
8 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

身
は
忘
れ
ら
れ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
論
述
集
や
説
教
の
み
が
脚

光
を
浴
び
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
こ
う
ま
で
高
く
評
さ
れ

る
の
は
、
同
会
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
続
い
て
パ
リ
大
学

で
教
鞭
を
執
っ
た
俊
秀
で
、
ザ
ク
セ
ン
管
区
長
ま
で
務
め
る
ほ

ど
に
信
望
が
厚
く
か
つ
宗
務
能
力
に
長
け
た
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
思
想
は
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
枠
を
越
え
出

て
、
さ
ら
に
自
ら
の
体
験
か
ら
超
越
者
と
魂
の
関
係
を
極
め
て

大
胆
か
つ
自
由
に
と
ら
え
、
知
性
の
観
点
を
重
視
し
て
、
両
者

の
「
一
な
る
関
係
」
を
弛
ま
ず
説
い
た
点
に
あ
る
。

そ
う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
日
本
で
は
仏

教
側
と
く
に
禅
仏
教
の
研
究
者
は
、
彼
の
思
想
に
他
宗
教
と
の

対
話
の
可
能
性
を
読
み
と
り
、
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
た
。

鈴
木
大
拙
は
若
い
時
期
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
深
い
印
象
を
受

日
本
で
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
タ
ウ
ラ
ー
の
評
価

一
．
禅
仏
教
側
の
評
価

日
本
で
は
タ
ウ
ラ
ー
は
い
ま
だ
本
格
的
に
研
究
さ
れ
て
い
な

い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
比
較
し
て
、
研
究

書
や
論
文
の
数
は
極
端
に
少
な
い
。
日
本
で
は
古
く
は
佐
藤
繁

彦
『
神
の
人
タ
ウ
ラ
ー
』（
一
九
二
一
年
）、
宮
内
彰
『
ヨ
ハ
ン
・

タ
ウ
ラ
ー
』（
一
九
五
七
年
）
の
翻
訳
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
す

で
に
絶
版
で
入
手
は
困
難
で
あ
る
。
か
つ
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
、
教
皇
が
そ
の
教
条
に
異
端
ま
た
は
異
端
の
嫌
疑
あ
り
と
判

決
を
下
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
の
多
く
は1

、
同
じ
ド
ミ
ニ

コ
会
士
で
あ
っ
た
タ
ウ
ラ
ー
を
著
者
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た

経
緯
が
あ
る
が
、
現
在
は
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
た
タ
ウ
ラ
ー
自

研
究
発
表
Ⅳ   

タ
ウ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
の
可
能
性

―
―

日
本
で
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
受
容
と
の
関
連
に
お
い
て―

―

橋
本
裕
明
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け
て
以
来
、
晩
年
に
至
る
ま
で
、
こ
の
不
世
出
の
神
秘
家
の
著

作
を
読
み
続
け
た2

。
彼
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
「
決
定
的

に
仏
教
思
索
に
由
来
す
る
も
の
と
太
鼓
判
を
押
し
て
然
る
べ
き

も
の
の
よ
う
に
感
じ3

」
る
ほ
ど
に
、
と
り
わ
け
禅
仏
教
と
の
類

似
性
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
体

験
が
、
結
局
、
仏
教
徒
の
そ
れ
と
全
く
異
な
る
も
の
で
な
い
こ

と
を
、
ま
す
ま
す
強
く
確
信4

」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
こ
う
し
て
鈴
木
の
目
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
既
成
の
ス

コ
ラ
神
学
的
枠
組
み
を
突
破
し
て
、「
以
前
の
（
キ
リ
ス
ト
教
の
）

先
覚
者
の
大
部
分
の
人
た
ち
が
触
れ
た
こ
と
の
な
い
（
精
神
的
）

境
涯
に
入
っ
て
行
く5

」（
括
弧
内
筆
者
）
の
を
確
認
す
る
。
そ
れ

は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
神
と
人
間
が
共
に
そ
の
被
造
性
を
脱
ぎ

捨
て
た
次
元
で
一
で
あ
る
点
に
真
の
救
い
を
見
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
さ
い
鈴
木
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
が
汎
神

論
と
さ
れ
た
誤
解
あ
る
い
は
曲
解
を
正
そ
う
と
し
て
、
こ
の
神

秘
家
が
被
造
物
と
創
造
主
の
間
の
区
別
を
強
調
し
て
い
る
点
に

注
意
を
喚
起
し
た6

。
そ
し
て
彼
は
、「
神
が
造
物
主
と
し
て
愛
で

あ
る
限
り
、
神
は
決
し
て
被
造
物
の
外
側
に
存
在
す
る
は
ず
は

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
神
と
人
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
も
全
く
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
受

け
取
っ
て
は
な
ら
ぬ7

」
と
述
べ
て
、
神
と
人
間
の
存
在
論
的
差

異
に
基
づ
く
「
一
な
る
関
係
」
を
明
確
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に

鈴
木
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
後
進
で
あ
っ
た
タ
ウ
ラ
ー
に
も
禅

を
認
め
た
。
鈴
木
は
、「
こ
れ
ま
で
は
仏
教
中
の
、
所
謂
る
教

外
別
伝
な
る
も
の
の
み
が
、
本
当
の
禅
で
あ
つ
て
、
こ
ん
な
も

の
は
ど
こ
に
も
な
い
や
う
に
思
わ
れ
た
れ
ど
、
よ
く
調
べ
て
み

れ
ば
、
禅
の
特
質
を
具
へ
て
、
唯
そ
の
外
形
を
異
に
せ
る
も
の

が
、
ど
こ
に
も
あ
る8

」
と
述
べ
、
タ
ウ
ラ
ー
の
立
場
を
「
基
督

教
禅9

」
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
、
タ
ウ
ラ
ー
が
絶
対
の
神
に
つ

い
て
、
人
間
の
知
力
に
は
眩
し
す
ぎ
て
闇
と
し
か
映
ら
な
い
と

い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
語
っ
た
と
か
、
神
を
「
黒
暗
暗
の
無
底

坑
ア
プ
グ
ル
ン
ト0

」
と
呼
び
、そ
れ
に
到
達
す
る
に
は
「
途
な
く
、

橋
な
く
、
轍
も
な
いa

」
と
述
べ
た
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま

た
タ
ウ
ラ
ー
の
言
う
神
の
無
は
、「
な
に
も
か
も
奪
ひ
と
つ
た
無

で
は
な
く
し
て
、
な
に
も
か
を
も
与
へ
て
の
無
、
即
ち
万
有
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
の
無
な
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
こ
れ
は
分
別
上
の

無
で
な
く
し
て
実
地
に
心
の
上
に
経
験
し
た
無
で
あ
る
。
此
辺
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の
呼
吸
を
よ
く
呑
み
込
む
と
タ
ウ
ラ
ー
の
基
督
教
禅
は
直
ち
に

わ
が
仏
教
禅
と
一
致
す
る
や
う
に
な
るb

」
と
し
て
、
虚
無
主
義

の
無
と
は
全
く
異
質
の
、
仏
教
的
空
に
通
じ
る
絶
対
無
そ
の
も

の
を
述
べ
て
い
る
。
次
に
、
鈴
木
は
人
間
の
側
に
目
を
移
し
て
、

霊
的
貧
に
つ
い
て
語
り
、
タ
ウ
ラ
ー
は
キ
リ
ス
ト
者
が
「
自
我

を
超
脱
し
た
る
キ
リ
ス
トc
」
自
身
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
と
す

る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、「
心
の
源
底
（「
根
底
」
を
指
す
）
を

