

 
 

性
 に
関
し
て
、
「
中
辺
 

 
 

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
、
 

 
 

法
性
の
相
で
あ
る
。
（
 

9
 
7
 

）
 

 
 

回
説
の
法
性
に
住
す
る
が
故
に
。
（
 

0
 
8
 

）
 

 
 

 
 

、
「
所
収
と
能
取
と
の
 

 
 

 
 

現
 的
に
は
全
く
認
め
ら
 

（
 
羽
 ）
 

 
 

れ
に
相
応
す
る
思
想
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ぃ
 以
上
、
「
中
辺
分
別
 

 
 

 
 

れ
る
だ
け
で
、
組
織
的
 

 
 

を
 列
記
し
て
み
る
と
、
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性
 に
お
い
て
人
法
二
無
我
を
得
る
か
ら
有
で
は
な
く
、
 

無
我
の
我
、
清
浄
な
る
 

 
  

 



五   % 想 よりみた弥勒の 著作 

 
 

 
 

㏄
）
に
お
い
て
、
左
巴
 
柿
守
 

 
 

 
 

う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

口
 え
ば
、
顕
現
の
場
合
 

 
 

 
 

等
 の
悪
事
 が
 虚
妄
分
別
 

 
 

 
 

別
に
お
け
る
所
収
と
能
 

 
 

 
 

考
え
て
、
「
所
収
と
能
取
 

 
 

 
 

い
 る
と
晃
敏
 す
 立
場
 

（
 
6
 
8
 

）
 
よ
 

 
 

 
 

る
と
考
え
ら
れ
得
る
。
 

 
 

 
 

有
す
る
こ
と
が
判
明
 

 
 

 
 

・
思
考
方
法
に
お
い
て
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有
 。
生
知
 即
是
 勝
義
臣
 

（
 
あ
 ）
 

性
 赤
星
法
性
。
 

㈲
 
云
 何
彼
名
書
 取
 牢
者
。
 

性
如
実
無
 倒
 。
 謂
於
如
 前
 

空
 。
 於
此
 一
切
 色
等
想
事
 

松
美
 無
起
 増
益
 執
 。
木
船
 

 
 

金
美
景
育
郎
出
会
 故
 如
実
知
育
。
如
是
名
馬
悟
入
竺
 

 
 

故
於
 比
色
 等
想
 事
由
枝
 色
等
 仮
説
性
 注
 説
 之
為
 

 
 

知
 。
 謂
於
北
 中
英
唯
事
。
 於
 唯
事
中
小
肴
 唯
仮
 。
 不
 

 
 

実
 真
如
 離
言
 自
性
。
如
是
 名
 為
書
 取
 生
者
。
（
 

4
 
8
 

）
 

 
 

 
 



 
 

 
 

際
 構
造
に
 

 
 

分
別
自
性
に
収
め
た
点
と
が
相
異
す
る
。
 

 
 

。
別
で
あ
る
と
定
義
し
て
し
る
（
 

J
 。
 

、
 1
 
9
 

）
 

 
 

 
 

の
叶
倒
 

）
 
、
 基

づ
い
て
よ
 

㈲
不
寂
静
 と
 

 
 

 
 

ロ
 
と
は
、
詳
し
く
は
 
意
 省
二
ロ
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
 

 
 

で
あ
り
、
そ
の
虚
妄
分
別
に
よ
っ
 

 
 

分
別
自
性
で
あ
り
、
虚
妄
分
別
に
お
 

 
 

分
別
論
」
の
 三
 自
性
説
は
、
虚
妄
 分
 

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
 

 
 

日
ム
 ト
 に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

よ
れ
 と
ま
、
目
言
１
月
 

ま
 

（
（
 

8
 
8
 

、
所
分
別
 

）
 

相
 
｜
 

 
 

り
 顕
現
し
た
も
の
（
 づ
守
プ
ゼ
囲
コ
 

㏄
）
 
、
 て

 分
別
さ
れ
る
対
象
（
の
（
（
す
 

か
 
）
が
、
具
体
的
 

い
て
所
分
別
自
性
た
る
所
収
と
能
取
と
が
 

無
 

別
に
基
盤
を
お
い
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
 

（
 
寸
迂
 ㏄
）
の
如
き
 
想
 
（
落
田
宮
囲
 

舌
 ）
と
議
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 論
が
い
か
に
三
目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
か
ら
、
し
て
説
か
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）
一
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五 思想よりみた 弥勒の著 

 
 

 
 

で
あ
り
、
 依
他
 自
性
 

 
 

性
 
（
 
円
 成
案
自
性
）
は
、
真
如
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

名
 舌
口
に
よ
っ
て
 
仮
立
穏
 

 
 

 
 

ら
 、
両
説
の
意
味
す
る
 

趙
 
)
 

 
 

 
 

 
 

論
 L
 の
説
は
、
初
期
の
 

 
 

性
者
 
謂
 立
前
説
 

口
 」
：
（
 

9
 
4
 

）
 

 
 

 
 

に
よ
れ
ば
、
 
無
 と
は
、
 一
 

 
 

 
 

明
 さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

」
の
右
と
、
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

 
 

容
の
定
義
が
な
さ
れ
て
 

 
 

る
 点
が
「
中
辺
分
別
論
 
ヒ
 よ
り
も
煩
雑
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
よ
り
 
羅
 

 
 

 
 

 
 

れ
な
い
。
 

 
 

一
目
性
説
に
関
す
る
叙
文
を
記
す
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
 讃
衆
縁
生
他
力
 
所
起
 



（
・
 
1
 ）
 

 
 

し
な
い
。
 

 
 

る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
中
辺
分
別
論
 L
 

 
 

よ
り
考
察
し
た
も
の
が
「
 法
 法
性
分
別
 ヒ
 で
あ
る
。
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 大
き
な
第
一
次
集
団
 

的
構
造
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
が
。
（
 

0
 ）
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教
会
 区
 に
お
け
る
儀
式
は
か
れ
ら
 

社
会
組
織
に
規
律
を
あ
た
え
一
体
感
 

洗
礼
、
結
婚
、
葬
儀
と
い
っ
た
ラ
イ
 

（
Ⅱ
 

廿
 ）
 

て
 有
用
で
あ
る
。
 

説
教
礼
拝
に
は
教
会
 区
 の
全
成
員
 

ヴ
佳
コ
隼
 

）
を
 唱
 い
、
祈
り
の
時
を
も
っ
 

す
る
。
こ
の
訪
問
は
ア
ー
ミ
シ
ュ
 共
 

さ
れ
る
。
（
 

4
 
1
 

）
 

再
洗
礼
派
の
流
れ
を
く
む
 ァ
 ー
 、
、
、
 

に
 全
く
関
心
を
も
た
ず
、
外
部
社
会
 

さ
れ
る
。
か
く
し
て
か
れ
ら
を
 ア
｜
 

規
の
成
員
と
し
て
、
ま
た
教
会
の
重
 

神
の
王
国
に
国
籍
を
も
っ
も
の
だ
か
 

す
で
に
の
べ
た
よ
 う
 に
、
農
業
を
 

共
同
体
に
と
め
お
く
た
め
に
、
強
固
 

低
林
に
居
住
さ
せ
る
に
充
分
な
経
済
 

な
る
。
新
た
に
ス
タ
ー
ト
せ
ん
と
す
 

う
に
援
助
を
惜
し
ま
な
い
。
若
き
 農
 

 
 

む
け
、
初
期
再
洗
礼
派
の
讃
美
歌
（
下
ロ
 の
 ・
 

 
 

て
 予
定
し
て
い
た
友
人
宅
へ
の
訪
問
に
出
発
 

 
 

も
 一
般
的
な
形
態
で
あ
り
、
家
族
単
位
で
な
 

 
 

と
ん
ど
受
洗
す
る
。
 

、
 
、
（
 5
 
1
 ）
 か
れ
ら
は
伝
道
活
動
 

 
 

の
子
女
の
受
洗
に
よ
っ
て
の
み
教
会
は
維
持
 

 
 

慮
 と
な
る
。
受
洗
者
は
こ
の
共
同
体
の
正
 

 
 

の
 信
仰
に
連
な
る
兄
弟
で
あ
り
、
と
も
に
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

も
と
づ
い
て
受
洗
し
か
り
農
民
と
し
て
こ
の
 

 
 

業
の
主
要
目
的
の
一
 
つ
 は
そ
の
子
孫
を
共
 

 
 

資
金
獲
得
に
懸
命
な
青
年
に
大
き
な
助
け
と
 

 
 

れ
ら
が
首
尾
よ
く
農
場
経
営
が
で
き
る
よ
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

い
る
。
ま
た
、
ア
ー
ミ
 シ
ュ
 に
は
救
済
基
金
 

 
 

員
に
 宗
教
的
生
命
の
高
揚
の
み
な
ら
ず
、
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

開
催
さ
れ
る
説
教
ネ
拝
を
は
じ
め
と
し
て
 

し
 

、
（
 

）
Ⅰ
 

2
 

 
 

買
 は
も
と
よ
り
共
同
体
の
統
合
に
き
め
 ぬ
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アーミ シ ュ 0 目文化運動  
 

 
 

仝
兵
事
業
促
進
 局
 （
 毛
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
（
 

t
 
7
 ）
 

 
 

 
 

山
の
口
笛
）
か
ら
な
る
 
教
 

 
 

 
 

役
者
選
出
の
手
続
き
に
 

 
 

 
 

0
 人
的
操
作
が
加
え
 ろ
 

 
 

 
 

後
、
初
代
教
会
の
故
事
 

 
 

 
 

の
 権
威
を
も
つ
牧
師
は
 

 
 

 
 

ホ
教
的
理
念
に
 よ
 れ
 ば
農
 

（
㎎
）
 

 
 

解
釈
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

系
が
 円
滑
に
作
動
す
 

 
 

 
 

ル
な
青
年
や
教
会
戒
律
 

（
㎎
）
 

 
 

ら
れ
た
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

礼
拝
準
備
や
青
年
の
 

 
 

 
 

礼
拝
は
順
番
に
個
人
宅
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

の
会
食
の
準
備
が
必
要
 

 
 

 
 

と
の
 え
ら
れ
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ポ
で
唄
 わ
れ
る
。
時
と
 

し
て
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
 唄
 わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 

選
択
の
絶
好
の
機
会
と
 
6
 



も
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

互
 関
係
は
観
察
さ
れ
 

 
 

 
 

訪
問
と
と
も
に
、
こ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
標
達
成
の
動
き
な
 

 
 

 
 

ず
 、
こ
れ
に
対
し
て
、
 

 
 

 
 

か
な
保
証
す
ら
、
 
ァ
｜
 

 
 

あ
る
。
（
 

1
 
2
 

）
 

㈹
社
会
統
制
 

 
 

 
 

て
 教
会
戒
律
を
順
守
 

 
 

 
 

た
え
ら
れ
る
 0
 さ
ら
に
 

 
 

 
 

ぐ
れ
た
効
用
を
も
た
ら
 

し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

脱
 行
為
が
生
じ
た
 場
 

 
 

 
 

ミ
 シ
 ス
 が
 メ
ツ
 ナ
イ
ト
 

 
 

 
 

保
持
さ
れ
て
い
る
と
 ぃ
 

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

と
な
り
、
ア
ー
ミ
 シ
 

(68) 68 



アーミ シュ の白文化運動  
 

 
 

け
る
の
で
あ
る
。
教
会
 

 
 

 
 

び
 安
定
し
た
共
同
体
構
 

 
 

 
 

を
 否
定
す
る
ゆ
え
に
、
 

 
 

 
 

る
 。
事
実
、
忌
避
追
放
 

 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 成
員
は
、
宗
教
的
 

 
 

 
 

が
 、
さ
ら
に
共
同
体
全
 

 
 

課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
 訪
問
者
、
未
受
洗
 
 
 

 
 

れ
る
。
し
か
し
重
大
な
 

 
 

 
 

0
 世
的
な
も
の
」
「
神
と
 

 
 

 
 

許
さ
れ
な
い
。
夫
婦
関
 

 
 

 
 

あ
る
。
今
や
か
れ
は
 共
 

 
 

 
 

れ
は
来
る
べ
き
栄
光
の
 

 
 

で
あ
る
。
（
 

2
 
2
 

）
 

 
 

 
 

と
り
う
る
道
は
二
通
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
れ
は
も
は
 



 
 

 
 

、
 中
の
 
で
 e
c
 

（
の
 

o
h
 
 

の
 三
 

 
 

叫
 び
 
u
.
 
