
徇

ほ

終

り

に

一
言

附

け

加

へ

て

置

き

た

い

こ

ご

が

あ

る
。

そ

れ

は

か

の

イ

ス

ラ　

t{

a

(Isr.a
el)

め

子

孫

が

さ

き

に

ヒ

チ

ッ

ト

人

(H
ittit　
s)
や

ペ

リ

チ

ッ

ト

人

(P
eriz
z
ites)
や

フ

ィ

リ

ス

チ

ン
人

(
殉
畧

馳

。・静

④ω)
の

住

ん

で

ゐ

た

土

地

を

發

見

し

た

こ

同

じ

や

う

に
、遊

牧

の

ア

ー

リ

ヤ

人

種

も

亦

彼

等

が

印

度

に

侵

入

し

て

來

た

時

に

は

シ

シ

ア

ン

人

(
S
Ly
t三
an
)
や

土

蕃

民

族

-ー
1

彼

等

は

ダ

ス

ユ

ー
(b
搴
峯
。・
)

ア

ナ

ー

ル

ヤ

(
跨
轟
圓.冒
。。)
ニ
シ

ヤ

ー

ダ

(咳
博昏
毘
器
)
或

は

ド

ラ

盲

ビ

ダ

(b
蜀
く
銘
霧
)
ご

種

々

に

呼

ば

れ

て

ゐ

る
。

そ

し

て

彼

等

は

長

い

間

印

度

の

太

陽

に

晒

ら

さ

れ

た

た

め

か

或

は

恐

ら

く

モ

ッ

ト

原

始

的

な

黒

面

土

蕃

の

民

族

ざ

結

婚

し

た

た

め

か
、彼

等

の

顏

色

は

殆

ん

ご

ア

フ

リ

ヵ

人

の

や

う

に

黒

-く

な

つ

て

ゐ

る
。

の

持

つ

て

ゐ

た

土

地

を

發

見

し

た

こ

い

ふ

こ

ご

で

あ

る

○

(
完

)

讀
佛
欷
各
宗
よ
り
見
た
る
太
子
の
信
仰

石

井

教

道

べ

ー

コ

ン

曾

て

四

種

偶

像

の

打

破

を

叫

む

だ

そ

の

中

に
、劇

揚

の

偶

像

な

る

も

の

を

數

ね

た
。
.

