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表
現
を

含
む
）

の

言
葉
が

見
ら

れ
る

。

こ

れ
と
は

別
に

「

菩
提
」

・
「

念
仏

供
養
」

・
「

逆
修
」

と
い

っ

た

言

葉
も
見
ら

れ
る

。

こ

れ
以

外
の

も
の

は
、

お

お
よ

そ
銘
文
が

無
い
、

も
し

く
は

銘

文
か
ら

造
立
目

的
が

読
み

取
れ

な

い

も
の

で

あ
る

。

と

す
る

と
、

当
該
地

域
の
、

路
傍
の

地
蔵
の

多
く
は
、

「

二

世
安
楽
」

も
し

く
は

「

後
生

善
処
」

を

願
っ

て

造
立
さ

れ
た
も
の

と

考
え
ら

れ
る

。

こ

こ

で

早
く
も

道
祖
神
と

の

習
合
説
が

否
定
さ

れ
る
。

道

祖
神
の

職
能
を

ま
と

め
る
の

は

困
難
だ

が、

少
な
く
と

も、

道
祖
神
に

後

牛

善
処
を
願

う
こ

と
は
稀
で

あ
ろ
う

。

　

で

は
地
蔵
の

設

置
場
所
は

ど

う
だ
ろ

う
か
？
　
当
該
地
域
の

「

路
傍
の

地

蔵
」

八

卜
四

体
の

う
ち
、

村
境
に

祀
ら
れ
た
の

と

考
え
ら
れ

る
の

は
五

ヵ

所
に

過
ぎ
な
い

。

年
代
の

早
い

も
の

と

し
て

は、

杉
並
区

和
田
一

ノ

五

八
・

十

貫
坂
の

地

蔵
（

一

七
一

七

年
造
立）

が
あ
る

。

杉
並

区
井
草
一

ノ

三
・

井
草
観

音
堂
の

地

蔵
（
一

六

六
七

年
造

立）
・

杉
並
区

高
円
寺
南
五

ノ

三．
一
の

地

蔵
（

＝
ハ

七
六

年
造
立）
・

板
橋
区
大
谷
凵

ニ

ノ

十
三

の

地

蔵
（

一

六
七
七

年
造
立
）

に

比
べ

る

と
、

レ
貫
坂
の

地

蔵
は

年
代
的
に

遅

い
。

但
し、

十
貫
坂
の

地
蔵
は

、

悪
病
退

散
の

職

能
が

期
待
さ
れ

て

造
立

さ

れ
た

と

い

う
伝
承
を
持
つ

。

し
か

し
、

こ

の

職
能
は

中
世
地
蔵
信
仰
か

ら

の

継
承
と

見
な

す
こ

と

も
で

き
る
。

　

道
し
る
べ

の

職
能
は
ど

う
だ

ろ

う
か

？
　
地
蔵
の

道
し
る

べ

の

職
能
も

ま
た
道
祖
神
と

の

習
合
と

す
る

説
が
あ
る

。

当
該
地
域
に
於
い

て

道
し
る

べ

の

銘

文
を
持
つ

地

蔵
は

、

一

七
三

〇

年
以

降
一

般

的
に

な

る
。

ま

ず

「

二

世

安
楽
」

を
願
っ

て

路
傍
に
地
蔵

像
が

造
立
さ

れ

る

よ

う
に

な
り、

近
郊
の

農
民
が

江

戸
へ

野
菜
等
を

売
り
に

出
か
け
る

便
宜
を
図
る
た
め
、

一

七
三

〇

年

代
に

な
っ

て
、

道
し
る
べ

の

職
能
が
付
加
さ
れ
た
と

考
え
ら

れ

る
。

「

農
民
」

と
判

断
し
た
の

は
、

道
し
る
べ

の

銘
文
が

「

是
よ

り
口

道
」

・
「

ゑ

ど
屋
」

等
平
仮
名
と
漢

字
と
が

混
交
し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

　