つ
く
し
て
神
に
傾
け
注
ぐ
こ
と
に
よ
り
て
得
べ
きd

」（
括
弧
内
筆

者
）
事
態
で
あ
り
、
神
性
に
向
け
て
被
造
界
へ
の
執
着
を
捨
て

切
り
、
霊
の
絶
対
的
貧
に
達
す
る
こ
と
で
実
現
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。こ
の
よ
う
に
鈴
木
は
、禅
を
あ
く
ま
で
広
義
に
と
ら
え
て
、

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
を
禅
と
同
質
的
で
あ
る
と
判
断
し
たe

。

こ
の
よ
う
に
、
仏
と
衆
生
の
一
如
を
強
調
す
る
禅
的
立
場
か

ら
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
と
人
間
の
霊
的
「
一
」
の
思
想
は

共
感
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
谷
啓
治
は
さ
ら
に
鈴
木
よ
り

も
こ
の
一
の
事
態
に
集
中
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
神

と
人
間
の
一
を
、
人
間
が
無
と
な
っ
て
神
を
受
け
る
と
い
う
、

通
例
の
神
秘
主
義
の
あ
る
種
の
能
動
‐
受
動
関
係
と
し
て
は
と

ら
え
て
お
ら
ず
、
人
間
と
神
が
相
互
に
そ
の
主
体
性
を
徹
底
し

た
上
で
の
一
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

脱
自
的
に
無
相
と
な
っ
た
人
間
と
、
同
時
に
自
己
の
有
相
を
脱

ぎ
捨
て
て
無
相
と
な
っ
た
神
（
＝
神
性
）
が
、
作
き
に
お
い
て

一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
こ

の
相
互
の
否
定
的
媒
介
に
よ
る
一
の
立
場
を
、
あ
る
種
の
女
性

神
秘
家
た
ち
と
は
異
な
る
「
醒
め
た
宗
教
的
知
性f

」
に
裏
打
ち

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
知
性
の
透
徹
に
し
て
大
膽
な
る
と

精
神
の
高
邁
闊
達
な
る
こ
と
に
於
て
最
も
男
性
的g

」
な
思
想
と

と
ら
え
た
。
し
か
し
こ
の
立
場
は
、
後
進
の
タ
ウ
ラ
ー
や
福
者

ゾ
イ
ゼ
に
お
い
て
「
頂
上
よ
り
下
りh

」、「
穏
健
、
無
難
に
さ
れ

る
代
わ
り
に
、そ
の
強
さ
と
深
さ
を
失
っ
たi

」と
い
う
の
で
あ
る
。

西
谷
に
よ
れ
ば
、
タ
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

境
地
は
「
信
仰
の
立
場
と
の
調
和j

」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
ゾ
イ

ゼ
で
は
「
受
苦
の
神
秘
主
義
や
情
感
の
神
秘
主
義
と
の
結
合k

」

に
逆
戻
り
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
西
谷
は
あ
く
ま
で
も
宗

教
的
知
性
の
面
で
の
比
較
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二

人
は
そ
の
点
で
は
確
か
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
並
び
得
な
い
か
も

知
れ
な
い
が
、
彼
ら
の
思
想
的
営
為
は
そ
れ
に
よ
っ
て
決
し
て

過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
の
特
性
を
生
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か
し
て
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
うl

。

ま
た
上
田
閑
照
氏
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
、
自
我
意

識
か
ら
の
徹
底
的
離
脱
と
神
の
被
造
性
の
突
破
に
よ
る
一
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
見
、
そ
の
一
か
ら
日
常
底
へ
の
還
帰―

―

こ
れ

は
上
田
氏
に
よ
れ
ば
〈
非
神
秘
主
義
〉
と
な
る―

―

を
理
解
し
、

以
て
そ
の
過
程
と
禅
の
「
十
牛
図
」
の
八
、九
、十
図
の
体
験
内

容
と
の
類
似
性
を
深
く
考
察
し
た
。
し
か
し
上
田
氏
の
思
索
の

独
自
性
は
さ
ら
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
無
相
の
神
は
、

禅
で
説
か
れ
る
絶
対
無
た
る
作
き
の
無
で
は
な
く
、
実
体
と
し

て
の
一
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
無

で
あ
る
被
造
物
に
一
な
る
実
体
と
し
て
の
神
性
が
対
峙
す
る
と

い
う
相
対
的
二
元
性
が
残
っ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

縁
起
的
関
係
を
説
く
仏
教
と
は
全
く
別
物
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
と
禅
は
究
極
の
と
こ
ろ
で
全
く
異
な
る
思
想
的
核
を
顕
か

に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
るm

。
そ
の
こ
と
は
結
局
、
単
純
化

す
れ
ば
、
西
洋
と
東
洋
は
こ
の
信
仰
論
理
の
上
で
は
、
決
し
て

相
容
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
論
理
の
違
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
例
え
ば
、
超
越
者
と
魂
の
一
は
体
験
の
面
か

ら
す
れ
ば
、
西
洋
と
東
洋
と
い
う
違
い
を
超
越
し
て
全
く
同
質

だ
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
体
験
後
の

反
省
に
お
い
て
、
ス
コ
ラ
学
で
修
練
し
た
対
象
論
理
的
・
二
元

論
的
思
考
の
枠
組
み
で
と
ら
え
た
が
ゆ
え
の
宿
命
的
な
結
果
で

あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、禅
の
師
家
で
あ
る
窪
田
慈
雲
氏
な
ど
は
、「
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
〈
神
性
の
無
〉
と
、
禅
で
言
う
〈
無
限
・

絶
対
・
一
元
の
自
己
の
本
質
〉
も
し
く
は
〈
人
空
法
空
の
本
質
〉

と
は
、
表
現
は
異
な
る
が
そ
の
中
身
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
私

は
考
え
る
。
し
か
も
そ
れ
は
徹
底
し
た
〈
我
性
〉（
自
我
）
か
ら

の
脱
却―

―

自
己
を
忘
ず
る
と
い
う
体
験―

―

に
よ
っ
て
の
み

手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
るn

」
と
述
べ
、
双
方
の
体
験
の

次
元
で
の
同
質
性
を
考
え
て
い
る
。
さ
て
上
田
氏
は
タ
ウ
ラ
ー

と
ゾ
イ
ゼ
に
つ
い
て
は
、「
師
の
立
場
を
高
く
保
ち
な
が
ら
、
前

者
は
再
び
信
仰
に
よ
る
実
践
の
立
場
を
、
後
者
は
再
び
合
一
の

神
秘
主
義
を
、
そ
れ
ぞ
れ
生
か
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
精
神
を
よ
り
近
づ
き
易
い
も
の
に
し
たo

」
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
西
谷
よ
り
も
両
者
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
自
身
は
彼
ら
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ

ず
、
ひ
た
す
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
焦
点
を
絞
り
、
禅
思
想
と
の
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比
較
に
お
い
て
先
駆
的
研
究
を
残
し
たp

。
こ
こ
に
は
氏
自
身
に

よ
る
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
三
巨
星
内
の
評
価
が
反
映
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

二
．
キ
リ
ス
ト
教
側
の
評
価

こ
の
よ
う
に
禅
仏
教
哲
学
者
は
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
内
部

で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
重
要
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

キ
リ
ス
ト
教
側
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
で
は
、

神
秘
主
義
は
一
般
に
否
定
神
学
と
し
て
、
ト
マ
ス
に
代
表
さ
れ

る
肯
定
神
学
に
対
し
て
傍
流
で
あ
り
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界

で
は
い
ま
だ
に
本
格
的
な
研
究
が
現
れ
て
い
な
い
。
カ
ト
リ
ッ

ク
で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
今
な
お
異
端
を
解
か
れ
て
い
な
い
事

