
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 lo 部会

天
理
教
原
典
m
に

お

け

る

　
　

「

か

し

も

の
・

か

り
も

の
」

の

理
澤

井

　一
　

郎

　

天
理

教
原
典
の

理

解
は
、

そ
の

記

述
に

導
か

れ
な
が
ら

も、

初
期
の

信

仰
者
の

遺
し
た

資
料
に

耳
を

傾
け

な
が

ら

深
め

ら

れ
る

べ

き
も
の

で

あ

る
。

原

典
は

教
義
の

源
泉
で

あ
り、

教
義
の

根
幹
が

記
さ

れ
た
『

お

ふ

で

さ

き
』

（
原

典
1

）

、

つ

と

め
の

地

歌
で

あ
る

『

み
か

ぐ
ら

う
た
』

（

原
典

H
）

、

具
体
的
な

問
題
に

対
す
る

指
導
の

こ

と
ば
で

あ
る

『

お

さ
し

づ
』

（
原

典
皿
）

か

ら

成
っ

て

い

る
。

　
「

か

し

も
の
・

か

り
も
の
」

の

理
は
、

「

教
え
の

台
」

と

言
わ
れ
て

き
た

ほ

ど
重

要
で

あ
り

、

天
理
教
の

教
え
を

理
解
す
る
上
で

避
け
る
こ

と

が

で

き

な
い

も
の

で

あ
る

。

こ

の

「

か

し
も
の
・

か

り
も
の
」

の

理
解
を
原

典

に

求
め
よ

う
と

す
る

と
、

「

か

し
も
の
」

あ
る

い

は

「

か

り

も
の
」

の

語

が

手
が
か

り
と

な
る

。

『

み
か

ぐ
ら
う
た
』

に

お

い

て

「

か

し
も
の
」

「

か

り
も
の

」

の

語
は

み

ら

れ
ず、

『

お

ふ

で

さ
き

』

に

お

い

て

も
六

首
の

お

歌
に

み

ら

れ
る

の

み

で

あ

る

が、

具
体
的
な

指
導
書
で

あ

る
『

お

さ

し

づ
』

に

お

い

て

は
、

「

か

し

も
の
」

「

か

り
も

の
」

「

か

し

も
の

・

か

り
も

の
」

「

か

り

も
の
・

か

し

も

の
」

の

語
が
三

五

七

箇
所
で

二

二

六

件
の

「

お

さ

し
づ
」

（
お

指
図
）

に

み

ら

れ
る

。

こ

れ
ら

の

諭
し

の

背
景
に

は

冖

定
の

教
理

理
解
が

あ
る

の

で

あ
っ

て
、

そ
の

こ

と
を

見
逃
し

て

し

ま
っ

て

は

十
分
な

理
解
が

得
ら

れ
な
い

。

　
「

か

し

も
の
・

か

り
も

の
」

の

理
が

諭
さ

れ
て

い

る

二

二

六

件
の

「

お

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ヘ

　
　ヘ
　
　

ヘ
　

　キ

さ

し

づ
」

の

う
ち、

身
上

願
と

「

お

さ

づ

け
さ

し
づ
」

（
お

さ

づ

け
の

理

拝
戴
の

こ

と
ば）

を

合
わ

せ

る
と
九

割
程
度
を

占
め

る
。

こ

こ

で

注
意
す

べ

き

こ

と

は、

「

お

さ

づ

け
さ

し

づ
」

は

明
治
二

三

年
七
月
に

お

さ

づ

け

の

「

お

か

き
さ

げ
」

と

し

て
一

定
と
な
り、

そ

れ
以

降
は

変
則
的
な

も

の

を
除
い

て

『

お

さ

し
づ
』

に

収
録
さ
れ

て

い

な
い

と

い

う
点
で

あ
る

。

こ

の

こ

と

を
ふ

ま

え

る
と、

「

か

し

も
の
・

か

り
も
の
」

の

理
は、

主
と

し

て、

「

お

さ

づ

け
さ

し
づ
」

に

お

い

て

諭
さ

れ

て

い

る

と

い

う

見
方
が
で

き
る

。

そ

れ
を

裏

付
け
る

よ

う
に、

「

お

さ

づ

け
さ

し
づ
」

の

内
容
ぷ
、

『

お

さ

し
づ
』

に

お

い

て

「

か

し

も
の
・

か

り
も

の
」

の

理
が

諭
さ
れ
る

場
合
の

基

本
線
と

な
っ

て

い

る
。

す
な

わ