当
該
地

域
に

関
す
る

限

り、

路

傍
に

地

蔵
が

造
立
さ

れ
た

の

は
、

も
と

も
と

「

二

世
安
楽
」

を

願
っ

て

で

あ
り

、

ま
た

、

道
祖
神
と

共
通
す
る
職

能
を

有
す
る

の

は
一

部
の

地

蔵
に

限
ら
れ

る
。

路
傍
に

地
蔵
が

祀
ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

道
祖
神
と
の

習
合
か

ら

で

は

な
い

。

路
傍
の

地
蔵

と

道
祖
神
と

の

習
合
は

後
に

生
じ

た

現
象
な
の

で

あ
る

。

神
概
念
を

め

ぐ
る

言
説
空

間

　

−
現
代
日
本
の

場
合

近

　
藤

　
光

博

　

本
研
究
で

は、

現
代
日

本
語
に

お
け
る
「

神
」

と
い

う
語
の

使
用
例
を

二

百
余
り
収
集
し

、

そ

の

意
味
内
容
を
分
析
す
る

と
と

も
に

、

こ

の

語
に

ま
つ

わ

至一．
己

説
空

間
を
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

の

成
立
の

在
り
方
と
い

う

観
点
か
ら

検
討
し

た
。

　
《

現
代
日
本
語
の

言
説
空
間
》

に

お
い

て

「

神
」

と
い

う
語
は、

あ

ま

り
に

自
由
闊
達、

ほ

と
ん

ど

無
原
則
な
か
た
ち
で

使
用
さ
れ
通
交
し

て

い

る
。

こ

れ

は

事
実
上
、

日

本
語
話
者
に

と
っ

て

「

神
」

と

い

う
語
が

ほ

と

ん

ど

無
内
容
に

等
し
い

と
い

う
こ

と
を
意

味
す
る
。

教
科
書
記
述
等
か

ら

判
断

す
る

限

り、

こ

う
し
た

情

況
に

対
し
、

国
家
権
力

も
規

制
を

設
け

ず、

む

し
ろ
こ

れ

を

追
認
し
て

い

る

と
み

な
し

う
る

。

　

現
代
日
本
語
の

「

神
」

と

い

う
語
は

「

西
洋
的
」

な
性
格
を

つ

よ

く
帯

び

る
よ

う
に
な
っ

て

い

る

（

そ
の

実
態
は

、

キ

リ
ス

ト
教
と

ギ
リ

シ

ア

神

話
の

無
自
覚
な
混

合
）

。

そ

の
一

方、

日

本
列
島
古
来
の

神
道

系
／
民
俗

系
の

「

神
」

「

神
々
」

の

観
念
も

、

必
ず
し
も

「

神
」

と
い

う

呼
び

名
／
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範
疇
に

引
き
付
け
ら
れ
て

は
い

な
い

も
の

の
、

依
然
つ

よ

く
息
づ

い

て

い

る
。

　

子
ど

も
向
け
の

メ

デ
／、

ア

／
コ

ン

テ

ン

ツ

に

は
、

優
し
く
恵
み

を
も
た

ら
す
「

神
様
」

が

し
ば

し
ば

登
場
す
る

。

大
人
も
ま

た
、

同
様
の

「

神
」

に

つ

い

て

語
る

が
、

必

ず
し

も
「

神
」

を

善
な
る

存
在

、

優
し

い

存
在
と

し

て

ば

か

り
は

み

な

さ

な
い

．

こ

こ

に

は、

日

常
生

活
の

善
悪
の

不

条

理
と
、

幼

少
期
以

来、

無
白
覚

な
ま

ま
に

植
え

付
け
ら

れ
て

き
た

右
記

「

神
」

観
念
と

の

齟
齬
・

葛
藤
の

様
が
み

て

と

れ

る
。

　