 

ト
 の
の
 

A
.
 
 

Ⅰ
 卜
 ㏄
 

 
 

 
 

臣
コ
 
0
 臣
岸
 
の
 下
 ）
の
（
 

0
 ぺ
 
）
 "
 

Z
o
.
P
 

）
・
 

ト
ゆ
 
㏄
 ゆ
 ・
 ロ
 ・
）
 
ト
 

 
 

 
 

の
 
（
 
0
 「
）
、
 
之
 0
.
 
べ
 
）
 ，
 

ド
の
 
p
o
,
 
 

ロ
 ・
 N
 ト
ト
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

の
円
 
、
印
の
 
、
ト
，
ド
ゆ
印
 

Ⅱ
。
 

註
 

 
 

 
 

あ
げ
、
そ
の
社
会
構
 

 
 

 
 

仁
孝
仁
Ⅱ
㏄
 

由
 0
 
コ
こ
 
"
 

 
 

 
 

す
こ
と
は
で
 き
 

 
 

 
 

 
 

0
 （
 
0
 幅
せ
 
・
㏄
 

0
.
 
 

ト
 
の
執
の
・
 

㏄
 ト
 
㏄
 ｜
は
ト
 
の
 

 
 

 
 

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 

 
  

 
 
 

 
 

ュ
か
 保
守
的
 メ
ソ
チ
イ
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

果
 を
も
っ
機
構
で
あ
 

 
 

 
 

を
 最
少
 限
 に
と
ど
め
る
 

 
 

 
 

如
何
に
大
な
る
か
を
 成
 

員
 に
熟
知
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 



アーミ シュ の白文 化運 動 

亨
串
 ・
 旨
 ・
 
ヱ
 ・
 木
 ロ
ゴ
 
ダ
 0
 づ
由
ダ
ワ
卜
ゅ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

比
較
研
究
（
 円
 Ⅰ
 

臣
 Ⅰ
 ，
ひ
収
 
，
卍
の
卜
 

肚
 -
 

 
 

 
 

い
ト
 
の
、
零
下
ま
 

ぎ
屈
年
の
 

 
 

 
 

邑
 蓼
沼
Ⅱ
 

 
 

 
 

ゆ
か
 
㏄
・
 
づ
 ・
㏄
下
の
 

 
 

 
 

由
 。
 降
痒
汀
プ
 下
日
 乙
プ
 

 
 

 
 

ユ
 且
 つ
 Ⅱ
 め
 
）
で
 

 
 

 
 

由
 ）
。
 

 
 

 
 

に
み
ら
れ
る
 ゲ
ゼ
ル
 

 
 

 
 

の
ロ
 
の
 o
c
i
 

忙
 ）
の
 
せ
 の
 

い
の
中
ト
・
ト
ド
ー
の
 

ロ
レ
 
。
 

円
 
0
 ロ
 ケ
 

 
 

 
 

ト
 コ
リ
 
銭
あ
 曲
コ
中
ロ
 
臼
 Ⅱ
 
0
.
 

づ
 o
p
o
 

柚
ソ
の
 

d
.
 
 

ト
ひ
 
・
い
の
 
卜
 P
.
 
 

い
の
か
ー
Ⅱ
 

吋
 

 
 

 
 

本
堂
た
し
Ⅰ
り
 

り
 こ
と
が
で
 

 
 

 
 

の
 慣
習
が
今
日
 

 
 

 
 

ゆ
下
ひ
，
づ
 

・
 ゆ
ト
か
 

）
。
 

 
 

二
円
 ゴ
由
ぺ
 
㌧
 0
 Ⅱ
の
 
レ
 
の
田
の
臣
。
の
の
 

コ
 由
の
ゴ
ロ
 
コ
 の
 辞
 Ⅱ
の
の
 

ダ
 つ
 い
ト
ひ
 

 
 

 
 

一
百
数
十
年
に
わ
た
る
 

 
 

 
 

㌧
の
 
0
 づ
宙
 o
h
 
 

之
 o
 （
 

 
 
 
 

 
 

（
 
ゴ
 @
 （
 
口
ぎ
宙
ざ
ロ
 
a
 ：
：
・
 

ヲ
ぎ
ダ
 の
の
・
）
の
の
の
・
で
・
 

P
 甘
 ・
）
。
 

 
 

 
 

 
 

と
を
誓
 う
や
 」
と
の
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
e
 目
 。
の
 
，
い
 ㏄
の
の
 

｜
 



手
結
語
 

 
 

 
 

を
 経
過
す
る
こ
と
は
 

 
 

 
 

っ
 異
質
な
文
化
を
展
開
 

（
㎎
）
㏄
（
の
 

コ
す
 
Ⅱ
 ナ
 ・
㌧
 
q
m
m
q
,
 
0
 

つ
ま
 （
・
 
，
づ
 
・
 
0
 円
 

（
 
W
 ）
 
い
 
0
 け
 二
の
 ヨ
ぎ
 ・
 0
 で
 住
 （
・
・
 

づ
 ・
 め
ド
申
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
オ
 ・
 
，
 
P
 の
・
 
ナ
ト
 の
㏄
尹
で
め
 
ひ
 白
目
 

 
 

お
 
ト
日
 抜
ォ
 ，
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
の
 
，
，
 旨
 D
 勾
 ：
 
プ
 

 
 

0
 年
年
神
Ⅱ
Ⅰ
 

，
ヨ
 0
 オ
 ・
・
 
ト
ベ
，
 
ダ
ぃ
の
か
の
 

、
 Ⅰ
 め
ト
 
Ⅱ
 

（
㌍
）
㏄
 p
p
 

任
 
汀
 Ⅱ
 下
 ・
 
勺
 Ⅱ
の
の
 

&
,
 
0
 

づ
 0
 目
，
 
，
づ
，
 
の
の
 

（
 
袖
 ）
 
レ
 
0
 ダ
 ロ
中
・
 目
 0
 の
荷
主
父
。
 
ン
 目
ず
下
の
目
げ
せ
 
，
や
の
い
 

 
 

 
 

の
か
の
。
 

ロ
 ・
 0
 品
 
参
照
。
 

 
 

 
 

ゼ
ス
・
 M
.
 
ビ
 

 
 

 
 

し
て
や
や
進
歩
 

 
 

 
 

、
か
つ
て
 ア
｜
 

 
 

 
 

指
す
。
ア
ー
、
 、
へ
 

づ
 ・
い
か
 

ト
 
）
。
 

 
 

 
 

ト
 の
み
は
除
外
 

 
 

 
 

ア
ダ
 ㏄
 oc
 
げ
佳
 
Ⅱ
・
 

目
 の
 刃
 ：
口
ま
 ゅ
 ・
 葵
 ，
が
 ワ
ト
か
ト
 
）
。
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アーミ シュ の白文化運動  
 

 
 

て
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
 

 
 

 
 

か
に
 エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
 

 
 

的
 信
念
の
シ
ン
ボ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

た
る
特
異
な
文
化
 形
 

 
 

 
 

ミ
 ナ
ン
ト
な
文
化
を
受
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

す
な
わ
ち
目
文
化
運
 

 
 

 
 

理
 的
の
み
な
ら
ず
社
会
 

 
 

 
 

畳
間
の
親
密
な
相
互
 関
 

 
 

 
 

ペ
ナ
ル
テ
ィ
制
度
を
確
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
。
マ
ー
ト
ン
 

（
 
Ⅰ
）
 

五
 

 
 

 
 

ュ
 と
し
て
自
ら
を
規
定
 

 
 

 
 

度
 的
手
段
を
用
い
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

73 (73) 

 
 

 
 

信
念
の
ゆ
え
に
、
 
メ
 

 
 

 
 

る
 メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
 

 
 

こ
と
が
本
稿
の
も
つ
課
題
で
あ
っ
た
。
 



 
 

 
 

を
参
照
さ
れ
た
 

わ
の
つ
 
げ
毛
、
 H
 ～
 、
ダ
ト
 の
 師
 N
,
 
 

の
の
）
１
 

%
 申
 

 
 

 
 

の
 改
訂
が
な
い
わ
け
 

 
 

 
 

る
 。
こ
の
改
訂
は
「
 戒
 

 
 

 
 

メ
リ
カ
文
化
へ
の
 
無
条
 

 
 

 
 

に
は
共
同
体
に
よ
る
 選
 

 
 

 
 

に
 関
し
て
の
べ
て
い
る
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

る
 。
ア
ー
ミ
 
シ
ュ
 の
 統
 

 
 

 
 

ら
が
新
様
式
を
採
用
し
た
 

 
 

 
 

ろ
 は
ア
ー
ミ
 シ
ュ
 で
あ
 

 
 

忠
実
な
の
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

の
田
ぺ
仁
 

。
片
岸
Ⅱ
の
 

，
ト
ゆ
 

卜
の
 
，
ロ
 
・
 
ト
 
㏄
 
の
 

 
 

 
 

）
の
 

リ
 
二
の
。
の
 

p
o
 

ロ
 
0
 幅
ロ
 
。
 
ひ
ロ
 (74) 74 



 
 

 
 

ず
る
も
の
と
し
て
繰
り
 

 
 

 
 

る
 創
造
の
物
語
り
で
 

 
 

 
 

す
べ
て
の
祭
儀
な
ら
び
 

 
 

 
 

こ
の
神
話
的
祖
型
の
反
 

教
 

 
 

 
 

初
に
於
け
る
宇
宙
創
造
の
祖
 

 
 

 
 

遣
 し
て
行
く
。
こ
こ
に
古
代
 

簗
 
人
の
宗
教
が
あ
り
、
彼
等
の
信
仰
生
活
が
あ
る
。
 

わ
 
)
 

 
 

 
 

神
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
 
 
 

古
 

 
 

 
 

料
を
土
台
に
し
て
古
代
 7
 

 
 

 
 

を
 伝
え
る
二
つ
の
 側
 

 
 

 
 

に
し
、
儀
礼
は
神
話
の
 

古
代
朝
鮮
の
信
仰
 と
巫
 教
 

0
 
%
 

東
 

不
直
 



(76) 

 
 

 
 

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
 

 
 

 
 

最
も
早
く
西
紀
前
四
世
 

 
 

 
 

れ
た
、
こ
の
第
一
グ
ル
 

 
 

 
 

か
け
て
存
在
し
た
扶
余
、
 

 
 

 
 

三
韓
即
ち
馬
韓
、
弁
韓
、
 

辰
韓
の
代
表
的
な
始
祖
赫
居
世
神
話
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

一
｜
 一
二
八
九
 

?
.
 