,古

人

の

傳

説

や

一
般

の

流

行

に

一
種

の

權

威

を

認

め
、之

が

是

非

曲

直

を

究

め

す

し

て

無

批

剣

に

盲

從

す

る

人

心

の

傾

向

を

指

し

元

の

で

あ

る
。

恁
・う

し

た

心

理

が

吾

人

を

知

ら

す

-
丶

に

導

い
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で

居

る

こ

ご

が

少

く

な

い
。

然

る

に

近

代
、批

制

的

歴

史

的

研

究

が

盛

む

に

な

つ

て

か

ら
、追

々

此

め

種

の

偶

像

が

打

破

さ

れ

る

や

う

に

な

り
、昔

し

の

黒

が

臼

こ

な

つ

た

り
、古

へ
の

自

が

黒

ご

化

け

る

事

が

チ

ョ

イ

ー

現

は

れ

る

や

う

に

な

つ

た
。

そ

の

中

で

面

白

い

事

實

の

一
つ

は
、徳

川

時

代

も

も

も

も

に

其

の

名
・も

ブ

ツ

ソ

ー
な

物

徂

徠

な

る

男

が

儒

家

こ

い

ふ

偏

見

に

囚

は

れ
、日

本

佛

歡

宣

傳

の

始

租

で

あ

り
、叉
、日

本

文

化

の

建

設

者

で

あ

る

聖

徳

皇

太

子

を

悪

し

ざ

ま

に

傳

へ
て

か

ら
、
一
部

の

信

仰

を

除

い

て

多

く

の

民

衆

は

太

子

の

頌

徳

を

忘

れ

て

了

ふ

た

の

で

あ

る
。

然

し

僞

物

は

剥

か

れ

眞

金

は

永

久

に

輝

や

く

理

り

に

洩

れ

す
、太

子

研

究

の

結

果

は
、全

く

其

の

劇

揚

の

偶

像

の

正

體

を

顯

は

し
、太

子

の

眞

面

貌

が

再

び

世

に

紹

介

さ

れ

る

や

う

に

な

つ

た
。

殊

に

本

年

は
、太

子

世

を

去

り

ま

し

て

正

に

一
千

三

百

年

に

相

當

る

の

で
、或

は

口

に
或

は

筆

に

太

子

頌

徳

の

聾

四

方

に

揚

つ

た

の

は

衷

心

か

ら

う

れ

し

い
Q

そ

の

數

多

い

中

に

も
、畏

友

大

屋

徳

城

氏

が

數

年

太

子

ご

最

も

因

縁

の
深

い
法

隆

寺

の

囑

托

を

う

け

て

い
ろ

ー

調

査

さ

れ

た
秘

書

中
、並

び

に
多

年

古

文
書

調

査

の

爲

め
或

は

野

山

に

或

は

日

光

に

ご

東

奔

西

走

し

て

得

ら

れ

た

玉

手

箱

の

中

か

ら
、今

囘

太

子

關

係

の

古

記

録

に

依

つ

て
、王

子

こ

し

て

生

れ

給

ひ

し

太

子

が
、途

に

租

師

化
、紳

格

化

さ

る

丶
ま

で

民

間

信

仰

を

高

調

さ

し

た

史

實

を
、
一
々

古

紀

録

を

摘

録

し

て
論

證

さ

れ
、題

し

て

「佛

教

各

宗

に

於

け

る

聖

徳

太

子

の

信

仰
」

こ

い

ふ

恐

ろ

し

い

長

い

命

名

の

下

に

公

表

さ

れ

た
。

僕

に

も

一
本

を

(32)



賜

は

り

十

二

分

の

批

評

を

許

さ

れ

た
。

が

序

文

を

拜

見

す

る

ご

「
希

く

は

大

方

の

君

子

余

が

微

衷

を

諒

こ

し

杜

撰

を

責

む

る

こ

ご

酷

な

る

な

か

ら

ん

こ

ご

を
」

ご

嘆

願

さ

れ

て

あ

る
○

素

よ

り

君

子

の

中

間

入

を

す

る

資

格

の

な

い
僕

だ

か

ら

除

外

例

こ

し

て

氣

に

入

ら

ぬ

所

は

遠

慮

な

く

酷

評

し

て

も

差

支

な

い
や

う

に

も

思

は

れ

る

が
、今

度

は

僕

の

方

に

都

合

が

わ

る

い
。

史

家

こ

し

て

の

大

屋

君

ご

僕

ご

は

研

究

科

目

か
ら

方

法

ま

で

違

ふ

か

ら

批

詐

な

ご

は

柄

で

な

い
。

さ

り

こ

て

默

つ

て

了

ふ

譯

に

も

行

か

露

か

ら
、左

に

聊

か

紹

介

に
加

へ
て

僕

ご

し

て

解

せ

ぬ

點

あ

れ

ば

教

示

を

仰

ぐ

程

度

に

止

め

て

書

い

て

見

る

積

り

で

あ

る
。

此

の
書

を

手

に

し

た

一
瞥

の

威

じ

は
、古

色

を

帶

び

さ

し

陀

ゆ

か

し

い
裝

頗

等
、
い

か

に

も

史

家

の

著

逑

ら

し

い
感

じ

を

與

へ

る
、菊

版

の

大

書

一
卷

百

三

十

一
頁
、初

め

總

読

よ

り
、次

ぎ

別

説

に

ノ

b

て

天

台

宗

に

於

け

る

太

子

の

信

仰

を

首

め

こ

し

て
、華

嚴

宗
亘
ハ
言

宗
、觀

音

信

仰
、時

宗
、律

宗
、禪

宗
、

眞

宗
、中

世

貴

族

階

級
、太

子

遺

物

及

遺

跡

崇

拜

ご

順

次

章

を

追

ふ

こ

ご

十

一
章
、最

後

の

決

論

を

加

へ
て

全

部

十

二
血
早
こ

な

つ

て

居

る
。

題

名

は

極

め

て

通

俗

で

あ

る

が
、中

を

搜

い

て

見

る

ご

佶

屈

贅

牙

の

漢

文

が

甚

だ

多

い
o

然

し
、そ

こ

に

史

家

の

眞

面

目

が

偲

ば

れ

て

う

れ

し

い
〇

一
々

古

記
.