こ

の

よ

う
に

現
代
日
本
語
話
者
が、

か
な
り
豊
か
な
「

神
」

に

つ

い

て

の

語
り
を
も
つ

一

方、

彼
ら
／
彼
女
ら
は、

ま
さ

に

そ
の

「

神
」

の

実
在

に

つ

い

て

は

ひ

ど

く
あ
い

ま
い

な
ま
ま
に
す
ま
せ

る

傾
向
が

つ

よ

い
。

か

な

り
明
確
に

「

神
」

の

人

間
主

義
的
還
元
を
主
張

す
る

言
説
が

力
を

有
し

て

い

る
一

方
、

そ

れ

が

無
神
論
と
し

て

確
立

し

て

い

る

と
ま
で

は
い

え
な

い
。

「

神
」

の

実

在
性
は

あ
い

ま
い

な
ま
ま
に

さ

れ

て

い

る

か
、

も

し
く

は

端
的
に

不

問
に

付
さ
れ
て

い

る

と
い

う
の

が

実

情
で

あ
る．、

　

最
後
に

、

本
研
究
が
明
ら
か
に

し
た

重

要
な
点
と

し
て、

四

〇
代
〜
五

〇

代
の

男
女
の

日
本
語
話
者
の

な
か
に

は
、

お
そ
ら
く
は
一

般
に

想
定
さ

れ

る
以
上
に

豊
か
な
神
理
解
／
神
論
が

見
い

だ
さ
れ

る

こ

と
を

あ
げ
る

こ

と

が
で

き
る

。

二

〇

歳
前
後
の

若
者
に

は

そ
う
し

た

理

解
が

未
発
達
な
こ

と
か

ら
、

二

〇

代
か

ら
＝

6
代
の

期
間
を
通
じ
て
、

現

代
日

本

語
話

者
は

日

本
社

会
の

な
か

で
、

多
様
な
ソ

ー

ス

に

頼
り
つ

つ
、

何
ら
か
の

神
理

解

／

神
論
を
広
く

形
成
し
て

い

く
、

そ

の

よ

う
な
可
能
性
の

あ
る
こ

と

が

知

ら
れ
る

。

　

本
研
究
が
明
ら
か
に

し
た

こ

れ
ら
の

点
は、

ポ
ス

ト
宗
教
概
念
批
判
の

宗
教
学
が

取
り
組
む

べ

き、

…

般
的
な
宗
教
理
論
の

刷
新
に

と
っ

て
、

一

定
の

方
向
性
を

示
す
こ

と

が
で

き
る

。

な
ぜ
な

ら、
《

神
概
念
に

ま

つ

わ

る

現
代
日
本
の

言
説
空

聞
》

の

解
析
は
、

神
概
念
が
西
欧
キ

リ
ス

ト
教
世

界
由
来
で

あ
り、

日
本
の

歴

史
情
況
に

そ
ぐ
わ

な
い

こ

と
を

指
摘
す
る

に

と
ど

ま
ら

ず、

そ

れ

自
体
の

世

界
観

／
価
値
観

、

お

よ

び
そ
れ

に

対
応

す

る

個
人

的
・

集
合

的
な
諸

実
践
を
理

論
的
に

提
示

す
る

こ

と
が

で

き
る

か

ら

だ
。

　

具
体
的
に

は
、

現
代
凵
本
語
の

「

神
」

が

実
在

論
か
ら
自
由
で

あ
る

点

を
再
評
価
す
る

こ

と

が
有
効
だ

ろ

う
。

そ
れ
は
、

あ
る

柔
軟
で

融
通
無
碍

な
想
像
力
の
、

弱
く
柔
ら

か
な
通
交
と
、

そ
れ
に

伴
う
「

共
同
性
」

の

所

在
を
指
示
し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る．、

　

比
較
宗
教
論
／

宗
教
現

象
学
が

近
代
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
神
学
を
祖
形
に

す
る

こ

と
で

確
立
し

、

近

代
日

本
が

翻
訳
・

翻
案
し

定
着
さ

せ

る

に

ま
で

こ

ぎ
つ

け
た
、

一

般
的
な
抽

象
名
詞
で

あ
る

「

神
」

。

こ

の

語

を
あ
ら
た

め

て

歴
史
化

す
る

こ

と

は
、

（

宗
教

概
念
の

積

極
的
解
体
を
ま
で

視
野
に

お
さ
め
た
）

宗
教
理
論
の

刷
新
を
ま
で

視
野
に

お
さ
め

る

は

ず
だ

。
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