）
 

 
 

 
 

れ
て
い
な
い
。
「
三
国
史
 

 
 

 
 

ヒ
は
 仏
僧
 一
然
 に
よ
り
 

 
 

 
 

料
 と
し
て
こ
こ
で
は
 主
 

に
 後
者
に
依
存
す
る
事
に
す
る
。
 

1
 、
檀
君
神
話
 

 
 

く
 述
べ
て
い
る
。
 

魏
書
芸
力
柱
二
千
載
荷
檀
君
王
侯
、
立
蔀
 阿
 新
津
、
 

 
 

釈
也
 ）
遊
子
恒
雄
、
 

 
 

 
 

三
千
 
降
 旅
大
仙
 山
 

一
 、
始
祖
神
話
に
於
け
る
信
仰
形
態
 

朝
鮮
の
信
仰
形
態
を
探
ろ
 
う
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

7
&
 



古代朝鮮の信仰 と 垂教 

 
 

 
 

っ
 た
と
い
う
こ
と
で
 7
 

麗
 時
代
 

朝
鮮
で
 

そ
こ
 

 
 Ⅰ

 
4
 

 
 

で
あ
る
が
故
に
、
古
朝
鮮
と
は
 

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

で
、
こ
の
神
話
の
信
仰
的
構
成
 

天
神
降
臨
信
仰
 

李
氏
朝
鮮
に
 

要
す
る
に
 古
 

要
素
は
次
の
 対

す
る
古
代
朝
鮮
の
 

代
の
原
始
信
仰
を
伝
 

如
く
分
類
さ
れ
る
。
 

意
味
で
は
 

え
る
民
族
 ネ中 な 

し
に
、
 箕
 

話
 と
見
ら
 早

朝
鮮
或
い
は
衛
氏
朝
鮮
よ
り
も
古
い
 

れ
る
。
（
 

6
 ）
 

竹
 
)
 

 
 

 
 

 
 

る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
 

 
 

 
 

事
ヒ
の
 成
っ
た
の
が
 高
 

既
に
述
べ
た
如
く
 、
 

の
 記
述
に
は
か
な
り
の
 

神
話
の
伝
承
が
民
衆
の
 

（
 
4
 ）
 

れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
 

話
の
核
心
を
な
す
墓
木
 檀

君
神
話
を
の
せ
る
「
 

仏
教
的
潤
色
が
予
想
さ
 

記
憶
を
通
し
て
な
さ
れ
 

も
そ
も
神
話
に
は
二
 つ
 

的
 要
素
の
古
代
史
料
性
 

 
 

れ
た
も
の
で
あ
 

 
 

淵
源
を
も
っ
も
の
 

 
 

い
 う
 性
格
に
基
づ
 

 
 

そ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

意
義
の
表
現
で
 る

 。
従
っ
て
そ
 

と
思
わ
れ
る
。
 

い
て
も
推
定
さ
 

古
代
性
と
は
神
 

（
 
二
リ
 

）
 

あ
る
。
そ
こ
で
、
 

 
 

 
 

間
三
百
六
十
余
事
 

 
 

 
 

食
 芝
本
品
日
光
 百
 

 
 

 
 

於
檀
 樹
下
呪
願
 有
 

字
 
推
力
 仮
 他
面
 婚
之
 
芋
虫
千
号
目
檀
君
王
侯
  

 

都
於
自
 届
出
 阿
 新
選
 

 
 

 
 

後
遇
隠
 松
岡
新
選
 

荒
山
神
。
云
云
。
（
絶
異
巻
第
一
、
古
朝
鮮
 

条
 ）
 



 
 

 
 

一
 つ
で
 。
の
ち
仏
教
に
 

 
 

 
 

釈
也
 」
と
割
註
を
 つ
 け
 

 
 

 
 

韓
語
の
「
 憶
 」
（
 
コ
 ミ
㏄
 
口
 ）
 

 
 

 
 

毛
引
 ロ
 
」
（
 ダ
韻
 ㏄
戸
よ
 
日
 ）
 

 
 

 
 

す
る
に
固
有
の
天
神
信
 

 
 

 
 

合
を
謀
っ
た
も
の
と
 思
 

（
 
7
 ）
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

父
権
的
天
神
信
仰
 圏
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

た
 。
天
に
近
く
 費
 え
て
 
 
 

 
 

現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
 

（
 
介
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

降
臨
信
仰
の
延
長
と
見
 

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

㈲
 
地
 母
神
信
仰
 

 
 

 
 

人
間
に
化
し
、
天
帝
 

 
 

 
 

し
た
能
文
と
は
 地
 母
神
 

 
 

 
 

と
 再
生
し
た
の
は
、
 
死
 

 
 

 
 

語
る
も
の
と
も
解
さ
れ
 

 
 

仰
の
象
徴
で
あ
る
。
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は
こ
の
神
話
の
形
成
 

 
 

 
 

単
純
独
立
的
文
化
圏
に
 

 
 

 
 

化
 発
展
後
の
所
謂
第
二
 

 
 

 
 

人
は
初
期
青
銅
器
文
化
 

 
 

 
 

性
 を
お
び
た
無
文
土
器
 

 
 

 
 

も
に
牧
畜
農
耕
を
生
産
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

方
 豹
文
化
伝
統
を
継
承
 

 
 

 
 

し
 い
カ
 の
象
徴
と
し
て
 

 
 

も
つ
再
生
の
神
秘
 力
 で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

験
を
象
徴
す
る
も
の
 

 
 

 
 

さ
れ
て
、
再
生
す
る
と
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

る
 。
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

そ
の
言
語
的
ニ
ュ
ア
 

 
 

 
 

者
 又
は
神
を
称
し
て
「
マ
ロ
」
 

 
 

 
 

 
 

の
は
こ
の
 
ガ
 0 日
に
由
来
す
 

籠
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 延
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

 
 

 
 

稔
り
を
支
配
す
る
の
み
な
ら
 
79  (79) 



 
 

に
 方
向
づ
け
の
 

 
 

即
ち
宇
宙
血
文
 

（
 
1
 
6
 ）
 

 
 

き
で
あ
る
。
 
そ
 基

礎
と
な
 

は
 宇
宙
 水
 

し
て
、
 そ
 る

 中
心
点
が
生
じ
た
。
そ
 

の
 顕
現
そ
の
も
の
が
既
に
 

の
 構
造
は
天
神
と
地
母
の
 し

て
新
し
い
世
界
、
神
 
市
が
 

、
世
界
創
造
を
意
味
し
て
 

聖
婚
 、
 ス
 は
神
と
人
間
の
融
 

㈲
始
祖
の
誕
生
と
世
界
創
造
 

 
 

 
 

宙
 秩
序
と
し
て
の
 古
 

 
 

 
 

「
 円
 。
月
ユ
」
の
 
官
 寸
土
日
で
 

 
 

 
 

も
 解
さ
れ
る
語
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

司
祭
を
「
大
君
」
と
 称
 

 
 

 
 

呼
ぶ
の
は
、
こ
の
檀
君
 

 
 

 
 

し
て
彼
は
山
神
と
し
て
 

 
 

 
 

。
こ
れ
 亦
 今
日
の
巫
 俗
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
古
代
人
に
 

 
 

 
 

混
沌
た
る
ひ
ろ
が
り
の
 

で た で ず 
あ の あ     

る 。 て 
。 尚 は 

天 こ 生 
と こ 命 

で、 地と 、 病   
を は 刑 
支 そ 罰 
配 の   
す 千 苦 
る ヰこ 悪 
三 天 等 
つ 待 人 
の 印 間 
神 三 生 
器 箇 活 
で を 一 

あ あ 切 

りた 、 えも を   
は こ し 
東 の て     
ァ め 故 
aC  し fC 
共 め こ 
通 た の 
な と 世 

、 あ る 
そ中 る ア台 

の 。 め 
椙宜 " 。 " つ る 

能 ま 晋 
を り は   
す の を 
神 神 徳 
諾 諾 え 
的 る る 

正 接 べ 
具 け き 
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古
 

 
 

 
 

蒙
 
檀
君
詞
芸
産
子
 
8
 

 
 

 
 

朱
蒙
の
関
係
を
次
の
如
く
 

記
 ）
 

倒
し
て
い
る
。
 

信仰 と 文教 

 
 

 
 

と
も
に
か
な
り
古
代
 

（
 
W
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

共
通
点
を
有
し
て
い
る
 

 
 

 
 

異
常
自
作
弓
矢
 

 
 

 
 

日
 
朱
蒙
非
人
所
生
 
 
 

 
 

正
之
諸
子
 芋
 諸
臣
 将
 

 
 

 
 

友
行
 至
 潜
水
音
 

 
 

 
 

渡
至
 平
本
州
 
遂
 

 
 

 
 

第
一
高
句
麗
 条
 ）
 

 
 

2
 、
朱
蒙
神
話
 

自
 三
国
遺
事
 L
 高
句
麗
 条
 に
は
、
そ
の
始
祖
に
つ
い
 

始
祖
東
朗
聖
帝
 姓
高
 民
譚
朱
蒙
党
是
 北
 扶
余
 王
 

南
優
 潮
水
問
 之
云
我
 星
河
伯
 之
 女
君
 柳
花
 

半
知
之
 
而
往
 不
返
父
母
 責
我
 無
媒
面
従
 人
遂
 

而
 照
之
田
面
百
字
圭
一
卵
大
王
 升
許
 
玉
弁
 に

あ
る
。
 

て
 次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

特
待
一
女
子
旅
大
 仙
山
 

 
 

我
於
熊
 神
山
下
鴨
 没
 辺
 塁
 

 
 

副
芽
 避
之
 
日
影
 ス
遂
 

 
 

野
鳥
獣
覆
土
工
 欲
剖
 



神
話
 

物
語
り
 

（
す
が
の
）
 

し
て
い
 

天
帝
 

に
 於
け
 

高
麗
 

の
逸
文
 

朱
蒙
 

雙
鳩
 

即
ち
 

延
長
と
 

）
 
2
 

 
 

河
伯
 

と
 思
わ
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
い
う
 

 
 

 
 

対
し
「
 司
 」
 解
 

 
 

 
 

に
 男
性
を
意
味
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
（
 

8
 
1
 ）
 

 
 

 
 

っ
て
檀
君
神
話
 

る
 大
伯
 出
 に
当
 る
 。
 

 
 

 
 

「
月
三
国
史
 L
 

に
は
次
の
如
き
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

息
 大
樹
下
有
 

 
 

一
矢
 倶
 学
問
 喉得
 泰
子
放
水
 噴
 
鳩
車
藤
布
飛
去
  
 

 
 

 
 

神
 降
臨
信
仰
の
 

し
て
の
樹
木
信
仰
の
表
現
が
窺
わ
れ
る
。
 

ぬ
母
 穀
霊
信
仰
 

 
 

 
 

使
用
し
た
も
の
 

 
 

 
 

耕
神
 的
存
在
で
 

Ⅲ 末 口 
豪 大 

天 神 婁 
神 話 
降 の 夫 
臨 機 婁 
信 道 与 

朱蒙 仰 を檀 

君 異 
神 母 
諸 兄 
の 弟 
そ 也 
れ 
@ 
照 
し 
て 

要 
約 
す 
れ 
ま ｜ 

次 
の 

女 
{ 

す よ @ 
る 
で 

あ 
ろ 

つ 。 
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古代朝鮮の信仰 と 垂教 

天
神
 解
慕
漱
 

べ
て
い
る
が
、
 

の
下
で
 鳩
彩
め
 

（
 
1
 ）
 

で
あ
る
。
こ
の
 

索
莫
（
の
 0
 日
 0
 ）
 

朱
蒙
神
話
の
内
 

神
木
の
立
て
 

神
樹
を
中
心
に
 と

地
 母
神
棚
 花
 と
の
聖
姫
に
よ
っ
て
生
れ
た
の
 

そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
寧
ろ
「
祖
霊
（
 穀
 泰
一
皿
）
 

神
母
 よ
り
穀
物
の
種
子
を
授
け
ら
れ
た
が
、
 こ
 

風
習
は
現
在
ま
で
満
洲
及
び
朝
鮮
に
 於
 い
て
 行
 

、
朝
鮮
で
は
 夫
川
 
（
の
 
0
 ま
田
）
と
呼
ぶ
 、
 恐
ら
 

容
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
㎡
。
（
 

2
 ）
 

ら
れ
た
処
は
聖
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
混
沌
た
る
 

神
 市
を
建
て
、
朱
蒙
は
母
神
の
降
臨
せ
る
大
樹
 が

始
 

0
 宿
 

れ
 る
 

わ
れ
 

く
こ
 

世
界
 

を
中
 

 
 

朱
蒙
」
と
 述
 

 
 

は
 大
樹
木
 

 
 

と
あ
る
か
ら
 

 
 

満
洲
で
は
 

 
 

称
 で
あ
り
、
 

 
 

て
 檀
君
は
 

 
 

る
 。
始
祖
 
  83 (83) 
 
 

 
 

日
光
に
照
さ
れ
て
卵
を
 

 
 

 
 

意
味
す
る
語
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

生
れ
る
二
重
誕
生
宮
 ニ
 ・
 

（
沖
り
）
 

 
 

 
 

。
こ
れ
は
共
に
宗
教
的
 

 
 

 
 

に
 産
神
と
し
て
の
河
伯
 

 
 

表
象
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

よ
り
与
え
ら
れ
た
 五
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 
朱
 

 
 

 
 

㈲
始
祖
朱
蒙
の
誕
生
と
世
界
創
造
 



 
 

 
 

卵
 侍
童
男
形
像
 端
 

美
 
驚
異
 之
浴
於
東
 長
身
生
光
彩
鳥
獣
率
 舞
 

 
 

王
言
光
明
理
世
 也
云
 

 
 

 
 

降
宜
寛
 有
徳
女
君
 

 
 

