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か

な
い

。

平
穏
な

暮
ら

し
が

続
く

場
合
に

は、

不
要
な

文
書
は

そ
の

都
度

廃
棄
さ

れ
て

ゆ

く
の

で

あ
り、

ま
た

火
災
に

よ
る

タ
イ

ム

カ

プ
セ

ル

も

出

現
し

な

い
。

焼
か

れ

て

い

な
い

粘
土

板
文
書
は
水

分
に

弱
く

、

現

在
ま

で

残
存
す
る

率
は

低
い

。

現
時
点
で

の

文
書
の

数
と
い

う

観
点
か

ら

整
理
を

す
る
と
、

こ

れ
ま

で

の
一

五

〇

年
間
に

十
数
万
点
の

文
書
が

公
刊
さ
れ
た

が、

約
二

倍
の

文

書
が

博
物
館
な
ど
で

今
後
の

公

刊
を

待
っ

て

い

る
。

今

後
発
見
さ

れ

る

文

書
は

さ

ら
に

多
い

。

し
か

し
ほ

ぼ

無
限
に

多
い

の

は、

す
で

に

失
わ

れ
た
文

書
の

数
で

あ
る

。

　
二

〇
世

紀
半
ば
に

は

ア
ッ

シ

リ
ア

学
者
た

ち
に

よ

っ

て

文
書
の

「

実
証

的
」

な

研
究
が
目

指
さ
れ

る

よ
う
に

な

り
、

本
格
的
な
ア

ッ

カ

ド

語
辞
書

の

編
纂
が

開
始
さ
れ

た
。

そ

の

こ

ろ

A
・

L
・

オ
ッ

ペ

ン

ハ

イ
ム

（
一

九

六

四

年
）

が、

「

西
洋
人
」

に

と

っ

て

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

宗

教
は

理

解
で

き

な
い

し
、

理

解
し
た
い

と

も

思
え
な
い

と

吐

露
し

た

こ

と

は、

西
欧
文
明

の

「

呪
縛
」

の

な
か

で

は

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

宗
教
を

論
じ

ら

れ
な
い

こ

と

の

宣

言
で

あ
っ

た
と
み

る
こ

と

が

で

き
る

。

し

か

し

今
日
で

は
西
欧
ア

ッ

シ

リ

ア

学
で

も
「

呪

縛
か

ら
の

解
放
」

が
進
み

、

「

宗
教
文

書
」

の

研
究
が

盛
ん
に

な

っ

て

き
た

。

　
古
代
宗
教
研
究
で

は
入

手
可
能
な

資
料
の

偏
り

の

ほ

か

に
、

イ
ン

フ

ォ

ー

マ

ン

ト
や

実
際
の

儀
礼
が

欠
け
て

い

る

こ

と

が

痛
手
と

な
る

。

し
か

し

発
表
者
は

、

さ
ま
ざ
ま
な

地
域、

特
に

日

本
の

民
俗
宗
教
と

の

比

較
研
究

に

よ
っ

て
、

西
欧
ア

ッ

シ

リ
ア

学
の

限
界
を

超
え
る

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

宗
教

の

研
究
法
を

見
出
し
得
る

と

考
え

る
。

た

と
え

ば
欧

米
の

辞
書
で

「

呪
術

（
師）
」

「

呪

文
」

「

邪
術
（
師）
」

な

ど
と

さ

れ
て

き

た

も
の

の

再
検
討
に

は、

原
文
の

精
査
だ
け
で

な

く
、

豊
富
な

情
報
と

資
料
を

も
つ

様
々

な
民

俗
宗
教
と

の

比
較
が
有
益
で

あ
る
。

近
年
の

研
究
に

よ
っ

て

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

の

主
要
な

宗
教
的
職
能
者
で

あ
る

ア
ー
シ

プ

（
辞
書
で

は

「

悪
魔
払
い

師
」）

は
、

多
様
な

職
種
の

人
々

を

擁
す
る

集
団
を

形
成
し

て

神
殿
に

属

し
、

さ

ま
ざ

ま
な

「

唱
え

ご
と

」

（
シ

プ

ト
ゥ
、

辞
書
で

は

「

呪
文
」）

と

儀
礼
行
為
を

組
み

合
わ

せ

て

浄
化、

除
災、

病
気
治
療

、

神
像
の

制
作
と

修
復
儀
礼
な

ど
を

行
っ

て

い

た
こ

と
が

わ

か

っ

て

き

た
。

「

マ

ク

ル

ー
」

と

よ

ば
れ
る

ア
ー

シ

プ

の

文

書
の

な
か

で

は、

い

わ

ゆ

る
「

邪

術
」

（
キ

シ

ュ

プ
、

イ

プ

シ

ュ

な
ど
）

の

被
害
を
訴
え
る

人
が
、

そ

の

犯
人
と

し

て

の

様
々

な
種

類
の

「

邪

術
師
」

（

カ

ッ

シ

ャ

ー
プ
、

エ

ー
ピ

シ

ュ

、

サ

ー

ヒ

ル