情
も
あ
っ
て
か
、
彼
に
つ
い
て
の
発
言
は
少
な
く
、
ま
た
信
仰

に
よ
る
救
い
を
強
調
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
神

と
人
間
の（
霊
的
）一
の
問
題
は
往
々
に
し
て
関
心
の
外
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
長
年
に
わ
た
り
禅
の
修
行
を
し
た
イ
エ
ズ
ス

会
の
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
ま
ず
「
生
活
の
場
」

(Sitz im
 Leben)

に
戻
し
、
彼
が
担
っ
た
宗
務
者
と
し
て
の
役
割

や
、
教
導
職
の
実
践
を
明
確
に
し
た
上
で
、
こ
の
神
秘
家
が
到

達
し
た
次
元
と
禅
の
見
性
体
験
の
類
似
性
を
述
べ
て
い
る
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ま
ず
以
て
ド
ミ
ニ
コ
会
の
管
区
長
の
任
ま
で
果

た
し
た
高
位
聖
職
者
で
あ
り
、
同
時
に
優
秀
な
学
者
か
つ
断
固

た
る
説
教
司
牧
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
神
秘
家
と
し
て
西
洋
中
世

の
キ
リ
ス
ト
者
を
真
理
に
導
く
こ
と
を
使
命
と
し
、
そ
の
司
牧

を
行
っ
た
。
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
路
線
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、「
ト
マ
ス
の
教
え
を

自
ら
の
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
に
お
い
て
展
開
しq

」
た
が
、
そ

れ
は
「
哲
学
者
ら
の
神
で
あ
る
〈
考
え
ら
れ
た
神
〉
と
、
自
己

放
棄
し
、
我
意
的
で
な
く
な
っ
た
人
間
の
〈
生
き
た
神
〉
の
間

の
対
立
を
克
服
す
るr

」
方
向
で
あ
り
、
畢
竟
そ
れ
は
、
直
接
経

験
に
よ
る
神
と
人
間
の
「
同
一
性
」
の
限
界
に
ま
で
達
す
る
も

の
だ
と
考
え
て
い
るs

。

し
か
し
同
時
に
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
神
の

愛
に
よ
る
人
間
と
の
（
霊
的
）
一
を
説
い
た
と
し
て
お
りt

、
そ

う
で
あ
れ
ば
、
神
が
ま
ず
愛
し
た
と
い
う
そ
の
先
行
的
作
き
ゆ

え
に
、
鈴
木
大
拙
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
と
魂
の
存
在
論
的

区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
西
洋
中
世
神
学
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の
流
れ
か
ら
読
み
取
り
、
さ
ら
に
自
己
の
参
禅
体
験
か
ら
そ
こ

に
禅
の
見
性
体
験
と
の
類
似
性
を
看
取
し
、
不
可
視
の
神
性
へ

の
沈
潜
を
求
め
る
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
者
の
た
め
に
禅
的
観
想

の
道
を
拓
き
、
そ
の
著
述
と
観
想
指
導
（
神
瞑
窟
）
に
よ
っ
て

司
牧
の
使
命
を
果
た
し
た
（
イ
エ
ズ
ス
会
に
は
さ
ら
に
同
じ
く

参
禅
体
験
を
深
め
、
そ
れ
に
基
づ
く
霊
的
司
牧
に
後
半
生
を
か

け
た
ト
マ
ス
・
ハ
ン
ド
神
父
や
、
求
道
の
過
程
で
強
く
惹
か
れ

て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
に
没
頭
し
、
自
ら
の
体
験
内
容
を
道
元

や
ロ
ヨ
ラ
の
境
地
と
比
較
し
て
説
明
し
て
い
る
門
脇
佳
吉
神
父

が
い
る
）。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
あ
く
ま
で
司
牧
者
で
あ

る
ラ
サ
ー
ル
神
父
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
霊
性
の
大
家
で
あ
る
こ

と
は
認
め
つ
つ
も
、
霊
性
の
深
化
を
求
め
る
信
徒
に
対
す
る
司

牧
指
導
の
方
法
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
見
出
せ
ず
、
か
え
っ
て
、

後
進
の
タ
ウ
ラ
ー
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
彼
か
ら

す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
の
「
哲
学
的
・
神
学
的
解
釈

で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
頼
っ
た
が
、
そ
の
強
み
は
理
論
で
は

な
く
、
む
し
ろ
実
践
す
な
わ
ち
霊
的
司
牧
に
あ
っ
たu

」
の
で
あ

り
、
深
い
神
秘
体
験
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
「
教
え
は
ま
す
ま

す
確
実
で
、
価
値
豊
か
な
も
のv

」
で
あ
っ
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト

教
の
司
牧
者
と
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
よ
り
も
タ
ウ
ラ
ー
の
方

に
、
霊
的
指
導
の
有
効
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
ラ
サ
ー
ル
神

父
は
、
タ
ウ
ラ
ー
の
方
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
よ
り
も
、
そ
の
神
秘

思
想
に
お
い
て
「
禅
の
あ
る
種
の
特
徴
を
発
見
す
る
機
会
を
提

供
す
る
こ
と
が
多
いw

」
と
述
べ
た
。
彼
は
、
タ
ウ
ラ
ー
が
霊
的

進
歩
者
を
主
な
司
牧
対
象
と
し
て
、エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
神

の
誕
生
」
を
生
起
す
る
た
め
に
魂
の
「
根
底
」
へ
の
還
帰
と
五

感
の
表
象
か
ら
の
浄
化
を
必
要
と
し
た
と
述
べ
、
さ
ら
に
タ
ウ

ラ
ー
が
指
導
す
る
こ
の
浄
化
の
道
の
危
険
は
、
禅
の
魔
境
と
似

て
い
る
と
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
タ
ウ
ラ
ー
が
説
く
「
還
帰
の
道
全
体
は
、
段
階
ご

と
に
禅
と
の
並
行
を
有
し
て
い
るx

」
と
ま
で
語
り
、
禅
の
修
行

過
程
と
の
類
似
性
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ラ
ー
が

禅
と
同
様
、
日
常
底
を
大
切
に
生
き
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い

た
と
し
て
、愛
に
基
づ
く
実
践
を
日
々
重
ね
る
こ
と
と
魂
の
「
根

底
」
へ
の
頻
繁
な
る
還
帰
が
矛
盾
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
教
え

た
と
語
る
。
そ
の
タ
ウ
ラ
ー
は
し
か
し
一
の
事
態
そ
の
も
の
を

多
く
語
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
根
底
」
へ
の
還
帰
こ
そ
が

重
要
で
あ
り
、
一
の
事
態
は
そ
の
後
に
自
ず
か
ら
生
起
す
る
も
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の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鈴
木
大
拙
を
除
き
、
禅
仏
教
哲
学
者
は
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
大
胆
で
無
拘
束
な
思
索
的
飛
翔
の
う
ち
に
禅
仏
教
と

の
類
似
性
を
見
、
他
の
二
人
は
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
が
、

ラ
サ
ー
ル
神
父
は
反
対
に
、
タ
ウ
ラ
ー
の
実
践
指
導
の
う
ち
に

禅
の
修
行
過
程
と
の
類
似
性
を
読
み
取
っ
た
。
こ
こ
で
は
キ
リ

ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
あ
く
ま
で
正
統
信
仰
の
ギ
リ
ギ
リ
の
縁

に
踏
み
止
ま
っ
てy

、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
根
本
思
想
（「
真
実
説
」）

を
説
教
に
よ
る
霊
的
司
牧
（「
方
便
」）
に
お
い
て
具
体
化
す
る

実
践
に
生
涯
を
費
や
し
た
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
思
想
を
、
主
と
し

て
「
根
底
」
概
念
か
ら
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
神
秘
思
想
の
積
極