 
 

而
唇
似
難
脊
将
浴
 

 
 

 
 

入
域
孤
鴻
 朴
 
敗
因
 

 
 

 
 

伐
 
文
絵
 伐
或
 五
期
 

経
文
斯
盧
初
月
三
生
船
難
 井
故
或
云
 雑
 株
国
 
以
 兵
難
 竜
現
瑞
也
 （
 
巻
 第
一
紀
 異
 第
一
）
 

 
 

 
 

素
を
多
く
含
ん
だ
も
 

 
 

 
 

は
 次
の
如
く
分
類
さ
れ
 

る
 。
 

田
 
天
神
降
臨
信
仰
 

 
 

 
 

に
 照
ら
さ
れ
て
 苧
 み
、
 

 
 

 
 

降
臨
を
物
語
る
も
の
で
 

 
 

 
 

天
神
及
び
そ
の
子
の
名
 

 
 

 
 

拾
 い
て
は
天
神
が
 
殆
ん
 

興
 
)
 

 
 

 
 

き
 記
述
が
見
ら
れ
る
。
 

神 

3 、 @ は 

楠 美 
居 に 
世 創 
補 遺 
詰 袖 

話 
で 
あ 
る 

84 



古代朝鮮の信仰 と巫教  
 

 
 

に
 光
を
発
し
た
が
故
に
 

 
 

 
 

し
て
、
よ
り
抽
象
的
な
 

 
 

 
 

花
 で
あ
り
、
等
し
く
 天
 

帝
の
子
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

雑
株
 国
 と
も
呼
ば
れ
 

（
Ⅰ
 

）
Ⅰ
 

0
 
ヰ
 

 
 

信
仰
の
モ
チ
ー
フ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

㈲
 
地
母
 穀
霊
信
仰
 

 
 

と
な
っ
た
 開
 英
夫
人
で
あ
る
。
彼
女
は
井
戸
の
辺
り
 、
 即
ち
水
辺
に
生
ま
れ
 

 
 

 
 

女
の
生
ま
れ
た
 君
 ・
戸
の
 

 
 

 
 

こ
こ
に
強
い
穀
霊
 信
 

 
 

 
 

霊
的
神
秘
に
あ
る
。
 即
 

 
 

 
 

の
で
そ
の
腹
を
わ
っ
て
 

 
 

 
 

述
べ
た
の
が
死
し
た
 竜
 

 
 

 
 

っ
て
砦
を
落
し
て
聖
女
 

 
 

 
 

解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
 

 
 

 
 

電
信
仰
と
宗
教
的
 イ
ュ
 

シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
と
の
結
合
さ
れ
た
表
現
が
窺
わ
れ
る
。
 

㈲
赫
居
世
と
新
羅
開
国
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す
べ
て
の
神
話
に
反
映
さ
れ
て
 ぃ
魏
 
。
（
 

4
 ）
 

註
 

 
 

一
九
六
 %
 
八
年
、
三
八
 ｜
 九
頁
参
照
 

 
 

 
 

 
 

 
 

帰
の
神
話
 L
 、
 

一
九
六
二
、
三
三
頁
、
 

 
 

神
話
と
宗
教
 L
 東
京
、
一
九
六
六
、
三
二
頁
参
照
 

（
 
4
 ）
巨
ざ
年
の
 、
 ）
の
 
目
 、
 0
 口
 ・
 
ユ
 （
・
，
 
上
 
八
三
頁
参
照
 

 
 

年
 、
五
頁
以
下
 

東一 

示、 

 
 

 
 

を
な
す
に
対
し
、
地
面
 
 
 

 
 

一
 シ
エ
イ
シ
ョ
イ
 的
 体
験
 

を
経
 ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

る
 。
即
ち
天
神
が
降
 

 
 

 
 

び
 人
間
万
事
を
治
め
る
 

 
 

 
 

雑
株
で
あ
っ
た
。
こ
れ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

天
神
と
そ
の
子
を
表
現
 

が で 

故 あ 前 
tC る 言己 

「 が 二 

弗 放 つ 
短 tc  の 
内 、 神 
」 大 話 

とは 神と（ロ口 

寺 地 異 

寄付 口のて っ 

  
よ い で 
ば ぅ は 

れ 基 赫 

  
  
） り と 
は が 結 
瓠 な 婚 

状 の。 いし た 

夕日 赫 と   
生 は 構 
ま 新 造 
れ 羅 を 
た 国 と 

か な っ 

ら 開 て 
合 い い 
名 て る 
さ 光   
れ 明 然 
た を し 

も も 赫 
の っ 居 
で て 世 
あ 世 が 
る を 天 
と 治 帝 
込 め の 
べ た 子 
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古
 

 
 

 
 

」
、
 司
 史
林
 b
 
第
二
十
一
巻
第
二
号
六
二
 
｜
 六
九
頁
参
照
 

 
 

版
、
 ㍉
 巫
党
 来
歴
 L
 複
写
版
等
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
好
太
王
碑
文
の
中
に
次
の
一
句
が
あ
る
。
 

 
 

河
伯
女
郎
 

刮
卵
降
 出
生
子
」
 

 
 

一
九
五
九
年
、
 
セ
 四
頁
以
下
参
照
 

教
 

巫
 

 
 

づ
 ・
何
の
目
 

 
 

 
 

 
 

え
た
普
遍
的
な
イ
ニ
シ
 

仰
 

信
 

 
 

文
化
境
域
 し
 五
五
頁
参
照
 

 
 

鮮
 

 
 

 
 

あ
る
。
本
隊
と
は
 木
 

㎝
 

朝
 

神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

代
 

 
 

朝
鮮
学
報
 L
 第
セ
輯
 、
七
九
頁
 参
昭
 

 
 

巫
 神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

年
 、
六
 0
 頁
 以
下
参
照
 

 
 

 
 

の
か
 
・
づ
つ
・
㏄
の
の
１
ロ
 

ベ
卜
 
・
 

 
 

ハ
セ
 、
一
九
 ｜
三
 
一
頁
 

 
 

一
九
六
Ⅰ
 
ハ
 、
 四
 0
 八
頁
参
照
 

 
 

 
 

 
 

第
セ
揖
 、
ソ
ウ
ル
、
一
九
五
四
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
は
た
だ
犬
狩
 印
三
箇
 

 
 

 
 

か
ろ
う
か
と
 思
 

 
 

年
 二
月
号
参
照
）
 



二
 、
古
代
の
祭
儀
と
信
仰
 

 
 

 
 

九
セ
 ）
の
記
し
た
与
一
 

 
 

 
 

時
に
そ
の
内
的
理
解
に
 

（ 国 誕 地 降 
始 
        生   母       

  
古 穴 
朝 居   
鮮 而 女牢出離四君 

牛   

麗 圭     

  
羅 伐 生   夫 

人     
駕 卵 阿楡 亀 実紫 首 
洛 
国 里 

主 
陀公             露   

（（ 金親 
要目 

始林 実紫 閤 

            生       
垂 智 地 ） 雪   

  卵 ・（玉台 一 鵠集 鵠 （ 脱 
泰紀 達 樹 

而   自癩 Ⅰ ） ， 解 

 
 

 
 

に
は
 又
 
「
孤
介
夜
行
 

 
 

 
 

て
 大
樹
に
と
ま
 

 
 

現
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 

素
を
表
に
し
て
見
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
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古代朝鮮の信仰 と 垂教 

扶
余
 伝
 

 
 

迎
 抜
船
長
時
 断
刑
獄
解
 囚
徒
 

有
 軍
事
 小
 祭
天
 
殺
中
 観
 蹄
以
 由
吉
凶
 

一
 
。
 
日
句
麗
伝
 

 
 

 
 

以
 十
月
祭
天
国
中
大
会
名
日
東
 盟
 

 
 

遠
旅
 国
 東
上
祭
文
直
木
 随
於
 神
座
 

汝
伝
 

常
用
十
月
節
祭
天
昼
夜
飲
酒
歌
舞
名
文
 為
 舜
天
 
ス
祭
虎
以
 海
神
 

韓
伝
 

 
 

 
 

応
 
節
奏
有
 似
鐸
舞
 

十
月
農
功
 畢
 赤
腹
加
之
 
信
 鬼
神
国
 邑
各
 五
一
人
 

 
 

立
 大
木
県
鈴
鼓
車
 

 
 

 
 

。
然
し
既
に
述
べ
た
 如
 

 
 

 
 

来
 事
を
伝
え
る
も
の
で
 

 
 

 
 

照
し
 合
わ
せ
る
こ
と
に
 

 
 

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

見
れ
ば
次
の
如
く
な
 

る
 。
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る な っ 

 
 

 
 

漢
人
に
と
っ
て
目
立
 

 
 

 
 

て
は
何
も
記
し
て
い
 

 
 

 
 

滅
 の
各
祭
儀
に
関
す
 

 
 

 
 

内
容
は
次
の
如
く
 分
 

発 現 祭 行 随 

事 件 状 漠 神 期 名     

新 殿 達 国 天 石 段 
解 刑 半 日 中 電 工 迎 扶   鼓 

凶 歌 余 
舞   

千 束 高 

月 明 皿 句 
ネ中 一理     

  
  崖 下 

  

鼓 舞 ）   

昼 天 
夜 ネ中 十 舞 
飲 
酒 虎 
歌 ネ中 

月 天 威 

舞 

鬼
神
話
 之
逃
至
 具
申
 
皆
 木
遣
 之
 

以
上
の
記
事
内
容
は
次
の
如
く
分
類
さ
れ
る
。
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口
 
E
 ）
の
借
字
と
見
ら
れ
 

紹
 。
㎝
 

代朝 

 
 

 
 

 
 

る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

鮮 の 作  
 

と
も
記
し
、
そ
の
漢
音
は
「
バ
ク
」
で
あ
る
。
（
 

8
 
2
 ）
 

  

 
 

 
 

 
 

祝
 す
る
意
味
で
「
 妾
 」
扁
を
 

垂教 

 
 

 
 

っ
た
 
。
従
っ
て
古
代
 

朝
 

 
 

東
方
に
回
っ
て
移
動
し
て
来
た
。
そ
し
て
自
ら
東
方
 

の
 光
明
、
即
ち
「
 

軒
 」
 

 
 

 
 

鮮
 半
島
に
進
出
し
た
 

 
 

 
 

る
 存
在
と
し
て
の
山
神
 

 
 

 
 

族
 の
一
派
で
あ
る
 
古
 

類
さ
れ
る
。
 

日
祭
天
儀
礼
と
光
明
信
仰
 

 
 

 
 

神
を
迎
え
て
こ
れ
を
 

 
 

 
 

時
に
天
神
に
捧
げ
た
。
 

 
 

 
 

す
 如
く
光
明
な
る
天
神
 

（
 
几
リ
 

）
 

 
 

 
 

木
 、
神
竿
を
立
て
て
 天
 

 
 

 
 

て
 天
神
を
祭
る
行
事
を
 

現
 わ
し
て
い
る
。
 



㈲
農
耕
儀
礼
と
穀
霊
信
仰
 

（
 
折
 ）
 

 
 

 
 

等
の
信
仰
内
容
は
逐
 

（
 
鍋
 ）
 

（
㏄
）
 

 
 

を
 東
胡
 祭
 と
も
記
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

豆
祭
と
 同
一
視
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

祀
り
、
一
 
つ
 に
は
再
発
 

（
 
綴
 ）
 

 
 

 
 

る
 者
と
訳
し
た
。
 
彼
は
 

 
 

 
 

く
 残
留
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

さ
れ
 ヶ
 
Ⅰ
Ⅱ
と
る
の
 

ヰ
 Ⅰ
 
斤
迂
口
 

 
 

 
 

タ
 ー
が
口
口
Ⅰ
 オ
フ
帥
わ
と
 

 
 

 
 

で
は
 目
 
W
 
絹
 Ⅱ
 
ガ
け
 
㏄
 
コ
パ
ゅ
ヨ
 

（
Ⅱ
 

り
 
）
 

 
 

 
 

ル
カ
ン
半
島
よ
り
内
陸
 

 
 

 
 

と
が
出
来
、
新
羅
の
古
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
（
 

2
 
3
 

）
 

 
 

 
 

す
 。
「
 甲
 」
は
「
新
し
あ
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

を
 
「
 朴
 赫
居
世
し
と
名
付
 

（
 
駐
 ）
 

 
 