ち
、

量
的
に

も
「

お

さ
づ

け
さ

し
づ
」

が

多
く、

内
容
的
に

も
そ

こ

で

の

諭
し

が

軸
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
「

お

さ
づ

け
さ

し

づ
」

の

内
容
が

『

お

さ

し

づ
』

に

お

け

る

「

か

し
も

の
・

か

り
も
の
」

の

理
の

諭
し
の

軸
に

な

っ

て

い

る

と

い

う
こ

と

は
、

別

席
と

密
接
に

つ

な

が

っ

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

も

あ
る

。

す

な
わ

ち
、

明

治
二

三

年
→

月
に

整
え
ら
れ

た

「

初
試
験
」

に

お

け

る

「

身
の

内
御
話
と

八
つ

の

ほ
こ

り
」

の

説
き
分
け
が
そ

の

背
景
に

あ
る

と

い

う
こ

と

を
示

し

て

い

る
。

そ

れ

を

心
に

覚
え
て

説
き

分
け
る

こ

と

が

で

き

な

け
れ

ば、

お

へ
　
　め
　
　

へ

さ

づ

け
の

理
を

拝
戴
す
る
こ

と
は

も
ち

ろ

ん、

別
席
の

御
話
を

聞
く
こ

と

さ

え

で

き
な
か

っ

た

の

で

あ
る

。

そ
れ

以
前
か

ら
も

大

事
な
教
理
と

し
て

心
に

治
め
ら
れ

て

き

た
か

ら
こ

そ、

「

初
試
験
」

の

内
容
が
「

身
の

内
御

話
と

八
つ

の

ほ

こ

り
」

に

定
め
ら
れ
た
と

い

う
こ

と

が
で

き

る
。

こ

の

道

の

広
ま
り
の

要
因
は

い

ろ
い

ろ
に

考
え
ら

れ

る

が、

こ

の

「

身
の

内

御
話

と

八

つ

の

ほ
こ

り
」

を
中
心
と

す
る
教
理
の

伝
達
が

そ
の

背
景
に

あ
っ

た

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。
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こ

の

よ

う
に

、

「

か

し
も
の
・

か

り
も
の

」

の

理

は、

「

身
の

内
御
話
と

八

つ

の

ほ
こ

り
」

の

教
理
と

セ

ッ

ト

で

理

解
す
べ

き
も
の

で

あ
る

。

よ

り

適
切
に

言
え
ぱ

、

こ

の

教
理
が

「

か

し
も
の
・

か

り
も
の
」

の

理

の

土
台

で

あ
る
と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

「

身
の

内
御
話
と

八
つ

の

ほ

こ

り
」

の

教
理
理
解
に

よ
っ

て、

原
典
に

お

け
る

諭
し

が

よ

り
明

確
な
も

の

と

な

る
。

「

か

し

も

の

・

か

り
も
の
」

の

教
理
を、

単
に

人

聞
と

そ
の

身
体
に

関
す
る

も
の

と

み

な

す

向
き

も

あ
る

が
、

そ
こ

に

は
、

神
の

守

護
や

世
界

の

治
ま

り、

そ
し
て
、

心
の

治
め

方
に

つ

い

て

の

根
本
的
な
洞

察
が

含
ま

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
「

か

し

も
の
・

か

り

も

の
」

の

理

解
を

通
し

て

み

て

き
た

よ
う

に、

き

わ
め
て

根
本
的
な

事
柄
が
、

当

然
の

事
柄
と
し
て

原
典
の

こ

と
ば

に

お

い

て

は

隠
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

隠
れ

た

土
台
を
浮
か

び

上
が

ら
せ

る

こ

と

に

よ

っ

て、

天
理

教
の

教
え
を
深
み

と

広
が

り
を
も
っ

て

理

解
す
る

こ

と

が

で

き
る
の

で

あ
る

。

戦
後
台
湾
に

お

け

る

生
長
の

家
の

受
容
層
の

変
遷

寺

　
田

　
喜
　
朗

　