的
意
義
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
正

統
信
仰
の
枠
内
の
神
秘
思
想
が
ど
こ
ま
で
他
宗
教
と
の
対
話
の

可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

タ
ウ
ラ
ー
の
「
根
底
」
と
そ
の
説
教
思
想
の
特
性

 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
根
底
」
の
継
承
と
展
開 

タ
ウ
ラ
ー
に
よ
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
評
価

一
三
〇
〇
年
に
西
南
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
に
生

ま
れ
た
タ
ウ
ラ
ー
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
よ
り
約
四
十
歳
年
下
で

あ
り
、
こ
の
高
名
な
説
教
家
が
審
問
の
た
め
に
呼
ば
れ
た
ア
ヴ

ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
庁
の
近
郊
で
死
去
し
た
時
は
、
ま
だ
三
十
歳
に

満
た
な
い
若
き
司
祭
で
あ
っ
た
。
タ
ウ
ラ
ー
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

に
直
接
師
事
し
た
と
い
う
事
実
は
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
そ

ら
く
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
職
務
で
長
期
間
、
同
市
の
修
道
院
に
と

ど
ま
っ
た
さ
い
に
、
ミ
サ
中
の
説
教
や
夕
べ
の
コ
ラ
ツ
ィ
エ
で

話
を
聞
き
、
深
甚
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
（
タ
ウ
ラ
ー

が
ケ
ル
ン
の
女
子
修
道
会
に
度
々
招
か
れ
て
赴
い
た
さ
い
に
も
、

そ
の
地
に
残
さ
れ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
を
読
ん
だ
可
能
性

が
あ
る
）。

タ
ウ
ラ
ー
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
真
正
の
思
想
を
見
出
し
た
こ

と
は
、
そ
の
説
教
の
言
葉
に
残
さ
れ
て
い
るz

。「
あ
る
愛
す
べ
き

師
は
あ
な
た
が
た
に
教
え
、
語
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
あ
な
た
が

た
は
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
永
遠
の
次
元

か
ら
語
ら
れ
た
が
、
あ
な
た
が
た
は
そ
れ
を
こ
の
世
的
に
理
解
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し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

A

。「
か
つ
て
黄
金
の
日
々
（
一
二
九
五

〜
一
三
二
五
年
）
に
神
聖
な
師
は
こ
う
言
わ
れ
た
。
あ
な
た
の

根
底
で
ど
の
業
や
仕
方
や
修
練
が
最
も
強
く
完
全
に
あ
な
た
を

最
高
の
本
性
の
内
へ
と
導
き
、
引
い
て
い
く
か
を
知
り
な
さ
い
。

そ
し
て
そ
れ
ら
に
最
も
よ
く
従
い
な
さ
い
。
あ
な
た
が
自
己
と

被
造
物
に
全
く
心
を
馳
せ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
な
ら
、
あ
な

た
は
他
の
ど
の
事
物
を
も
越
え
て
神
の
本
性
で
養
わ
れ
る
」（
括

弧
内
筆
者
）

B

。

し
か
し
タ
ウ
ラ
ー
は
他
面
で
、
崇
敬
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が

自
ら
が
説
く
真
理
に
到
達
す
る
方
法
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
自
由
心
霊
派
な
ど
は
彼
の
思
想
を
曲
解
し
て
我
流
の

神
秘
思
想
を
展
開
し
た
面
も
あ
る
と
も
述
べ
、
批
判
の
一
面
も

覗
か
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
タ
ウ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
自
由
心
霊
派

の
運
動
を
厳
し
く
弾
劾
し
、
対
決
し
たC

。

と
こ
ろ
で
、
タ
ウ
ラ
ー
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
い
か
に

継
承
し
、
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

継
承
し
た
思
想
的
核
と
し
て
の
「
根
底
」

タ
ウ
ラ
ー
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
同
じ
く
、
ベ
ギ
ン
会
婦
人
や

ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
女
の
霊
的
指
導
を
目
的
に
説
教
活
動
を
展
開

し
た
がD

、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
聴
衆
に
対
し
て
、
真
理
を
直
指
し
、

神
秘
的
一
の
事
態
を
弛
ま
ず
語
り
な
が
ら
も
、
具
体
的
指
導
を

行
う
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
タ
ウ
ラ
ー
は
実
践
的

司
牧
者
と
し
て
、
聴
衆
が
神
と
の
一
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
に
、
そ
の
魂
の
準
備
に
腐
心
し
た
。
彼
は
魂
自
体
の
あ
り
よ

う
に
深
い
関
心
を
示
し
た
が
、
と
り
わ
け
神
と
の
一
が
生
起
す

る
魂
の
最
内
奥
を
「
根
底
」(grunt)

と
し
、
そ
の
浄
化
を
指
導

し
た
。
こ
の
「
根
底
」
は
ま
ず
も
っ
て
彼
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か

ら
受
け
継
い
だ
概
念
で
あ
るE

。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
「
根
底
」

は
何
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義

と
一
口
に
言
っ
て
も
多
く
の
形
態
が
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
人

間
が
長
期
間
の
厳
し
い
霊
的
修
練
の
中
で
、
神
の
恵
み
の
作
き

に
よ
っ
て
自
ら
の
実
存
に
染
み
つ
い
た
我
執
を
消
し
去
り
、
神

の
露
体
と
の
一
を
体
験
す
る
こ
と
を
、
き
わ
め
て
重
要
視
す
る

立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
こ
の

一
は
、
西
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
と
魂
が
（
自
己
否
定
即

相
互
否
定
的
に
）
共
に
主
体
性
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
脱

自
的
次
元
で
生
起
す
る
事
態
で
あ
り
、
そ
の
一
は
、
至
福
の
体
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験
か
ら
転
落
す
る
が
ゆ
え
に
落
胆
を
招
く
も
の
で
あ
る
よ
り
、

む
し
ろ
還
帰
す
る
日
常
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
躍
動
し
て
く
る

一
で
あ
る
。
さ
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
、
こ
の
神
と
霊
と
の
脱

自
的
一
は
場
な
き
場
で
起
こ
る
が
、
い
ち
お
う
便
宜
的
に
、
魂

の
諸
能
力
を
超
越
す
る
魂
の
源
で
あ
る
最
内
奥
を
意
味
す
る
も

の
と
し
て
「
魂
の
根
底
」（grunt der sêle

）
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。
こ
の
魂
の
根
底
は
単
純
で
あ
る
た
め
にF

、
天
使
を
含
め
て

い
か
な
る
被
造
物
も
こ
れ
に
は
到
り
つ
け
ず
、た
だ
露
な
る
「
神

性
」
の
み
が
そ
れ
を
能
く
す
る
だ
け
で
あ
るG

。
こ
の
「
根
底
」

で
神
は
絶
え
ず
子
を
生
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
態
は
さ

ら
に
、
魂
が
神
の
有
相
を
突
破
す
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
そ

の
魂
の
根
底
が
同
時
に
神
の
根
底
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
二
つ
の

根
底
が
一
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
生
起
さ
せ
るH

。
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
言
う
。「
魂
は
さ
ら
に
梢
、
魂
が
出
た
と
こ
ろ
の
根
源
に
突

入
し
な
く
て
は
満
足
し
な
い
。﹇
…
﹈
こ
の
（
人
間
の
）
魂
は
全

て
の
数
を
超
越
し
、
全
て
の
多
様
性
を
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
神
に
よ
り
突
破
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
が
私
を
突

破
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
も
神
を
突
破
す
る
。
神
が
純
粋

な
一
で
あ
り
、
神
自
身
の
内
に
湧
き
出
る
と
こ
ろ
、
荒
野
、
神

自
身
の
単
一
性
に
こ
の
魂
は
神
に
よ
り
導
か
れ
る
。

I

」
こ
の
よ
う

に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
第
一
の
離
脱
（
霊
的
貧
）
に
よ
る
魂
内