 
 

し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
も
 

 
 

 
 

台
 等
で
あ
る
。
山
岳
を
 

(92)  92 



古代朝鮮の信仰 と垂 教  
 

 
 

、
朱
蒙
が
高
句
麗
を
開
 

 
 

 
 

子
で
あ
り
な
が
ら
、
 
同
 

 
 

 
 

っ
て
生
れ
た
「
弟
姫
 内
 」
 

 
 

 
 

閥
 英
夫
人
」
即
ち
穀
粒
 

 
 

 
 

し
て
五
穀
と
そ
の
運
命
 

 
 

 
 

-
3
8
 

ナ
 Ⅰ
）
 

 
 

 
 

行
事
の
行
わ
れ
た
の
 

 
 

 
 

韓
に
 於
 い
て
は
収
穫
感
 

 
 

 
 

に
於
 い
て
は
居
所
の
左
 
 
 

 
 

っ
 た
と
あ
る
。
彼
等
は
 

 
 

 
 

。
大
穴
の
中
に
あ
る
 随
 

 
 

 
 

伯
の
女
を
さ
す
も
の
で
 

 
 

祭
る
農
耕
儀
礼
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

し
て
再
び
甦
り
実
を
 

 
 

 
 

穀
霊
信
仰
の
も
つ
基
礎
 

 
 

 
 

原
理
を
休
得
し
た
 穀
 養
正
  

 
 
 

 
 

的
 存
在
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

㈲
歌
舞
 實
 神
と
世
界
の
創
造
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

余
 と
そ
の
習
俗
を
同
じ
 

 
 

 
 

句
麗
伝
 

）
、
彼
等
も
や
は
 

 
 

 
 

る
 。
同
じ
く
東
夷
 

伝
に
 

 
 

 
 

句
 麗
人
と
等
し
く
「
 

俗
 

 
 

 
 

鐸
を
手
に
し
て
音
律
に
 

つ
 
。
 

 
 

 
 

し
ま
せ
、
そ
の
年
の
 

 
 

儀
礼
祭
典
で
あ
っ
た
。
 

祭
儀
に
於
け
る
飲
酒
歌
舞
は
単
な
る
娯
楽
で
は
な
く
、
 

 
 

の
 核
心
的
部
分
で
あ
 

 
 

 
 

忘
我
を
体
験
し
、
神
人
 

 
 

 
 

１
 0
 
体
験
を
通
し
て
 

再
 

 
 

 
 

て
は
人
間
が
神
々
に
 

ま
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

教
 儀
礼
と
な
っ
た
。
 

飲
 

 
 

 
 

得
た
。
こ
こ
に
祭
り
の
 

核
心
と
し
て
の
歌
舞
の
位
置
付
け
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

由
 に
交
り
、
あ
ら
ゆ
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代
 

で
あ
る
。
 

 
  

 

古
 

 
 

 
 

起
源
に
つ
い
て
」
 

朝鮮の イ 言イ 目 

註
 

 
 

「
 迎
鼓
 」
を
「
 叫
 目
テ
」
と
訳
し
た
。
 

（
㏄
）
「
梁
書
 L
 高
句
麗
 伝
 

 
 

 
 

 
 

第
一
巻
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
四
年
四
二
二
頁
以
下
 

（
㏄
）
架
柱
 東
 、
 0
 つ
 ・
 
n
 ロ
 
（
：
三
八
九
頁
参
照
 

（
 
M
 ）
「
三
国
史
記
口
巻
三
四
、
地
理
一
 

 
 

五
頁
 

（
㎝
）
 架
 柱
 東
 、
 0
 戸
立
 ダ
 
三
八
九
頁
等
、
 

 
 

 
 

照
 

 
 

ま
 0
%
 も
Ⅰ
 
さ
 0
 「
む
さ
～
Ⅰ
～
 

め
 c
c
 
～
ぬ
 
ち
 ・
 づ
ニ
 
・
の
の
，
 

ト
の
ト
 

の
 

 
 

蕊
 づ
ま
 
3
%
 ま
め
，
の
 
ア
 の
 ヨ
 Ⅰ
 ア
 pT
 Ⅰ
 O
 コ
 Ⅰ
。
二
）
の
㏄
の
・
づ
つ
・
）
 

か
 ㏄
（
 

 
 

 
 

仏
教
と
氏
族
信
仰
」
、
 

「
仏
教
史
学
 目
 第
四
巻
第
一
号
蓼
沼
 

 
 

 
 

護
蓋
 河
伯
 女
 
朱
蒙
 

教
 

巫
 

云
 」
台
北
史
 L
 東
夷
佐
高
句
麗
 条
 ）
 

 
 

 
 

（
㏄
）
同
梁
書
 L
 高
句
麗
 伝
 

 
 

の
神
話
儀
礼
に
放
い
て
窺
わ
れ
る
。
即
ち
 

 
 

 
 

  

（
 
俺
 ）
 

 
 

っ
 周
期
的
創
造
の
意
義
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 反
復
と
し
て
の
古
代
 

 
 

 
 

で
あ
っ
神
霊
と
交
 



 
 

 
 

こ
の
神
話
的
創
造
の
祖
 

 
 

ぬ
 母
神
の
神
 婚
 、
 

 
 

祖
 

 
 

 
 

て
 来
た
古
代
朝
鮮
の
信
 

仰
 形
態
は
正
に
典
型
的
な
玉
敷
で
あ
 づ
た
 。
 

（
 
材
 ）
 

 
 

 
 

こ
で
正
教
と
は
歌
舞
を
 

達 

    
43@ 42@ 41@ 40@ 39@ 38     

明 子 」 五 
  
  

  
あ ヒ 
9    @% 文 

「   
書釈 、 宜 ， 

罰 昆 

再 落 伍 

と手 生 

参 窟   照   

「 象 中耳 ネ 

  
工 具 

同三る 。 事 彼 

」 舞 生 
に 等 

産 
す は 

ま @ 
上 玉 

神 
      

0 者   
天 花   
と ネ中 @O 
不 知 
の 舞 

雲 地 芝 を 
結 類 
ぶ 
彩 音 
象 須 
と 舞 
見 

  

  
倣 蓋   
"  毛 だ "@ 旦 

そ 暢   
の 和 はれ の 榔 

天 気 「 理 ば 、 村上 
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古代朝鮮の信仰 と 垂教  
 

 
 

た
 。
こ
こ
に
正
教
と
し
 

て
の
古
代
信
仰
の
概
念
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

酒
 歌
舞
に
よ
る
忘
我
 

 
 

 
 

あ
り
、
原
初
的
世
界
 

 
 

 
 

宇
宙
創
造
が
可
能
と
な
 

 
 

 
 

し
い
創
造
と
い
う
弁
証
 

 
 

て
 行
っ
た
。
 

 
 

 
 

、
ス
は
 朝
鮮
的
シ
ャ
 

 
 

 
 

術
 」
（
の
Ⅱ
の
 

プ
 リ
 ツ
い
 
（
の
の
す
・
 

 
 

 
 

家
 で
あ
る
。
 天
と
 地
、
神
 

 
 

 
 

ま
り
 
）
 
軸
 ）
の
 
桟
 
0
 Ⅱ
 づ
 Ⅱ
二
ロ
 

0
 づ
グ
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

を
 図
り
祝
福
さ
れ
た
 楽
 

 
 

 
 

ふ
 と
一
致
す
る
も
の
で
 

 
 

 
 

た
 朝
鮮
の
巫
 教
 と
の
 間
 

 
 

 
 

ヨ
 0
 日
 ヴ
の
 
Ⅰ
日
の
 
コ
 （
）
の
 幻
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

を
と
っ
て
い
る
。
 又
シ
 

 
 

 
 

よ
る
神
霊
と
の
交
渉
が
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

色
 と
差
異
が
あ
る
。
 要
 
97 (97) 



 
 

し
て
い
る
が
、
シ
ベ
リ
ア
の
 シ
 

 
 

を
 有
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 

柱
 （

 
M
 ）
 李
 能
相
「
朝
鮮
坐
浴
 考
 L
 一
頁
 

 
 

（
㏄
）
（
 
ヴ
ぎ
 
・
・
 
0
 っ
 
・
の
の
 

曲
，
 
の
ひ
 
曲
 、
 p
 
の
 
の
 

（
 
仰
 ）
 ロ
ヴ
ソ
 

Ⅰ
・
，
 

o
.
N
p
N
 

セ
 ー
マ
ニ
ズ
ム
 

一
種
で
あ
る
。
 と

玉
 教
 と
は
そ
の
宗
教
的
構
造
に
 
8
 

 
 

 
 

 
 



展 望 

は
じ
め
に
 

 
 

現
象
、
 

 
 

っ
て
 、
世
 

 
 

い
か
と
 考
 

 
 

宗
教
の
内
 

 
 

の
 宗
教
 事
 

 
 

一
九
 セ
 

0
 。
四
二
、
四
四
頁
参
照
）
 

 
 

ト
 放
神
 

 
 

 
 

が
 宗
教
と
 

 
 

 
 

化
」
と
い
 

 
 

れ
て
ぃ
 

ヰ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

 
 

っ
 に
兄
 

 
 

の
 閨
で
心
に
 

 
 

行
く
よ
う
 

  

硯 屏 ; 

代 

  
ッ イヒ 

  
を 
中 

  
  
ン 

ゲ 
ド 

  
 
 

も
 一
方
的
 

 
 

社
会
学
者
 

 
 

、
 多
く
の
 

学
者
は
自
己
の
見
解
の
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

化
 問
題
 

 
 

り
を
予
言
 

 
 

も
う
一
つ
 

 
 

神
学
者
の
 

 
 

素
 が
あ
る
 

 
 

い
 傾
向
と
 

 
 

 
 

 
 

も
 、
む
し
 

 
 

。
専
門
的
 

 
 

示
教
化
と
 

 
 

る
 世
俗
 神
 

 
 

で
あ
る
と
 

い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
 

 
 

0
 間
頭
 

 
 

学
者
は
、
 

 
 

的
 、
人
間
 

 
 

え
れ
ば
、
 

 
 

定
方
法
の
⑨
 

 
 

 
 



Ⅱ
ル
ッ
ク
マ
ン
の
宗
教
社
会
学
の
紹
介
 

（
 
a
 
ヤ
 ）
 

 
 

は
 今
も
 

 
 

る
 。
こ
の
 

 
 

し
て
、
 
彼
 

 
 

に
 転
換
し
 

 
 

あ
る
と
 呼
 

 
 

会
 に
お
け
 

 
 

 
 

一
 的
な
。
 
ハ
 

 
 

 
 

題
 で
あ
 

 
 

る
 、
宗
教
 

 
 

う
 根
本
間
 

 
 

と
い
う
 見
 

 
 

な
っ
て
 い
 

る
 。
 

 
 

上
げ
ら
 

 
 

の
 T
 
.
 