録

を

引

い

て

思

想

の

基

く

典

據

を

明

示

し
、決

し

て

想

像

や

好

い

加

減

の

法

螺

で

な

い
.事

は

勿

論
、

中

々

珍

ら

し

い
も

の

が

引

い

て

あ

る

か

ら

研

究

上

裨

盆

す

る

點

少

く

な

い
。

故

に

面

自

可

笑

し

(33)



ぐ

讀

み

流

し

て

行

く

皮

讀

者

に

は

餘

リ

ギ

チ

/
丶

し

過

ぎ

て

讀

み
難

い

か

も

知

れ

ぬ

が
、歴

更

.家

や

眞

摯

な

研

究

者

に

は
迸

來

稀

に

見

る

價

値

あ

る
珍

書

で

あ

る

さ

い

ふ

批

評

も

敢

て

お

世

辭

で

　

な

か

ら

う
。

卷

首

に

入

れ

て

あ

る
光

明

本

曾

や

聖

皇

曼

茶

羅

の

寫

眞

を
初

め

二

十

種

の

寫

眞

が

入

れ

て

あ

る
。

如

上

は

外

的

輪

廓

で

あ

る

が
、内

容

に

至

つ

て

は

一

々

紹

介

の

限

り

で

は

な

い
。

然

し

大

體

は

總

読

に

述

べ

て

あ

る

太

子

信

仰

の

二

系

統
、即

ち

一
は

太

子

の

本

地

を

如

意

輪

觀

音

な

り

こ

い

ふ

信

仰

ご
、
一
は

各

宗

祕

師

ざ

太

子

こ

の

本

迹

關

係

を

認

め

て

信

仰

し

た

の

こ

を

そ

れ

み
丶

の

記

録

に

依

つ

て

徴

證

さ

れ

た

も

の

で

あ

る
。

法

華

經

を

講

鑽

し

叉

末

疏

ま

で

お
書

き

に

な

つ

た

日

本

佛

歡

の

開

祗

こ

い

ふ

て

差

支

な

い
偉

大

な

太

子

が

法

華

經

の

本

迹

思

想

か

ら

蓮

聯

し

て

種

々

な

信

仰

が

起

る

の

は

自

然

で

あ

ら

う

が
、ト

ニ

ヵ

ク

南

岳
、天

台

の

後

身

説

か

ら

傳

教

は

太

子

の

再

來

な

ご

い

ふ
信

仰

を

起

す

や

う

に

な

つ

セ

交

書

を

順

に

引

い

て

叙

し

て

あ

る

は

中

々

面

臼

い
。

次

に

華

嚴

宗

に

於

け

る

太

子

の

信

仰

こ

し

て

聖

武

天

皇

ご

太

子

ざ

の

本

迹

信

仰

を

擧

げ

ら

れ

だ

の

は
允

も

に

思

ふ

が
、聖

寶

僭

正

を

此

の

下

に

擧

げ

ら

れ

た

の

は

聊

か

不

審

で

あ

る
。

僭

正

は

三

論

宗

の

復

興

者

で

も

あ

り

叉

眞

言

宗

に

於

け

る

事

相

の

二

大

潮

流

の

一
セ

る

小

野

流

の

元

祕

で

あ

る
。

勿

論
、眞

言

宗

の

下

に

も

一
寸

出

て

は

居

る

が

華

嚴

宗

の

下

に

は

入

ら

ぬ

人

の

や

う

に

思

ふ
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今

こ

そ

東

大

寺

は

華

嚴

宗

で

あ

る

が
、昔

は

八

宗

兼

學

で

あ

る
。

故

に

聖

寶

が

建

て

た

東

甫

院

は

永

久

三

論

講

學

の

道

揚

こ

し

て

ゴ

あ

つ

た
。

故

に

是

は

三

論

宗

に

於

け

る

太

子

信

仰

こ

し

た

方

が

適

當

の

や

う

に

考

へ
ら

れ

る

が
、是

に

は

何

か

理

由

が

あ

る

の

で

あ

ら

う

か
。

今

一
つ

未

解

の

點

を

遠

慮

な

く

云

は

ふ

な

ら
、眞

言

宗

の

下

で

五

奪

曼

茶

羅

を

聖

皇

曼

茶

羅

ご

對

比

し

て

室

海

は

太

子

の

後

身

な

り

こ

い

ふ

信

仰

の

表

象

で

あ

る

こ

ご

疑

ひ

な

い
や

う

に

命

じ

ら

れ

た

が
、あ

の

五

愈

の

配

置

を

見

る

ご
、中

台

は

大

H

で

あ

つ

て
、四

方

に

夫

れ

み
丶

如

意

輪

.虚

塞

藏

弘

法
、太