な
ど

）

に

そ

れ
ぞ
れ

の

「

邪
術
」

を
返
す
こ

と

を
ア

ー

シ

プ
に

依
頼

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

宗

教
文
書
を

日
本
語
に

訳
す
た

め

に

は、

日

本

に

お

け
る

対
応
物
と

そ
の

背
景
を
比

較
考
察
す

る

こ

と

が

必

要
と

な
る

。

ま

た
そ
れ
に

よ

っ

て

メ

ソ

ポ

タ
ミ

ア

宗
教
の

新
た

な

理
解
も

可
能
に

な
っ

て

ゆ
く。

戦
間
期
ハ

ワ

イ

日

系
宗
教
と

　
　
　

二

つ

の

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

高

橋

典

史

　
近

代
以
降

、

日

本
の

領
土
拡
張
や

海
外
移
民
の

増
加
と

い

う
流
れ

の

な

か

で
、

日
本
に

ル

ー
ツ
を

も
つ

多
く
の

宗
教
集
団
が

、

海
外
地
域
に

お

い

て

さ

ま

ざ
ま

な

活

動
を

行
っ

て

き
た

。

そ
の

な
か

で

も
、

「

日

本
」

と

い

う
ナ

シ

ョ

ナ

ル

な

領
域
を

越
境
し
た

集
団
に

と

っ

て

は、

口
本
と

移
動
先

の

二

つ

の

国
家
へ

の

対
応
が

必
要
で

あ
っ

た
。

そ

う
し
た
集
団
も
ま

た
、

近
代
日

本
に

お

け

る
「

宗

教
と

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム
」

の
一

側

面
で

あ
ろ
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う。

そ
こ

で
、

本
報
告
で

は
、

ホ

ー

ム

ラ

ン

ド

（
11
日

本
）

と

の

関
わ
り

に

着
目
し

て、

海
外
の

日
系
移
民
の

在

住
地

域
で

あ
る
ハ

ワ

イ

に

お

け
る

臼
系
宗
教
の
、

そ

の

国
家
を

め

ぐ
る

意

識
を

明
ら
か

に

し
た

。

　
一

九
三

〇

年
代
以

降
の

在
米
日
系

社
会
で

は
、

日
中
戦
争
へ

の

支
援、

民
族
主
義
的
な

言
説
の

頻
出

、

皇
紀
二

六
〇

〇
年
の

奉
祝
行

事
な
ど、

凵

本
ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ

ム

が

高
揚
し

た
。

た

だ
し
、

当

時
の

日
系
社
会
の

国
家

へ

の

コ

ミ

ッ

ト
メ

ン

ト

は、

ホ

ー

ム

ラ

ン

ド

で

あ
る

日
本
の

み

限
定
さ

れ

た
も

の

で

は

な

く、

日

米

両
国
に

ま

た
が

る

も

の

で

あ

っ

た
。

そ

の

た

め
、

本
報
告
で

は
、

戦
間
期
の

日

系

宗
教
が

関
わ
っ

た

主

要
な

出

来
事

を、

ホ

ー

ム

ラ

ン

ド

で

あ
る

日

本
に

対
す
る

意

識
だ

け

で

な

く、

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
に

対
す

る

姿
勢
の

両
面
か

ら

探
っ

た
の

で

あ
る

。

　
一

九
二

六

年
一

二

月
二

五

日
の

大
正

天
皇
崩
御
を
め

ぐ

る

日
系

宗
教
界

の

動
向
で

は
、

主
要．
な

仏
教
宗
派
や

神
社
で

は

追
悼
の

行
事
が

数

多
く
行

わ

れ、

日

系
社
会
を
あ

げ
て

天
皇
の

崩
御
を

悼
ん

だ
。

そ

し
て

、

｛

九
二

八

年
十
】

月
の

昭

和
天

皇
即
位
の

大

礼
に

お

い

て

も
、

奉
祝
会
が

盛
大
に

挙
行
さ
れ

た
。

当
時
の

新
聞
報
道
で

も、

皇

室
へ

の

崇
敬
が
主

張
さ

れ
て

お

り、

文

化
ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

と

し

て

の

日

本
ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ

ム

が

日
系

社
会
に

お

い

て

広
く
共

有
さ

れ

て

い

た
こ

と

が

分
か

る

（
た
だ
し

、

あ
く

ま

で

そ
れ
は、

市
民
と

し
て

の

ア

メ

リ
カ

へ

の

忠
誠
に

反
し
な
い

限
り
で

の
、

日
本
へ

の

コ

ミ

ッ

ト
メ

ン

ト

で

あ
る

の

だ
が）

。

　