本
報
告
は

、

戦
後
台
湾
に

お

け
る
生

長
の

家
の

展

開
と

受
容
層
の

変
遷

を

明
ら
か

に

す
る

こ

と
を

目
的
と

す
る

。

台
湾
に

お

け

る

生

長
の

家
の

展

開
は

、

董

芳
苑
・

瞿
海

源
・

藤

井
健
志

等
の

研

究
で

触
れ
ら

れ

て

い

る

が
、

断
片

的
な

記
述
に

留
ま
っ

て

い

る
。

筆
者
は、

一

九
九
六

年
か

ら

断

続
的
に

調
査

研
究
を

進
め
て

い

る

が
、

そ
の

成
果
を

ま

と

め

た

『
旧
植
民

地
に

お

け
る
日

系
新
宗

教
の

受
容
』

（

二

〇
〇

九
年
二

月）

と
、

本
年
八

月
に

行
っ

た

補
充
調
査
に

基
づ

い

て

本
稿
の

論
述
を

進
め

て

い

く
。

　
生

長
の

家
は
、

戦

後、

日

系

新
宗
教
の

中
で

は

最
も

早
い

時
期
に

布
教

を

再
開
し

た
が
、

創

価
学
会
（
約
十
万）
・

天
理

教
（

約
三

万）
・

真
如
苑

（

約
二

万）
・

佛
所

護
念
会
教

団
（
約
一

万
二

千）

等
と

比
べ

た

時、

教

勢
は

伸
び

悩
ん

で

い

る
。

ま

た

文
書
伝
道
を

核
と
す
る
こ

と

か

ら

メ

ン

バ

ー

の

流
動
性
が

高
い
。

現
在、

六
五
一

〇

部
の

機
関
誌
を
発
行
し

、

聖
使

命
会

員
は

四
二

八

四
人、

地
方

講
師
は
一

七
四

人
で

あ
る

（
二

〇
〇
九
年

六

月
現

在）
。

聖

使
命
会
員
の

中
に

は

名
目
上
の

信
者
も

含
ま

れ
、

地

方

講
師
資
格
者
の

中
に

も

休
眠
状
態
に

あ
る

者
が

散

見
さ

れ

る
。

以
下
で

は、

主

体
的
な

信
仰
を

保
持
し、

ア

ク

テ

ィ

ヴ
な
運
動
の

担
い

手
と

し

て

活
動
す

る

リ
ー
ダ
ー

層
を

中
心
に

論
を
進
め
る

。

　
戦

前
、

生
長
の

家
の

信
者
は
ほ

ぼ
在

留
邦
人
で

占
め
ら
れ
て

い

た
。

若

干
名
の

台
湾
人
信
徒
が

存
在
し

た
が
、

彼
ら
は

高
い

学
歴
／
日
本
語
リ

テ

ラ

シ

ー

を

有
す
る

日

本
教
育
エ

リ
ー

ト
で

あ
っ

た
。

誌
友
会
は

戦
時
下、

休
止
し

て

い

た

が
、

戦
後、

邦
人
引
揚
げ
に

よ
っ

て

全
滅
す
る
。

一

九
五

五

年
に

戦
前
か

ら

の

信
奉
者
で

あ
る
王

承
通

二

九
一

〇
ー
一

九
八

八）

が

独

力
で

布
教
活
動
を
開
始
し
、

彼
を
基
点
に

信

者
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が

形

成
さ

れ

る
。

戒
厳
令
下、

地
下
活
動
と

し
て

維
持
さ

れ
た

誌
友
会
の

参
加

者
は
、

日

本
語
リ

テ

ラ

シ

ー

を

有
す
る

高
学
歴
層
に

限

定
さ
れ

て

い

た
。

王
ら

は、

一

九
六

八

年
に

韻
文
の

雑
誌
を
発

刊
す
る

。

こ

れ
は

日
本
語
リ

テ
ラ

シ

ー
の

低
い

戦
前
世
代
の

低

学
歴

層
へ

の

布
教
を
企

図
し
て

編
ま

れ、

発
行
部
数
は

二

千
で

あ

つ

た
。

］

九
七
八

年、

戦
後
世
代
の

日
本
語

リ
テ

ラ

シ

ー

を

も
た

な
い

層
を

対

象
に

し

た

白
話
文
の

雑
誌
が

発

刊
さ

れ
、

最
大
で

五

千
部
発
行
す
る

。

一

九
八

四

年
に

は、

研
究
団
体
「

生
命
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