ル
 

 
 

円
ゴ
の
 
H
 
臣
 

 
 

の
 学
説
が
 

唱
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

す
る
 正
 

 
 

ず
 ル
ッ
ク
 

 
 

る
幾
 っ
か
 

 
 

い
と
 祇
，
 

つ
 。
 

 
 

ら
れ
 

 
 

境
域
に
押
 

 
 

で
あ
る
 

 
 

ム
互
 
み
小
数
 
の
 

 
 

の
 変
動
の
 

0
 

 
 

全
学
が
 、
皿
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
㎎
 

 
 

 
 

ま
た
 

 
 

化
に
対
す
 

 
 

の
 影
響
の
 

 
 

る
 、
と
。
 

 
 

動
 と
同
一
 

 
 

視
さ
れ
て
 

い
ス
 Ⅰ
 
0
 

（
ノ
才
）
 

 
 

で
に
 境
 

 
 

は
 決
し
て
 

 
 

と
は
矛
盾
 

 
 

る
 一
直
線
 

 
 

、
 他
の
社
 

 
 

情
の
異
な
 

 
 

俗
化
」
と
 

 
 

中
心
的
 宗
 

 
 

し
て
き
 

た
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

  



 
 

価
値
の
社
 

 
 

る
も
の
が
 

 
 

ょ
 れ
ば
、
 

 
 

、
教
会
と
 

 
 

て
い
た
た
 

 
 

ろ
が
、
 
彼
 

 
 

ば
れ
て
き
 

 
 

起
さ
な
い
 

 
 

問
題
は
 
、
 

 
 

活
 に
お
い
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

す
る
 誤
 

 
 

返
し
て
 
主
 

 
 

影
響
の
下
 

 
 

、
機
能
的
 

 
 

し
か
し
、
 

 
 

｜
的
 
偏
見
 

 
 

マ
ソ
 
の
舌
口
 

 
 

主
義
と
は
 

 
 

架
 す
る
 必
 

 
 

得
る
も
の
の
 
普
 

 
 

て
の
宗
教
 

 
 

及
び
良
心
 

 
 

著
者
は
そ
れ
を
 

 
 

コ
 の
の
。
 
円
 

 
 

で
い
る
。
 

 
 

会
 に
お
い
 

 
 

い
て
、
 人
 

 
 

個
性
化
す
 

 
 

と
を
含
ん
 

 
 

よ
っ
て
 、
 

 
 

っ
て
 、
人
 

 
 

致
す
る
わ
 

け
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
 

 
 

ゼ
ロ
 ふ
伊
 

 
 

あ
る
。
 意
 

 
 

体
系
を
内
 

 
 

間
 が
内
面
 

 
 

口
目
 
ド
 
せ
の
Ⅱ
の
の
 

 
 

世
界
観
は
 

 
 

る
 客
観
的
 

 
 

を
 超
越
す
 

 
 

宗
教
的
機
 

 
 

「
 胡
仕
 
ム
ス
 
的
 

祖
型
」
（
の
 
0
 ゑ
日
 笘
 0
 （
 
?
 （
 
0
 「
 
ヨ
 ）
と
呼
ぶ
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

（
意
味
を
Ⅰ
 



 
 

っ
て
表
現
 

 
 

を
 越
え
る
 

 
 

領
域
を
な
 

 
 

代
表
と
し
 

 
 

n
o
 
の
 
ヨ
 0
 
じ
 

 
 

 
 

徴
 と
呼
ば
 

 
 

 
 

・
社
会
的
形
態
」
と
呼
ぶ
。
 

 
 

界
 観
の
 

 
 

り
 
し
 、
 社
ム
互
 

 
 

 
 

複
 ム
口
 
ぬ
，
ケ
に
 

さ
れ
る
。
 

 
 

に
な
る
。
 

 
 

世
界
観
の
 

 
 

る
が
、
 そ
 

 
 

性
 
（
の
 

o
n
 

守
 ）
 

 
 

。
特
別
な
 

 
 

教
 の
一
つ
 

 
 

義
 に
よ
る
 

 
 

タ
イ
プ
の
 

制
度
の
発
達
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
 

的
な
社
  
 

 
 

 
 

に
 、
個
人
物
 

 
 

 
 

通
約
祖
型
 

 
 

は
 宗
教
の
 

 
 

れ
た
世
界
 

 
 

人
的
意
識
 

 
 

れ
た
 聖
な
 

 
 

 
 

の
 関
連
を
 

 
 

 
 

り
 、
人
間
 

 
 

も
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

ら
 自
律
 

 
 

そ
れ
ら
に
 

 
 

ゑ
び
 解
釈
 

 
 

れ
た
宗
教
 

 
 

、
社
会
化
 

 
 

そ
 う
 す
る
 

 
 

味
を
帯
び
 

 
 

 
 

と
し
て
 指
 

定
 さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
0
 Ⅰ
）
 

 
 

っ
 形
を
 

 
 

も
の
が
 同
 

 
 

示
教
の
 
制
 



展 望  
 

的
な
も
の
 

 
 

な
 歴
史
 過
 

 
 

近
代
的
 産
 

業
 社
会
へ
転
換
さ
せ
た
。
 

 
 

に
し
た
 

 
 

傾
向
も
そ
 

 
 

 
 

な
 宗
教
的
 

 
 

 
 

は
は
な
 
ノ
へ
な
 

 
 

、
社
会
 体
 

 
 

に
お
け
る
 

 
 

規
範
に
従
 

 
 

達
成
さ
れ
 

 
 

あ
る
。
 
し
 

 
 

な
 兵
制
度
 

 
 

て
 少
な
く
 

 
 

0
 コ
せ
ヨ
 
0
 岸
の
 

 
 

課
題
に
な
 

 
 

人
的
範
囲
 

 
 

睡
悔
浬
 

辿
か
ら
 

個
人
へ
の
決
定
（
 片
 （
の
「
 

ョ
ぎ
曲
 （
～
 
0
 口
 ）
が
 歩
 く
な
る
。
 

 
 

 
 

お
け
る
 

 
 

 
 

架
空
の
）
 

 
 

0
0
 
コ
の
 
E
 （
Ⅱ
）
の
Ⅱ
 

 
 

音
的
志
向
  

 

人
の
関
係
 

 
 

る
 宇
宙
に
 

 
 

の
 制
度
化
 

 
 

な
 宗
教
的
 

 
 

つ
 れ
て
い
 

 
 

を
 持
っ
て
 

 
 

と
な
り
、
 

個
人
は
消
費
者
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

0
 日
 
ロ
 
由
ヰ
 
リ
ト
 

 
 

う
に
な
 

 
 

宇
宙
の
 、
 

 
 

は
 経
済
 体
 

 
 

し
て
き
た
 

 
 

た
は
他
の
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

い
う
こ
と
 

 
 

ホ
 教
は
本
 

 
 

意
味
で
、
 

 
 

あ
る
。
 以
 

 
 

か
た
ち
の
 

 
 

し
て
の
 出
不
 

教
 で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
ど
も
、
 

1
 



 
 

 
 

造
 の
こ
の
非
人
間
化
を
支
 

 
 

 
 

識
 が
社
会
構
造
の
束
縛
 

か
 

 
 

 
 

自
律
性
に
と
っ
て
今
ま
で
 

 
 

 
 

か
し
、
一
方
、
大
き
な
 

危
 

 
 

 
 

を
よ
そ
に
し
て
、
（
個
人
の
 

 
 

 
 

れ
で
あ
る
、
と
。
 

 
 

テ
ー
マ
の
  

 

 
 

系
を
形
成
  

 

介
 に
す
 

 
 

 
 

価
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
 

 
 

 
 

、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
 

 
 

え
ね
ば
、
 

 
 

つ
に
分
け
 

 
 

0
 個
人
に
る
こ
と
に
す
る
。
 

1
 
 ル
 ，
ク
マ
ン
の
宗
教
概
念
規
定
 

 
 

ル
ッ
ク
マ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
 
ょ
 る
も
の
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 彼
は
 

 
 

 
 

越
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
 

自
身
の
価
値
判
断
を
述
べ
る
。
 

 
 

 
 

な
 宗
教
社
会
学
し
と
 
呼
 

 
 

、
社
会
構
  

 

ら
、
当
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
彼
に
と
っ
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展 望  
 

 
 

で
も
自
己
の
価
値
を
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 

さ
 

 
 

 
 

程
度
ま
で
こ
の
よ
う
な
 

哲
 

 
 

 
 

研
究
の
出
発
点
に
な
り
 

得
 

 
 

 
 

 
 

的
 宗
教
研
究
の
客
観
性
 

及
 

 
 

言
 う
 「
 意
び
 価
値
か
ら
の
自
由
の
問
題
で
も
あ
る
。
 

 
 

（
 
托
 ）
 

 
 

ざ
る
宗
教
 

も
 、
こ
の
両
方
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

的
で
あ
る
こ
と
を
想
定
 

 
 

 
 

 
 

る
 必
要
が
あ
る
と
主
張
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 。
つ
ま
り
、
我
々
が
用
 

 
 

 
 

 
 

人
間
に
対
す
る
観
念
が
ひ
 

 
 

 
 

が
 よ
い
の
で
は
な
い
か
と
 

 
 

0
 人
間
の
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

こ
と
で
あ
  

 

ノ
ン
 

 
 

 
 

す
る
と
思
う
 

0
 と
い
う
の
 

 
 

 
 

洋
の
歴
史
に
お
け
る
宗
教
 

 
 

 
 

一
般
的
宗
教
定
義
が
で
き
 

わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

評
価
す
る
 

2
 
 ル
 ，
ク
マ
ン
の
方
法
論
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
る
必
要
が
あ
る
の
で
 

5
0
 

 
 

う
 方
法
論
を
使
用
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

あ
ろ
う
か
。
 



 
 

及
び
文
化
 

 
 

ね
 め
て
 近
 

 
 

場
合
に
は
 

 
 

方
法
に
あ
 

 
 

問
題
へ
の
 

 
 

 
 

で
一
致
す
 

 
 

暗
示
か
ら
 

 
 

 
 

、
，
 
て
れ
 こ
 

 
 

日
本
的
な
 、
 

 
 

条
件
に
基
 

 
 

3
 
 ル
ッ
ク
マ
ン
の
「
世
俗
化
」
に
対
す
る
見
解
 

。
世
界
的
 

 
 

変
動
を
研
 

 
 

が
 可
能
な
 

 
 

え
る
け
れ
 

 
 

必
要
な
準
 

備
 段
階
と
し
て
前
提
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

こ
の
 二
 
二
口
 

 
 

る
 世
俗
化
」
 

 
 

と
は
、
 注
 

 
 

事
情
を
表
 

 
 

を
 疑
問
 に
 

 
 

調
査
を
せ
 

 
 

 
 

 
 

世
俗
化
と
 
6
 

 
  

 

 
 

の
 関
係
に
 

 
 

宗
教
性
 と
呵
 

 
 

 
 

る
、
と
彼
 

は
 主
張
す
る
。
 

 
 

理
論
の
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

論
文
に
 、
 

 
 

ズ
 理
論
と
 

 
 

 
 

 
 

け
 
し
 、
 社
ム
ム
 

 
 

と
を
取
り
 

 
 

す
る
。
 と
 

 
 

の
 
ぜ
の
 
円
 
e
 
日
 ）
 

 
 

の
 見
解
が
 

 
 

全
体
系
は
 

 
 

和
 
（
 
n
o
 
コ
 

 
 

反
し
て
、
 

 
 

0
0
 
コ
幅
 
Ⅰ
 
佳
 

 
 

ス
ン
ズ
 に
 

 
 

る
レ
ペ
ル
 

 
 

ク
マ
ン
に
 

 
 

る
 レ
ベ
ル
 



 
 

0
 タ
イ
プ
 

 
 

説
の
点
で
 

 
 

に
と
っ
て
 

 
 

さ
れ
る
け
 

 
 

あ
る
。
 具
 

 
 

の
 
p
n
 
⑧
の
 

 
 

が
 ユ
ダ
ヤ
 

 
 

で
あ
る
と
 

 
 

め
 社
会
に
 

 
 

な
い
価
値
 

 
 

ハ
 ー
ソ
ナ
 

 
 

に
 影
響
を
 

 
 

ル
と
 パ
ー
ソ
 

 
 

て
い
る
か
 

 
 

た
 社
会
に
 

 
 

れ
る
、
 宗
 

 
 

実
に
合
わ
 

 
 

上
 は
 か
ッ
 

 
 

 
 

㈲
ル
ッ
ク
マ
ン
の
宗
教
社
会
学
と
日
本
宗
教
の
研
究
 

 
 

こ
と
を
ふ
り
 返
 

 
 

心
 倫
理
化
 

 
 

こ
と
。
 

展
  

 

に
 実
証
 

吏
ザ
つ
 
。
 

 
 

 
 

 
 

な
い
か
と
 

現
代
の
日
 

ル
ッ
ク
マ
 

 
 

１
々
 で
 

 
 

ム
は
 現
代
 

 
 

 
 

在
 と
社
会
 

 
 

0
%
 
小
数
 事
 

 
 

史
的
形
態
 

 
 

意
味
で
、
 

 
 

態
の
展
開
 

 
 

で
は
な
か
 

 
 

っ
て
 、
 

 
 

個
人
化
と
 

 
 

簡
単
に
解
 

決
 で
き
な
い
問
題
が
で
て
く
る
と
思
う
。
 

 
 

は
太
保
 

 
 

制
度
化
さ
 

 
 

で
、
制
度
 

 
 

が
 、
日
本
 

 
 

神
道
 

 
 

向
け
よ
 

 
 

般
 社
会
か
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方
 、
神
道
 

 
 