次
に

、

一

九
二

〇
年
代
の

日
系

仏
教
界
に

お

け
る

最
大
の

イ
ベ

ン

ト
の

…

つ

で

あ
っ

た

第
一

回
汎
太
平

洋
仏
教
青
年
大
会
（
〜

九
三

〇

年
七

月、

ホ

ノ

ル

ル

開

催
）

を

と

り
あ
げ
て、

当
時
の

仏
教
関

係
者
の

意
識
と

そ

れ

に

対
す
る

日
系

社
会
側
の

ま
な

ざ
し

を、

お

も

に

新

聞
報
道
か

ら

検
討
し

た
。

大

会
を

通
じ
て

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

の

色
彩
は

薄
く、

東
西
文
明
の

融

和
、

民
族
の

協
調、

仏
教
の

世

界
進
出
と

い

っ

た

主

張
が

多
く
み

ら
れ

る
。

た

だ

し
、

当
時
の
ハ

ワ

イ
（
ア

メ

リ
カ）

の

ロ

ー
カ

ル

な

コ

ン

テ

ク

ス

ト

か

ら

解
釈
す
る

な
ら

ば、

こ

う
し

た
主
張
は
、

白
入
支
配
者
層
の

日

本
人
お

よ

び

仏
教
に

対
す

る

差
別
や

抑
圧
へ

の

宗
教
を
通
じ

た

抵
抗
で

あ

り、

白
己
正

当
化
で

あ
っ

た
と

も
い

え

る
。

　

そ

し
て

、

皇
紀
二

六
〇
〇

年

2
九
四
〇
年）

を

め

ぐ
る

冖
系
宗
教
の

動

向
に

つ

い

て

も

考
察
し
た

。

皇
紀
二

六
〇
〇
年
の

奉
祝
行
事
の

多
く

を

担
っ

た

神
社
界
で

あ
る
が
、

前
田

孝

和
が

指
摘
す

る

よ

う
に
、

同
年
は、

ハ

ワ

イ
の

神
社
界
が

現
実
的
な
ア

メ

リ
カ

化
に

迫
ら

れ

た

時
期
で

も

あ
っ

た
。

そ
し
て

、

神
社
だ
け

で

な
く、

仏
教
界
で

も

ア
メ

リ

カ

化
を

志
向
し

つ

つ

も、

各
種
の

奉
祝
の

催
し
が
挙
行
さ
れ

た
。

こ

う
し

た

動
き

に

は、

米
国
の

市
民
ナ

シ
ョ

ナ
リ

ズ

ム

と、

仏
教
と

結
び
つ

い

た

日

本
の

文
化
ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

並

存
を
読
み

と

る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

の

な

か

で、

当

時
の

仏
教
界
の

関
心
事
と

し

て
、

米
国
市
民
で

あ
る

日
系
二

世
の

教
化
・

教
育
が

あ
っ

た

こ

と

は
注
目
に

値
す
る

。

米
国
市
民
権
を

有
す
日

系
二

世

こ

そ

が
、

悪

化
す
る

日
米
関
係、

衝
突
す
る

東
西
文
明
の

仲
介
役
と

な
っ

て

く
れ
る
だ
ろ

う
と

い

う

期
待
が

寄
せ

ら

れ
た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に
、

一

九
二

〇
年
代
後
半
か

ら
一

九

四
〇
年
代
に

か

け

て

の

ハ

ワ

イ
の

日
系

社
会
に

お

け
る

宗
教
と

国
家
を
め

ぐ
る

動
向
に

は、

ハ

ワ

イ
・

ア

メ

リ
カ

社
会
へ

の

適
応
の

志
向
性
と、

日

本
へ

の

愛

着
の

存
続
と

い

う
二

つ

の

傾
向
を

看
取
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

日

米
の

二

つ

の

国
家
の

境

界
に

位
置
す
る
ハ

ワ

イ

と

い

う
地
に

お

い

て
、

い

ず
れ

の

国
家
に

も
包

摂
さ

れ

き

れ
な

い

か

た

ち

で

の

存
続
を
模
索
し

た

目
系
宗
教
の

歴
史
は、

「

宗
教
と

国
家
」

を
め

ぐ
る

問
題
に

何
ら

か

の

示

唆
を

与
え

て

く
れ

る

だ

ろ
う

。
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