で
の
神
の
誕
生
と
第
二
の
離
脱
（
神
突
破
）
に
よ
る
主
体
的
一

の
場
な
き
場
と
し
て
、
便
宜
的
に
魂
の
「
根
底
」
を
指
摘
し
て

お
り
、
そ
れ
は
神
の
創
造
行
為
を
被
ら
ぬ
「
あ
る
も
の
」
と
さ

れ
、
決
し
て
損
な
わ
れ
ぬ
神
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
根
底
」
の
特
徴
は
知
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、さ
ら
に
梢
、火
花
、光
、城
、

シ
ン
デ
レ
ー
シ
ス
な
ど
、
多
く
を
挙
げ
て
お
り
、「
根
底
」
は
そ

の
内
の
一
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
魂
の
究
極
の
深
み
を

暗
示
す
る
場
所
的
表
現
と
し
て
は
、
最
も
理
解
し
や
す
い
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

タ
ウ
ラ
ー
は
こ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の「
根
底
」か
ら
学
ん
だ
が
、

こ
の
魂
の
最
内
奥
を
示
す
「
根
底
」
は
、
彼
の
説
教
で
は
他
に

並
ぶ
も
の
の
な
い
中
心
概
念
と
な
り
（
こ
の
他
に
、
ほ
ぼ
同
意

味
の
「
心
底
」gem

uete

が
あ
る
が
、
そ
の
数
は
少
な
い
）、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
も
は
や
神
の
究
極
を
暗
示
せ
ず
、

心
理
学
的
か
つ
倫
理
的
に
深
め
ら
れ
て
人
間
の
魂
の
最
深
の
場

を
示
す
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
タ
ウ
ラ
ー
で
は
「
根
底
」
は
三
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位
一
体
の
像
が
置
か
れ
た
空
間
的
場
所
と
さ
れ
、
有
相
面
が
か

な
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
タ
ウ
ラ
ー
が
挙
げ
る
数
少
な
い
神
秘
的
一
の
事
態
は

こ
う
述
べ
ら
れ
る
。「
創
造
さ
れ
た
深
淵(abgrúnde)

は
創
造

を
被
ら
ぬ
深
淵
を
自
ら
の
内
へ
と
招
き
、
二
つ
の
深
淵
は
唯
一

の
一(ein einig ein)
と
な
り
、
純
粋
な
神
的
本
性
と
な
る
。
魂

は
神
の
霊
の
中
で
自
己
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
底
無
し
の
海
で

溺
れ
て
し
ま
う
。

J

」
こ
れ
は
詩
篇
四
一
章
の
一
文
「
深
淵
は
深
淵

を
呼
び
込
む
」(A

byssus abyssum
 invocat.)

を
題
材
と
し
た
説

教
の
く
だ
り
で
あ
る
が
、
タ
ウ
ラ
ー
は
神
秘
的
一
の
事
態
を
表

現
す
る
の
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ご
と
く
「
神
の
根
底
は
わ
た

し
の
根
底
、
わ
た
し
の
根
底
は
神
の
根
底
」
と
可
逆
面
を
前
面

に
押
し
出
さ
ず
、
つ
ね
に
存
在
論
的
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
不

可
逆
を
強
調
す
る
。
両
者
に
「
深
淵
」
と
い
う
語
を
あ
て
る
な

ら
ば
、
直
前
に
「
創
造
さ
れ
た
」
と
「
創
造
を
被
ら
ぬ
」
と
い

う
形
容
詞
を
置
い
て
、
創
造
の
客
体
と
主
体
を
区
別
し
、
そ
れ

に
基
づ
く
一
を
説
く
の
が
タ
ウ
ラ
ー
の
手
法
で
あ
る
。
ま
た
タ

ウ
ラ
ー
は
、「
変
容
し
た
魂
が
愛
に
よ
っ
て
自
己
（
と
神
と
）
の

非
類
似
を
受
け
入
れ
て
（
根
底
に
）
沈
み
、
自
己
の
非
類
似
を

悟
っ
て
溶
解
す
る
と
、
根
底
か
ら
は
い
か
に
言
い
得
な
い
実
り

が
生
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
い
、
人
間
の
側
に
限
り
な

き
謙
遜
ゆ
え
の
神
と
の
非
類
似
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
存
在
論
的

差
異
の
認
識
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
タ
ウ
ラ
ー
も
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
よ
う
に
、「（
魂
の
）
根
底
に
は
（
魂
の
）
諸
能
力
は
到

達
で
き
な
い
。﹇
…
﹈
神
に
相
応
し
い
唯
一
の
住
ま
い
は
こ
の
深

淵
の
内
に
あ
り
﹇
…
﹈
こ
の
深
淵
に
到
達
で
き
る
人
間
は
そ
こ

で
真
に
神
を
見
出
し
、
神
に
お
い
て
神
と
一
で
あ
る
こ
と
を
知

るK

」
と
指
摘
し
、
そ
の
根
底
の
高
貴
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
さ
い
「
熱
心
に
根
底
を
認
識
し
て
い
る
人
間
に
お
い
て
は
、

根
底
が
諸
能
力
に
光
を
注
ぎ
、（
魂
の
）
最
上
の
能
力
と
最
低
の

能
力
の
両
者
を
原
初
と
源
泉
に
向
け
、
そ
の
方
向
を
遡
ら
せ
るL

」

と
言
い
、
神
秘
的
一
が
生
起
す
る
た
め
の
前
提
的
準
備
で
あ
る

魂
の
「
根
底
」
の
注
視
の
修
練
と
、
純
化
さ
れ
た
「
根
底
」
が

な
す
独
自
の
作
き
に
つ
い
て
述
べ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
と
は
ち
が
っ
て
、
神
秘
的
一
の
事
態
そ
の
も
の
を
語
る
こ

と
は
あ
ま
り
好
ま
な
か
っ
た
が
、
そ
の
準
備
の
仕
方
と
過
程
に

つ
い
て
倦
ま
ず
説
き
、
聴
衆
の
霊
的
指
導
に
腐
心
し
た
。
タ
ウ

ラ
ー
は
何
よ
り
も
霊
的
司
牧
を
自
己
の
使
命
と
し
た
が
ゆ
え
に
、
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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
哲
学
的
で
知
的
な
「
根
底
」
を
倫
理
的
で
心

理
学
的
な
「
根
底
」
に
読
み
替
え
、
霊
性
の
道
を
厳
し
く
探
究

し
て
行
っ
た
。
そ
う
し
て
準
備
を
尽
く
し
、
自
我
が
摩
滅
し
切

っ
た
魂
は
、
つ
い
に
一
を
体
験
す
る
こ
と
と
な
り
、「
こ
う
し
て

自
己
の
能
力
を
突
破
し
て
、
神
の
深
淵
に
入
る
。﹇
…
﹈（
そ
し

て
）
も
う
先
に
進
め
な
い
、
最
高
の
状
態
に
達
す
る
と
、
神
の

深
淵
が
現
れ
、
魂
の
内
に
火
花
を
散
ら
す
。
す
る
と
﹇
…
﹈
浄

化
さ
れ
て
変
容
し
た
魂
は
、
こ
の
深
淵
に
あ
っ
て
神
の
闇
の
中

へ
、
静
か
な
沈
黙
へ
、
測
り
知
れ
ず
言
い
表
せ
な
い
一
へ
と
沈

ん
で
い
く
。
そ
し
て
沈
む
こ
と
に
よ
り
人
間
は
類
似
と
非
類
似

の
一
切
を
失
い
、
ま
た
こ
の
深
淵
に
お
い
て
魂
は
自
己
自
身
を

失
い
、
神
と
自
己
、
類
似
と
非
類
似
の
区
別
を
全
て
知
ら
な
く

な
るL

」
の
で
あ
る
。

「
一
」
へ
向
か
う
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
的
階
梯

　