子

ζ

い

ふ

や

う

に

豊

か

れ

て

居

る
。

是

は

中

台

法

界

體

性

智

の

四

用

こ

し

て

の

四

智

を

人

格

的

に

表

現

し

た

も

の

こ

見

る

な

ら
.寧

ろ

大

漑

の

化

身

こ

い

ふ

思

想

の

下

に

畫

か

れ

だ

も

の

こ

す

べ
き

で

は

な

か

ら

う

か
。

強

い

て

聖

皇

曼

茶

羅

ご

同

一
思

想

に

な

つ

た

も

の

こ

見

ね

ば

な

ら

ぬ

必

要

も

な

い

や

う

に

思

は

れ

る

が

如

何

で

せ

う
。

下

ら

ぬ

批

評

は

止

し

て

今

一

つ

威

じ

だ

點

を

紹

介

す

る

で

あ

ら

う
。

法

華

經

の

宗

歉

的
8生

命

で

あ

る

慈

悲

の

權

化

こ

し

て

叙

邇

さ

れ

て

居

る

普

門

品

の

主

人

公

な

る

觀

音

菩

薩

ご

太

子

こ

の

間

に

本

迹

信

仰

が

起

つ

て

か

ら
、淨

土

歉

の

方

に

太

子

が

濃

厚

な

關

係

を

持

ち

給

ふ

や

う

に

な

つ

た

思

想

の

經

路

で

あ

る
。

彼

の

優

婆

塞

宗

こ

し

て

の

眞

宗

の

如

き

な
、そ

の

信

仰

の

外

に
優

婆

塞

形

の

太

子

の

外

的

形

式

を

延

い

て

以

て

自

宗

信

條

の

最

古

典

型

者

こ

し

て

仰

鑽

し

て

居

る
事

が

種

々

の

丈
・を

引

い

て

叙

せ

ち

れ

て

あ

る
。

如

上

の

外

太

子
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の

遺

蹟
、遺

物

等

が

騨

聖

覦

さ

る

丶
程

に

民

間

信

仰

を

高

調

さ

し

て

史

實

な

ご
、如

何

に

太

子

が

我

が

國

民

の

上

に
偉

大

な

力

を

持

ち

給

ひ

し

か

を

證

す

る

に

足

る
。

啻

に

獨

り

宗

敏

方

面

の

み

の

功

勞

者

で

は

な

く
、太

子

が

そ

の

神

こ

し

て

崇

む

や

う

に
、其

他

我

が

國

文

化

の

開

拓

者

創

始

者

で

ま

し

ま

す

の

で

あ

る
。

然

し

斯

の

如

く

太

子

の

功

績

は

實

に

偉

大

な

も

の

で

あ

る

が
、太

子

文

化

の

中

心

は

奧

深

い
宗

教

信

仰

に

あ

る

こ

ご

を

忘

れ

て

は

な

ら

ぬ
。

如

上

各

宗

よ

り

太

子

を

信

仰

し

奉

る

こ

い

ふ

こ

ご

は
、畢

竟
、太

子

に

深

い
宗

教

信

念

が

あ

つ

た

か

ら

で

あ

る
。

恁

う

い

ふ

點

を

綜

合

し

て

現

代

を

考

ふ

る

に
、人

間

生

活

の

墓

調

を

爲

す

宗

教

信

仰

を

顧

慮

せ

す
、否

寧

ろ

之

を

嫌

惡

し

て

皮

相

な

國

政

や

文

化

を

論

す

る

現

代

人

は
葡
驅
く

太

子

の

憲

法

や

吋

的

精

棘

に

味

到

し

て

須

ら

く

熟

慮

反

省

す

べ
き

で

あ

る
。

こ

丶

に

著

者

が

今

囘

本

書

を

公

表

さ

る

丶
眞

意

が

あ

る

の

で

あ

ら

う
。

し

て

見

れ

ば
、此

書

の

一
面

は

確

か

に

研

究

的

態

度

で

は

あ

る

が
、他

面
、時

節

柄

現

代

人

を

覺

醒

さ

す

清

凉

劑

た

る

宣

傳

書

な

る

こ

ご

疑

ひ

な

い
。

吾

人

が

初

め

て

批

評

し

だ

逋

俗

の

題

目

が

こ

丶

に

了

解

さ

れ

る

終

り

に

蔽

み

氏

の
勞

を

謝

す

る

ご

倶

に
、切

に

先

輩

知

己

の

座

右

に

一
本

を

置

か

れ

む

こ

ご

を

薦

め

て

置

く
○

妄

評

多

謝
○
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