な
い
。
 
さ
 

 
 

教
を
研
究
 

 
 

互
 関
係
を
 

（
 
お
 ）
 

 
 

ッ
 ク
マ
 ソ
 

 
 

研
究
に
受
 

け
 入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
 う
 。
 

 
 

意
味
す
 

 
 

お
け
る
 宗
 

 
 

 
 

な
し
て
い
 

 
 

い
わ
ゆ
る
 

 
 

い
う
こ
と
 

 
 

聖
書
的
伝
 

 
 

ば
 東
洋
に
 

 
 

よ
る
西
洋
 

 
 

で
か
 
0
 の
㏄
 0
 

 
 

場
を
取
っ
 

 
 

疑
問
と
さ
 

 
 

も
の
が
 根
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

イ
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

動
は
個
人
 

 
 

論
 に
な
る
  
 

に
お
け
る
 

 
 

 
 

人
化
で
あ
 

ュ
 
0
 

 
 

で
は
な
㊤
 

 
 
 
 

 
 

な
 ）
キ
リ
 

 
 

た
と
い
う
 

主
張
に
は
ニ
ュ
ア
 
ソ
ス
 を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

い
る
と
 

 
 

こ
の
個
人
 

 
 

話
し
に
ま
 

 
 

ば
 、
宗
教
 

 
 

定
義
が
成
 

立
し
て
き
た
。
同
様
に
、
日
本
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
 特
定
の
形
 

 
 

ズ
ム
 
の
形
 

 
 

き
た
の
で
 

 
 

キ
リ
ス
 

 
 

と
も
 ョ
｜
 

 
 

き
た
と
し
 

 
 

 
 

て
い
た
と
 

 
 

と
 違
う
け
 

 
 

メ
リ
カ
の
 

 
 

な
い
、
 
と
 

 
 

 
 

在
 衰
微
 し
 

 
 

あ
る
。
 

（
 
6
 
2
 

）
 

 
 

社
会
を
 



展 望  
 

基
づ
い
て
ど
う
か
。
 

 
 

し
て
も
、
 

 
 

る
 。
 ル
 

 
 

ら
れ
る
。
  

 

個
人
化
」
 

 
 

 
 

と
 思
う
。
更
に
 、
 先
ほ
ど
 

 
 

 
 

と
 指
摘
し
た
と
思
う
。
 
即
 

 
 

 
 

 
 

ス
ト
教
の
結
果
で
あ
る
と
 

 
 

化
の
問
題
に
も
ぶ
っ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

、
 又
は
 プ
 

 
 

 
 

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
 

 
 

 
 

イ
カ
ル
な
変
動
と
対
決
し
 

 
 

 
 

ト
 教
へ
の
接
近
と
言
え
な
 

 
 

 
 

か
 。
何
故
な
ら
ば
、
キ
リ
 

 
 

 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

実
は
 、
日
 

 
 

ト
 教
の
 

 
 

 
 

め
 よ
 う
 と
し
た
場
合
も
 、
 

 
 

 
 

、
 何
と
言
っ
て
も
、
一
方
 

て
く
る
。
 

 
 

じ
が
残
る
 

の
で
あ
る
。
 

結
論
 

 
 

が
 提
出
 

註
 

 
 

置
を
決
め
 

 
 

一
層
強
 

 
 

 
 

う
 。
こ
の
 

 
 

の
探
 

 
 

よ
り
広
く
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

去
の
段
階
 

 
 

と
い
う
 結
 

 
 

な
テ
 
9
 

 
  

 

 
 

正
し
い
か
 

｜
て
 は
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
 
う
 に
な
っ
て
い
る
。
 



 
 

目
 
Ⅰ
 
や
寅
 

 
 

Ⅰ
 
ガ
 

ノ
ミ
の
 

0
 ョ
ヨ
 世
臣
 の
 0
 日
 ㌧
が
 
コ
せ
 
・
 ト
 の
の
Ⅱ
 

 
 

ぬ
巨
 
～
・
 

 
 

）
 
日
 

㏄
 r
e
 
ロ
 
の
的
 
笘
目
 
・
 ト
 の
の
び
 

 
 

0
 片
 
せ
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
・
 
吋
 

（
の
Ⅰ
（
 

ド
 
コ
頭
 
，
 Ⅰ
 の
 む
㏄
）
・
 

 
 

Ⅰ
 p
O
 
臣
 "
 

の
す
 
目
ぺ
 
。
 ゴ
が
コ
 
隼
の
。
 
曳
 0
 ロ
 
0
 帳
せ
，
浮
 
㌧
 膝
膝
簗
ミ
 

 
 

円
ア
の
 

㌧
の
上
で
 

鰍
円
イ
 o
h
 
 

プ
百
 
。
宙
の
弓
 

コ
の
 o
n
 
げ
田
ド
 
・
 
，
守
 Ⅰ
 り
の
ぁ
ま
 

（
 
5
 ）
 
ミ
 ・
軍
手
 の
 （
の
 
、
づ
 
・
 
r
.
 
ロ
の
 
Ⅰ
抽
の
Ⅱ
等
の
著
書
参
照
。
 

 
 

ロ
 
0
 幅
 ）
の
の
 

ロ
 

ハ
し
 

。
コ
ロ
レ
ヰ
～
 

0
 臣
 。
ヰ
わ
 
臼
あ
ロ
 
0
 コ
 ・
 
，
巳
 
Ⅰ
Ⅰ
切
り
Ⅲ
 

き
 

 
 

p
O
 
コ
 "
 
Ⅰ
 

㌧
 な
り
切
 

Ⅱ
）
 

さ
 

 
 

Ⅰ
寸
寸
 

い
 

 
 

ぎ
せ
 

ワ
ミ
 
。
年
の
「
口
の
 

o
c
 

げ
 （
 
せ
，
，
 
㌧
Ⅰ
 
の
 め
～
 
き
 

 
 

臣
の
ヱ
キ
ロ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

生
 

0
 

 
 

 
 

活
 に
属
す
る
、
 
ゼ
 0
 日
づ
 （
が
 
へ
 せ
な
制
度
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

づ
汀
ヨ
 9
 
,
.
 
a
 

コ
由
，
 ㌧
 0
 の
（
の
 

c
 「
ち
 
と
，
 ㌧
 良
め
紺
き
 

 
 

下
 の
 註
 

を
 参
照
。
 

 
 

わ
 e
 ～
～
・
 

 
 

由
円
 
m
 
ツ
 

 
 

 
 

 
 

O
O
p
 

 
 

が
 p
@
 

Ⅰ
 

 
 

ト
ト
 
仁
一
 

 
 

口
 （
 
浮
 

 
 

の
 
q
O
 

 
 

 
 

 
 

づ
已
、
 

ト
の
ミ
 
・
 づ
や
づ
コ
 l
 Ⅹ
Ⅹ
 ロ
せ
 

（
 
M
 ）
円
さ
 薄
 ～
 
め
 ～
 
甲
 ～
 
ぬ
め
ぬ
 ～
～
 
晦
 h
o
 
さ
 ・
 つ
 ・
 め
 Ⅰ
 

 
 

Ⅰ
 
Q
 ヰ
 
Ⅰ
も
さ
 

 
  

 

さ
壷
夷
さ
 

目
 「 o0
0
 

「
（
 

吐
 ・
 オ
 0
 ヌ
 0
 「
 ヰ
 曲
ヨ
 @
 （
㌦
 
ヨ
巳
 お
い
 u
@
 
 
ト
め
 
一
の
の
・
 

ワ
 ）
一
の
一
の
 

 
 

/
 か
 い
 

 
 

0
 Ⅱ
 



 
 

 
 

・
 之
 

ぬ
 ～
 
p
.
 

 
 

Ⅹ
 ゲ
 

よ
 の
 0
 禽
三
 0
 幅
ざ
巴
 し
の
め
 
臣
岸
 
w
o
 

目
の
 

0
 片
刃
 由
守
 w
o
 
口
 ・
 
浮
 

（
 
M
 ）
し
の
Ⅱ
め
の
 

q
.
 
O
b
.
n
 

～
～
・
 

，
づ
，
 ）
 べ
 ～
 

 
 

ロ
 
0
 コ
 
0
 ネ
 

頓
 Ⅰ
も
 
笘
，
せ
 Ⅰ
 
ロ
 
H
.
 
 
ド
 （
の
で
～
 

ぎ
幅
、
ト
 の
の
の
）
・
 

つ
つ
 
・
㏄
の
 
主
、
 
㏄
 の
 

 
 

，
 力
由
ぃ
 

 
 

溝
 も
の
 

 
  

 

つ
か
の
 

 
 

決
し
 

 
 

ン
ガ
 

 
 

す
る
 

 
 

聞
 さ
 

 
 

O
 臣
 

z
.
 
べ
 ・
 @
 旨
ふ
ョ
ぎ
 目
の
。
 ョ
軍
コ
せ
 ・
お
の
の
・
 つ
 っ
・
の
Ⅱ
 

!
 ご
 

 
 

ぃ
叫
ま
 
0
 臣
 

 
 

潮
 も
の
 

 
 

ト
 
の
の
 

 
 

紳
卜
 。
 目
 u
a
 

 
 

リ
カ
 

 
 

 
 

展
 

 
 

提
と
 

 
 

」
 の
 

両
方
を
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
。
 

 
 

方
、
 

 
 

内
存
 

 
 

廃
止
 

 
 

が
 Ⅰ
）
 

 
 

の
そ
れ
 

 
 

「
 展
 

 
 

な
京
 

 
 

で
あ
 

 
 

目
 り
い
 

 
 

o
 ミ
 ・
 

ト
の
 
Ⅱ
 申
 
（
の
 
ダ
 の
 @
 。
 刃
 凹
田
ロ
。
珪
の
Ⅱ
せ
三
岸
 

宙
 。
 臣
 ，
・
 つ
 め
 卜一
 

（
 
わ
 ）
 
オ
 ・
 
オ
 0
 ヴ
 の
（
侍
の
 

0
 口
 ，
 o
k
 
Ⅰ
・
 
n
h
 
～
・
 
，
口
つ
 ・
の
の
Ⅰ
Ⅰ
 

く
 
0
 の
 

 
 

さ
軋
 

 
 

0
 ヰ
ヰ
 

Ⅱ
 

つ
が
口
せ
 
，
ト
 の
の
中
、
 
つ
つ
 ・
 トめ
 
Ⅰ
 く
ト
 
Ⅱ
 

 
 

@
 
 一
つ
 

 
 

 
 

文
化
 

 
 

 
 

 
 

て
い
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評
 

書
 

 
 

ち
で
あ
っ
 

 
 

る
 体
系
的
 

建
徳
患
者
 

 
 

ば
か
り
で
 

あ
る
と
も
い
え
る
。
 

「
沖
縄
の
習
俗
と
信
仰
」
 

 
 

域
か
ら
 

藤
井
正
雄
  

 

か
か
る
 沖
 

 
 

ァ
 こ
は
 本
 

 
 

 
 

の
窪
 博
士
は
い
う
ま
で
 

 
 

 
 

と
く
に
昭
和
三
十
 セ
年
以
 

 
 

 
 

と
い
う
テ
ー
マ
に
と
り
 組
 

 
 

 
 

、
「
文
化
の
伝
播
と
受
容
」
 

 
 

 
 

台
中
国
文
化
叢
書
」
第
六
 

 
 

 
 

の
 伝
播
と
受
容
の
問
題
を
 

 
 

 
 

締
病
 に
と
り
っ
か
れ
た
の
 

 
 

 
 

化
と
大
陸
文
化
と
の
交
渉
 

 
 

来
 の
こ
と
 

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

俗
学
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

、
 竹
富
 

 
 

き
ぃ
 が
 、
 

 
 

 
 

な
い
し
そ
の
影
響
を
う
け
 

 
 

 
 

集
し
 、
中
国
文
献
を
照
ム
口
 

 
 

 
 

え
な
が
ら
、
他
方
で
台
湾
 

 
 

 
 

信
仰
の
実
態
と
を
比
較
 対
 

 
 

 
 

作
業
に
よ
っ
て
 沖
 網
地
方
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者
 独
白
の
 

方
法
論
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
し
 申
 

 
 

を
 付
録
 と
 

 
 

計
五
百
 ぺ
 

 
 