タ
ウ
ラ
ー
は
聴
衆
の
魂
を
神
と
の
霊
的
一
に
向
け
て
準
備

す
る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
が
、
そ
れ
は
「
根
底
」
の
徹
底
し
た

浄
化
を
意
味
し
、
相
手
が
仮
に
も
聖
職
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

そ
の
指
導
は
妥
協
を
許
さ
な
い
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ウ

ラ
ー
の
指
導
の
出
発
点
は
、
魂
の
「
根
底
」
そ
の
も
の
は
、
神

の
像
が
住
ま
う
純
粋
な
究
極
の
場
で
あ
る
が
、
自
我
の
働
き
が

熾
盛
ゆ
え
に
、
神
で
な
い
被
造
物
に
甚
だ
し
く
執
着
す
る
こ
と

で
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
堕
落
と
い
う
点

に
お
い
て
、
タ
ウ
ラ
ー
の
「
根
底
」
は
す
で
に
動
的
な
心
理
学

的
概
念
に
変
じ
て
お
り
、
ま
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
本
質
的
で
あ

っ
た
知
的
特
性
も
ほ
と
ん
ど
強
調
さ
れ
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん

タ
ウ
ラ
ー
で
も
知
性
は
高
貴
な
も
の
で
あ
り
、そ
の
働
き
は
「
根

底
」
を
見
つ
め
さ
せ
離
脱
を
実
現
さ
せ
る
重
要
な
働
き
を
な
す

が
、
我
執
に
よ
り
堕
落
し
、
知
的
傲
慢
や
裁
き
を
生
み
出
す
基

盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
認
識
が
強
い
。
こ
の
「
根
底
」

の
堕
落
事
態
を
つ
ぶ
さ
に
認
識
す
る
点
検
行
為
が
、
タ
ウ
ラ
ー

の
霊
的
指
導
の
前
提
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
た
め
に
「
根
底
を

認
識
せ
よ
」(nim

 din grunt w
ar !)

と
厳
し
く
迫
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
タ
ウ
ラ
ー
は
、
人
間
が
二
つ
の
意
味
で
「
無
」(niht)

で
あ
る
と
述
べ
る
。
人
間
は
い
か
に
よ
く
生
き
よ
う
と
努
力
し

て
も
決
し
て
罪
を
犯
す
こ
と
を
避
け
え
ず
、
実
存
全
体
に
罪
性

が
染
み
つ
い
て
お
り
、
タ
ウ
ラ
ー
は
そ
の
事
態
を
無
と
呼
ぶ
。

さ
ら
に
そ
れ
は
、
人
間
が
創
造
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
相
対
者
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で
あ
り
、
存
在
と
し
て
完
全
た
り
え
な
い
と
い
う
事
実
に
起
因

し
て
お
り
、
そ
の
被
造
物
性
を
タ
ウ
ラ
ー
は
無
と
理
解
す
る
。

人
間
は
こ
の
無
性
ゆ
え
に
神
と
は
決
定
的
に
断
絶
し
て
お
り
、

神
と
は
絶
対
的
に
「
非
類
似
」
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ウ
ラ
ー
は
、

人
間
は
我
執
の
た
め
に
こ
の
無
を
「
自
覚
し
切
る
」
と
い
う
人

生
の
一
大
事
を
終
え
て
お
ら
ず
、
こ
の
「
無
く
て
は
な
ら
ぬ
唯

一
の
こ
と
」
を
欠
く
が
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
は
十
字
架
上
で
凄
絶

な
苦
し
み
を
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
そ
の
ゴ
ル
ゴ
タ
の

歴
史
的
事
件
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
るN

。
し
か
し
人
間
は
教
会

の
教
師
か
ら
得
た
全
て
の
知
識
、
自
ら
の
信
仰
実
践
、
キ
リ
ス

ト
の
生
涯
の
黙
想
な
ど
を
捨
て
去
り
、
こ
の
無
を
徹
底
的
に
自

覚
し
、
自
己
を
否
定
し
て
無
の
事
態
に
成
り
き
る
こ
と
で
、
逆

対
応
的
に
神
の
作
き
の
真
の
器
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
神
と
の
本
来
の
関
係
は
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は

「
真
理
の
真
理
、
生
き
た
真
理
に
到
達
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も

無
の
道
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
いO

」
と
言
い
、
つ
ね
に
「
根
底
に

お
い
て
無
へ
と
沈
むP

」
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
そ
う
し
て
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
と
同
様
に
、
自
我
と
被
造
物
に
死
に
切
る
離
脱
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
さ
ら
な
る
離

脱
と
も
い
え
る
有
相
の
神
の
「
突
破
」
の
段
階
は
、
タ
ウ
ラ
ー

で
も
確
か
に
思
想
的
基
礎
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
本
格
的
に
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
神
秘
主
義
的
な
霊
的
深
化
の
過
程
を
表
現
す
る
も

の
に
は
、
い
わ
ゆ
る
浄
化
の
道(via purgativa)

、
照
明
の
道

(via illum
inativa)

、
一
致
の
道(via unitiva)

が
あ
る
が
、
タ
ウ

ラ
ー
は
こ
れ
を
、
初
歩
者
、
進
歩
者
、
完
成
者
の
段
階
と
し
て

い
る
。
そ
の
さ
い
彼
は
自
ら
を
、
神
秘
的
一
致
の
た
め
の
準
備

の
援
助
者
と
理
解
し
て
い
る
た
め
に
完
成
者
の
段
階
を
説
く
こ

と
を
好
ま
ず
、
む
し
ろ
最
初
の
二
段
階
に
注
目
し
て
、
そ
こ
で

は
神
か
ら
の
圧
迫
や
試
練
に
よ
っ
て
「
根
底
」
の
浄
化
が
起
こ

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
語
り
、
聴
衆
の
勇
猛
心
を
求
め
る
。
先

述
し
た
よ
う
に
、
タ
ウ
ラ
ー
の
洞
察
で
は
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト

者
は
五
官
の
諸
能
力
が
自
我
の
働
き
に
毒
さ
れ
て
い
る
た
め
に

被
造
物
へ
の
執
着
を
脱
し
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
五
官
を
統
御
し
、

魂
全
体
を
散
漫
な
状
態
か
ら
一
つ
に
ま
と
め
上
げ
て
「
根
底
」

に
向
け
る
役
目
を
担
う
べ
き
知
性
も
、
甚
だ
し
い
我
執
ゆ
え
に

霊
的
高
慢
の
源
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
堕
落
状
態
に

あ
る
。
そ
の
た
め
魂
の
「
根
底
」
は
不
純
物
で
濁
っ
て
腐
敗
し

TZ 4 Hashimoto.indd   192 2005/06/13   14:18:37



93 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

て
お
り
、
自
ら
の
純
粋
な
あ
り
よ
う
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

タ
ウ
ラ
ー
で
は
知
性
は
本
来
的
に
は
価
値
両
義
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
、
人
間
を
霊
的
高
慢
に
陥
れ
て
、
他

者
を
裁
き
否
定
さ
せ
る
極
め
て
危
険
性
の
高
い
能
力
だ
と
述
べ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
傾
向
を
と
く
に
聖
職
者
の
内
に
見

て
い
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
事
態
を
糾
弾
し
、
力
強
い
徹

底
的
な
「
回
心
」(ker)

を
求
め
、
日
常
の
さ
な
か
で
神
か
ら
与

え
ら
れ
る
試
練
を
謙
虚
に
粘
り
強
く
耐
え
抜
い
て
、「
根
底
」
を

神
秘
的
一
に
向
け
て
整
え
よ
と
要
求
す
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

で
あ
る
イ
エ
ス
の
生
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

タ
ウ
ラ
ー
の
日
常
底

タ
ウ
ラ
ー
の
説
教
に
は
透
明
な
霊
的
光
が
流
れ
込
み
、
し
か

も
強
い
力
動
感
が
漲
っ
て
い
る
が
、
そ
の
人
間
観
に
は
十
四
世

紀
の
ド
イ
ツ
の
危
機
的
で
悲
惨
な
現
実
が
反
映
し
て
い
る
。
同

時
代
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
著
作
に
す
で
に
仄
見
え
る
ア
ル
プ
ス
以

南
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
胎
動
も
ま
だ
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
。
中
世

後
期
の
西
南
ド
イ
ツ
の
日
常
は
、
政
教
の
対
立
や
戦
争
、
飢
饉

や
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
、
ペ
ス
ト
な
ど
の
疫
病
な
ど
で
縁
取

ら
れ
、
人
々
は
い
や
お
う
な
く
人
生
の
意
味
を
問
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
し
か
し
タ
ウ
ラ
ー
は
そ
の
現
実
を
踏
ま
え
て
修
道

を
志
し
た
人
々
に
も
、
い
ま
だ
に
深
く
我
執
が
根
づ
い
て
い
る

こ
と
を
喝
破
し
た
。
彼
ら
の
司
牧
は
単
純
な
一
般
信
徒
へ
の
霊

的
指
導
よ
り
も
は
る
か
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ウ
ラ
ー

が
そ
の
彼
ら
に
向
け
て
突
き
つ
け
た
の
は
、
全
身
に
無
数
の
傷

を
負
い
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
無
残
な
死
を
遂
げ
る
キ
リ
ス
ト

の
姿
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
子
ど
も
ら
と
戯
れ
た
り
、
人
々

と
語
ら
い
食
事
を
共
に
し
た
慈
愛
あ
ふ
れ
る
イ
エ
ス
や
そ
の
復

活
後
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
ず
、
受
難
そ
の
も
の
に
集
中
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
と
は
い
え
タ
ウ
ラ
ー
で
は
、
こ
の
イ
エ
ス

は
「
信
仰
を
通
じ
て
」、
天
地
と
全
被
造
物
を
無
か
ら
創
造
し
た

偉
大
で
崇
高
で
力
あ
る
神
で
あ
る
受
難
者
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
絶
対
な
る
神
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
十
字
架
の
苦
難
、
至
福

た
る
復
活
の
根
拠
で
あ
る
苦
難
こ
そ
が
、
彼
に
は
決
定
的
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
誰
も
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
像
を
乗

り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
いQ

」
と
言
う
。「
像
」(bilt)

は
タ
ウ

ラ
ー
で
は
一
般
に
否
定
的
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、そ
の
場
合
は
、真
理
に
向
か
う
妨
げ
と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
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こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
全
被
造
物
が
そ
れ
を
通
し
て
創
造

さ
れ
た
範
型
＝
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
神
性
を
含
む
受
肉
者
の
人
性

を
示
し
て
い
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
こ
の
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を

通
ら
ね
ば
、
神
の
神
秘
に
は
近
づ
け
な
いR

」
と
し
、
死
ぬ
ま
で

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
足
跡
に
堅
く
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る

べ
き
で
あ
るS

」
と
説
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
通
例
の
キ
リ
ス
ト

信
従
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
は
神
の
意
志
を
果
た
す

た
め
に
自
己
を
徹
底
的
に
否
定
し
尽
く
し
た
「
無
化
」
の
模
範

で
あ
っ
た
。
人
間
は
自
ら
の
人
生
の
苦
難
を
こ
の
自
己
譲
渡
の

精
神
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
の
自
己
否
定
の
苦
難
と
一
つ
に
し

て
生
き
て
行
く
、
そ
の
無
化
の
徹
底
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
「
主
の
受
難
に
お
い
て
自
己
を
形
成
せ

よT

」
と
聴
衆
に
語
り
か
け
る
。
彼
は
、
神
が
人
々
に
無
で
あ
る

こ
と
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
日
々
試
練
を
課
す
と
述
べ
、
日
常
の

所
業
を
「
無
化
」
を
実
現
す
る
機
会
と
と
ら
え
て
い
る
。
彼
ら

が
神
の
恵
み
を
受
け
て
神
に
真
に
立
ち
返
る
決
意
で
努
力
し
始

め
れ
ば
、神
は
彼
ら
の
魂
の
「
根
底
」
を
浄
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。

救
い
は
大
変
な
宗
教
的
修
練
や
偉
大
な
犠
牲
の
行
為
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
日
々
の
苦
労
や
運
命
の
打
撃

を
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
忍
耐
し
て
謙
虚
に
生
き
抜
く

と
い
う
信
仰
生
活
の
質
の
内
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
救
い
の
道
は
誰
に
と
っ
て
も
、
今
こ
こ
で
開
か
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
ウ
ラ
ー
は
イ
エ
ス
の
人
性
と
の
一
致

の
次
の
段
階
と
し
て
、「
尊
い
生
涯
と
苦
難
と
い
う
愛
す
べ
き
木

に
上
り
、
栄
光
を
受
け
た
傷
に
入
り
込
み
、
尊
く
気
高
い
神
性

の
梢
に
ま
で
上
るU

」
と
述
べ
た
が
、こ
れ
は
神
性
に
至
っ
た
「
超

像
的
」(unbiltlichen)

な
事
態
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
聴
衆
に
、

日
常
の
苦
難
を
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
重
ね
る
習
慣
が
で
き
た
ら
、

さ
ら
に
「
欲
情
魂
」「
憤
怒
魂
」「
我
意
」「
知
性
」
を
キ
リ
ス
ト

の
両
手
両
足
の
傷
に
沈
め
、
心
臓
の
傷
に
深
く
入
り
込
ん
で
完

全
に
一
致
す
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
実
現
に
よ
り
神
性
へ
と
移

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
タ
ウ
ラ
ー
の
「
神
性
」
も
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
そ
れ
と
同
様
に
、
本
来
は
三
位
一
体
神
と
い
う
有
相

の
脱
自
的
次
元
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
タ
ウ
ラ
ー
で
は
神

秘
的
一
の
事
態
に
つ
い
て
は
詳
説
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
そ
の
た
め
神
の
有
相
と
無
相
の
関
係
が
論
理
的
に
明
確
化

さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
先
に
引
用
し
た
詩
篇
章
句

を
解
釈
す
る
説
教
が
神
の
無
相
と
魂
と
の
一
の
事
態
に
触
れ
て
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い
る
。
ま
た
神
と
魂
の
脱
自
的
一
す
な
わ
ち
神
の
「
根
底
」
と

魂
の
「
根
底
」
と
の
一
が
日
常
底
の
生
活
そ
の
も
の
と
し
て
現

れ
出
る
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
は
、
タ
ウ
ラ
ー
で
は
徹

底
し
て
は
い
な
い
。
タ
ウ
ラ
ー
は
あ
く
ま
で
も
「
自
覚
」
よ
り

も
「
救
い
」
を
前
提
と
考
え
て
お
り
、
神
の
人
性
で
あ
る
キ
リ

ス
ト
と
の
一
を
徹
底
し
て
い
く
中
で
不
可
視
の
神
性
に
至
る
と

言
い
、
主
と
し
て
被
造
物
と
自
我
か
ら
の
離
脱
の
修
練
を
重
視

し
、
そ
の
過
程
で
の
神
と
魂
の
脱
自
的
一
を
説
く
こ
と
は
あ
る
。

し
か
し
脱
自
的
一
そ
の
も
の
を
説
教
の
中
心
と
す
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
。

タ
ウ
ラ
ー
を
媒
介
と
し
た
他
宗
教
と
の
対
話
の

可
能
性

バ
チ
カ
ン
文
書
「
主
イ
エ
ス
」
の
排
他
主
義

　