紙
面
の
な
 

が
で
本
書
の
内
容
を
章
毎
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

研
究
に
 

 
 

者
の
主
張
 

 
 

比
較
研
究
 

 
 

手
ム
 
ム
ぷ
朋
、
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

城
 朝
永
 氏
 

 
 

研
究
す
べ
 

 
 

研
究
方
向
 

 
 

も
 、
こ
と
 

 
 

教
か
ら
き
 

 
 

頁
の
比
較
 

 
 

て
 、
中
国
 

 
 

地
方
の
習
 

 
 

の
 影
響
も
し
く
 

 
 

く
る
。
 な
 

 
 

れ
て
き
た
 

 
 

さ
れ
る
ば
か
り
  
 

と
か
ら
み
 

 
 

問
 と
な
 

 
 

把
握
が
必
 

 
 

研
究
に
よ
 

 
 

て
い
く
。
 

 
 

直
接
お
よ
 

 
 

本
の
庚
申
 

 
 

と
っ
て
 、
 

 
 

時
点
で
は
 

 
 

な
か
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

く
の
 書
 

 
 

十
六
 姓
 V
 

 
 

す
す
め
て
 

 
 

あ
り
、
 こ
 

 
 

し
た
と
は
 

 
 

、
悪
鬼
・
 
悪
 

 
 

ソ
プ
ソ
 V
 

 
 

製
 の
小
師
 

 
 

を
も
っ
と
 

 
 

、
な
ら
び
 

 
 

 
 

遠
ざ
か
る
⑪
 

 
 

 
 



 
 

紙
 V
 、
 家
 

 
 

信
仰
 V
 な
 

 
 

ぃ
 だ
さ
れ
 

 
 

過
程
を
推
 

 
 

全
く
無
関
 

 
 

事
 を
と
り
 

 
 

さ
れ
て
 妊
 

 
 

払
う
こ
と
 

 
 

マ
タ
 の
 伝
 

 
 

祓
 」
の
 句
 

 
 

う
と
い
う
 

 
 

問
題
視
す
 

べ
き
で
は
な
い
か
と
一
考
を
訴
え
て
い
る
。
 

 
 

れ
た
 道
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
 

 
 

で
 受
容
さ
 

 
 

も
と
雷
神
 

 
 

は
 祈
雨
の
 

 
 

と
し
て
よ
 

 
 

地
方
で
は
 

 
 

て
も
、
 地
 

 
 

異
な
り
 

 
 

際
に
あ
る
 

 
 

と
 。
六
天
  
 

 
 

 
 

両
氏
の
説
の
 

 
 
 
 

 
 

渡
来
し
な
 

 
 

け
て
道
教
 

 
 

衆
道
教
」
 

 
 

V
 を
別
項
 

目
 に
組
み
、
こ
れ
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。
 

 
 

民
間
の
 

 
 

わ
れ
る
 道
 

 
 

、
神
仙
 と
 

 
 

｜
を
 解
説
 

 
 

け
る
神
仙
 

 
 

析
 す
る
こ
 

 
 

い
た
事
実
 

を
 論
証
し
て
い
る
。
 

 
 

香
港
・
 

 
 

神
 、
す
な
 

 
 

部
落
の
守
 

 
 

神
と
し
て
 

 
 

、
神
格
、
 

 
 

利
益
的
 志
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

論
述
し
て
い
る
。
 



 
 

網
地
方
 

 
 

の
城
憶
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Religionsgeschichte und die Grundkategorien 

der Geschichtsinterpretation 

Noriyoshi TAMARU 

Seit ihrer Verselbstandigung im 19, Jhd., namentlich durch Fr. Max Muller 

und andere, hat die Religionsgeschichte eine Reihe von interessanten Geschichtsinter- 

pretationen hervorgebracht. Bei naherem Zusehen zeigt es sich aber, da8 dabei die 

Grundkategorien oder -shemata der Interpretation religiber Phanomene nicht nur 

von den ihr als einer empirischen Disziplin eigenen, methodologischen Erwagungen, 

sondern zugleich von philosophischen oder weltanschaulichen Motiven bestimmt waren. 

In der ersten Zeit, etwa bis zur Jahrhundertwende, stand die religionsgeschi- 

chtliche Forschung vorwiegend unter dem EinfluB des Fortschrittsgedankens und 

des Evolutionismus. In dieser Hinsicht waren die sonst so verschieden orientierten 

Manner wie Max Muller, C. P. Tiele, E. Tylor, R. Marett alle einig. Nach etwa 1920 

aber geriet der Evolutionismus langsam in MiBkredit : das alte Entwicklungsshema 

wurde entweder abgelehnt wie in der Schmidtschen Schule, odex revidiert wie bei 

R. Otto und N. Soderblom, oder aber wurde eine vbllig neue Konzeption des zyklen- 

artigen Verlaufs der Religionsgeschichte entworfen wie bei G. Mensching. In der 

neuesten Vergangenheit wiederum versuchte R. N. Bellah, das Anliegen des alten 

Evolutionismus sowie dessen Kritik zu einem neuen, freilich vie1 bescheideneren 

Evolutionismus zu vereinigen. 

Im vorliegenden Aufsatz werden die Argumente der Hauptvertreter jeweiliger 

Positionen kritisch untersucht, und zwar mit der Absicht, zur Klarung der metho- 

.dologischen Probleme der Religionsgeschichte beizutragen. 



Maitreya's Writings as Seen 
from the Five Thoughts 

-On the Author of the YogEicBrabhtimi- 

Koitsu YOKOYAMA 

We have now four treatises which have been regarded as Maitreya's writings 

on the VijBaptimiitravSda, i. e. the Yogiiciirabhlmi, the Madhyiintavibhiiga, the 

Mahiiyiinasdtra'lamkEira and the Dharmadharmatiivibhanga. Of them, the Madhyii- 

ntavibhiiga is one of the most important treatises that represent the early thoughts 

of the VijSaptimiitraviida, and, as fundamental thoughts, it has five thoughts, i. e. 

abhdtaparikalpa, griihyagriihaka, pratibhiisa, Slnyatii and trisvabhiiva. Compared 

with those five thoughts, it is proved that the three except the Yogiiciirabhlmi 

have the same technical terms, form of expressing and method of thinking, in, 

common. But the Yogiiciirabhiimi greatly differs from the three in the five thoughts. 

In the Yogiiciirabhlmi, we can not find the term of abhltaparikalpa, and the term 

of griihyagriihaka in the same meaning as in the three. As for the thoughts of 

pratibhiisa and iiinyata, there is also the difference between the Yogiiciirabhiimi 

and the three. Moreover the Yogiiciirabhlmi seems to have taken over the old 

form of the thought of trisvahiiva. 

Thus examining, we may conclude that the Madhyiintavibhiiga, the Mahiiyiina- 

siitriilamkiira and the Dharmadharmatiivibhanga were written by Maitreya, but 

that there are a lot of doubts as to regarding the author of the Yogiiciirabhlmi a s  

Maitreya. 



Perpetuative Nativistic Movements 

the Old Order Amish 

Nobuo SAKAI 

Because of their religious belief of " Meidung " of worldliness, the Old Order- 

Amish are a sect separated from the Mennonites. In 1710's they went over to 

America after avoiding religious persecutions given to them. The ethnic rural 

culture they brought from Europe makes a symbolic expression of their religious 

belief : they institutionalized this ethnic culture and still now hold it. 

As far as they have faith in their religious belief of the " Meidung ", the Amish 

must be positive enough to maintain their peculiar cultural traits symbolizing the 

belief. It is because if they accept a culture dominant in America which they 

regard as worldliness, they themselves would not be the Amish. 

In the attainment of their cultural goal the Amish develop " Perpetuative Nati- 

vistic Movement" remarked Ralph Lint0n.e.a conscious and organized effort for 

maintenance of cultural traits. The aspect of the Movement can be summarized in 

the following three points: ( i ) the Amish form a self-sufficient community in 

rural area, aim at not so much a geographical as a socio-cultural isolation and 

diminish possibility of having contact with heathen culture ; (ii) they form a little 

community, develop intra-community interaction systems and make their social inte- 

gration more effectual ; (iii) they establish a powerful penalty system " Meidung ',' 
or " Shunning" for the deviants and make a great effort to prevent deviant behavior. 

Forms of Old Korean Beliefs 

Reflected in Myths and Rites 

Tongshik RYU 

A myth is a story of an aboriginal sacred event and a rite is a religious repetition 

of that mythical event. Accordingly, myths and rites convey the forms of the ancient 



beliefs. Therefore, the forms of the Old Koreans' beliefs will be observed in this 

article along with the materials of typical Korean myths that are found in the 

" Sam-Kuk-Yu-Sa " and the religious rites of the Old Koreans that are recorded in 

" Wei-chi " of China. 

1) Forms of Beliefs that appeared in Myths; 

We can find common structural elements among the myths of " Tan-Kun " the 

Founder of " KO-Cho-Sun " (Old Korea), the myth of " Chu-Mong " the Founder of 

KO-Ku-Ryo and the myth of " Hyuk-KO-Se" the Founder of the Silla Dynasty. 

a )  Belief in a Heavenly God's Descent ; 

A son of the heavenly god or the light of heaven descends into this world either 

on the summit of a mountain or in the woods. Here it is found that the mountain- 

worshipping and the tree-worshipping are linked closely to the belief in the heavenly 

god's descent. 

b ) Belief in Earth-Mother-Goddess and Initiation ; 

Females which appear in the myths are " Bear Woman ", spirit of the river, and 

spirit of the well, and all of these are Corn-Spirit-Being and Earth-Spirit-Being, to 

which an event which is common to them happens. That is, they are sublimated 

through confinement in a cave or a closed room, or sublimated through baptism. 

This is an experience of death and rebirth in the mystery of the Corn Spirit, and a 

religious experience of sanctification through a certain initiatory ordeal. 

c )  Union of Heaven and Earth, and the Creation of the World : 

The whole structure of a myth tells how a founder appeared out of the marriage 

between a heavenly god and an earthly woman, and founded a nation as a new 

world. The union of heaven and earth is possible by the descent of a heavenly god 

and the rebirth (dvi-ja) of an "Earth Woman." And a new world is created out 

of the union between heaven and earth or between a god and a man. To sum up, 

a myth of a national-founder is a myth of creation. 

2) Ancient Rites and Beliefs ; 

According to the " Wei-chi " of China that keep the records of the ritual manners 

of Ancient Korea, there can be found such characteristics as follows: 

a ) Rites of Heaven-worshipping ; 

" Yong-KO " Worshipping (pu-yo), " Tong-Maeng " Worshipping (KO-Ku-Ryo), 

" Mu-Ch'on " Worshipping (Ye) are all the rituals of worship to a heavenly god. 

This is considered a human response to the descent of a heavenly god which is a 

ruler of the world, and the Creator. 

b )  Rites of Farming ; 



The rites of worshipping heaven were performed either for the rituals of a 

harvest in October, or for the rituals of farming initiation with sowing seeds in 

May. The rituals of heaven-worshipping are at the same time the farming rituals, 

in which the god-of-production and Earth-Mother which are married to a heavenly 

.god are also performed at the same time. 

c )  God-worshipping with Singing and Dancing ; 

Their worshipping techniques were drinking, singing and dancing day and 

night. For the action of drinking, singing and dancing would lead people into 

ecstasy. People have a mystical experience of union of god and man in an ecstasy. 

In the unity of god and man, man obtains liberation as of a perfect freedom, and a 

power of creation in which all is possible. And so, he believes in doing this a god 

responds to his wishes with creation. Here lies a form of an Ancient Koreans' 

belief. 

3) Ancient Belief as Shamanism ; 

The myths and the rites which have been observed above demonstrate the 

conformity in their structures. That is, the marriage between Heaven and Earth, 

and between god and man, and worshipping god with singing and dancing. This 

means that man reaches ecstasy by singing and dancing, and at that point god and 

man immediately come in union so as to develop a new world of creation. Shamanism 

can be simply defined, according to Eliade, as "archaic techniques of ecstasy." Man 

realizes his dream ("nostalgia for premodial paradisal situation "...Eliade...) to return 

to the aboriginal paradise in which he may have fellowship directly with a god and 

spirit. The form of the Ancient Koreans' beliefs was the aboriginal Shamanism 

which was intended for the realization of this "dream." 