第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
〜
一
九
六
五
年
）
が

世
界
に
開
か
れ
た
教
会
を
目
指
し
、「
教
会
以
外
に
救
い
な
し
」

と
い
う
旧
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
態
度
を
転
換
し
、
他
宗
教

の
中
に
も
神
の
「
真
理
の
光
線
」
を
認
め
る
姿
勢
を
示
し
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
教
会
は
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
を
強
制
せ
ず
、
他
宗
教
の
信
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
に
真
実
の
信
仰

を
生
き
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
近
年
の
教
皇
庁
の
立
場
は
、

宗
教
対
話
の
面
で
も
大
い
に
後
退
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

教
皇
庁
は
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
救
い
に
関
し
て
完
全
な
真
理

に
到
達
し
て
い
る
と
の
理
解
を
保
持
し
て
お
り
、
他
宗
教
に
お

い
て
神
が
照
ら
し
た
「
真
理
の
光
線
」
か
ら
学
ぶ
姿
勢
は
見
え

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
以
前

に
『
希
望
の
扉
を
開
く
』（
原
著
一
九
九
四
年
）
を
著
し
た
が
、

そ
の
中
で
は
仏
教
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
「
後

ろ
向
き
の
救
済
論V

」
と
決
め
つ
け
、
カ
ル
メ
ル
会
的
神
秘
主
義

の
前
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
し
たW

。
ま
た
禅
な
ど
他
宗
教
の

修
行
に
学
ぶ
こ
と
の
危
険
性
を
こ
う
説
い
て
い
る
。「
こ
の
理
由

ゆ
え
に
、
極
東
の
宗
教
的
諸
伝
統
に
お
い
て
始
ま
っ
た
あ
る
種

の
独
自
の
発
想―

―

例
え
ば
、
黙
想
や
禁
欲
的
修
行
の
技
術
や

方
法
を
熱
狂
的
に
歓
迎
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
警
告
す
る
の
は
、

不
適
当
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
こ

れ
ら
は
流
行
と
な
り
、
か
な
り
無
批
判
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い

ま
す
」

X

。
さ
ら
に
バ
チ
カ
ン
の
教
理
省
は
二
〇
〇
〇
年
に
「
主
イ
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エ
ス
」(D

om
inus Jesus)

と
い
う
文
書
を
公
刊
し
、
世
界
中
で

大
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
み
が
唯

一
絶
対
な
救
い
の
教
義
お
よ
び
救
済
者
を
有
し
、
ど
の
宗
教
も

同
じ
く
そ
れ
ら
を
有
す
る
と
い
う
多
元
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち

相
対
主
義
と
し
て
の
「
多
元
主
義
」
を
厳
し
く
否
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
救
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
・
復

活
の
み
に
よ
る
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
排
他
主
義
」
の

主
張
が
根
底
に
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
そ
の
成
立
時
よ
り
、

こ
の
立
場
か
ら
教
会
以
外
の
教
え
を
拒
否
し
、
弾
圧
し
て
き
た
。

し
か
し
先
の
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で

「
包
括
主
義
」
の
立
場
を
受
け
入
れ
て
、
他
宗
教
で
の
救
い
を
認

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
他
宗
教
で
の
救
い
も
、

根
本
的
に
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
解

釈
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。そ
れ
ゆ
え
こ
れ
も「
排
他
主
義
」

の
一
展
開
と
言
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他

宗
教
と
の
対
話
の
道
が
拓
か
れ
た
こ
と
は
積
極
的
に
評
価
で
き

る
。
た
だ
問
題
で
あ
る
の
は
、
せ
っ
か
く
開
き
か
け
た
教
会
の

門
も
、
わ
ず
か
の
例
を
除
い
て
、
他
宗
教
と
の
活
発
で
実
り
あ

る
持
続
的
な
対
話
を
実
現
し
な
い
ま
ま
、
ま
た
ひ
そ
か
に
閉
じ

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
と
く
に
他
宗

教
と
共
存
し
て
い
る
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
教
会
が
強
い
抵
抗

を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
宗
教
の
宗
教
的
真
理
を
熱
心
に
探
究
す
る
人
間
が
、
先
の

「
排
他
主
義
」
か
ら
「
包
括
主
義
」
に
至
る
こ
と
は
、
自
己
の
宗

教
の
救
い
が
他
の
そ
れ
の
根
底
を
な
す
と
い
う
確
信
に
立
っ
て

い
れ
ば
、
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に

は
、
諸
宗
教
が
争
い
合
う
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
を
純
粋

か
つ
誠
実
に
奉
じ
な
が
ら
、
自
ら
に
お
い
て
「
超
個
‐
個
」
の

本
来
的
関
係
を
ま
す
ま
す
深
め
、
環
境
世
界
と
共
存
し
て
い
く

道
が
開
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
他
宗
教
の
信
仰
者
を
、

「
超
個
」
の
内
に
「
個
」
を
位
置
づ
け
ん
と
努
力
す
る
求
道
的
人

間
と
し
て
敬
意
を
表
す
る
態
度
が
あ
っ
て
も
、
他
に
対
し
て
自

を
優
位
と
す
る
意
識
が
滅
し
尽
き
て
い
な
い
以
上
、「
排
他
主

義
」
は
隠
れ
て
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
克
服
す
る
に
は
、

ど
の
宗
教
も
自
己
の
奉
ず
る
宗
教
を
「
真
理
そ
の
も
の
の
表
象
」

と
す
る
立
場
に
立
つ
以
外
に
は
方
法
は
な
く
、
諸
宗
教
の
内
に

ま
た
諸
宗
教
を
超
越
し
て
不
可
視
の
真
の
宗
教
が
あ
る
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
（
一
即
多
、
多
即
一
）。
も
ち
ろ
ん
自
己
の
奉
ず
る

TZ 4 Hashimoto.indd   196 2005/06/13   14:18:37



97 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

宗
教
は
、
そ
の
個
人
史
、
生
れ
落
ち
た
文
化
的
文
脈
か
ら
し
て

絶
対
的
と
信
じ
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
他
宗
教
の
信

徒
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
で
あ
る

の
は
、
自
己
の
奉
じ
る
宗
教
の
絶
対
性
は
、
そ
れ
自
体
絶
対
的

と
信
じ
ら
れ
つ
つ
も
、
他
者
に
お
い
て
も
同
時
に
そ
れ
が
成
立

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
押
並
べ
て
相
対
的
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
否
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
。
反
対
に
、
他
宗
教
と
の
対
話
の
実
り
を
通
じ
て
自
己
の

「
超
個
‐
個
」
の
関
係
を
い
っ
そ
う
究
め
う
る
可
能
性
が
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
他
者
が
あ
っ
て
の
自
己
で
あ
る

こ
と
、
自
己
が
あ
っ
て
の
他
者
で
あ
る
こ
と
（
自
即
他
、
他
即

自
）、
こ
の
仏
教
の
い
う
縁
起
的
関
係
の
自
覚
こ
そ
が
、
真
の
意

味
で
の
「
多
元
主
義
」
を
保
証
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

神
秘
主
義
と
宗
教
間
対
話

周
知
の
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
陣
営
の
中

に
あ
っ
て
異
端
と
さ
れ
た
。
彼
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
教
義

を
自
ら
の
信
仰
体
験
か
ら
読
み
直
し
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
説

教
に
お
い
て
聖
書
の
大
胆
な
解
釈
を
試
み
、
自
説
を
展
開
し
た
。

そ
れ
は
神
と
魂
の
脱
自
的
次
元
で
の
一
の
考
え
で
あ
っ
た
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
が
伝
統
的
神
学
解
釈
を
大
胆
に
覆
す
こ
と
で
提
示

し
た
「
神
‐
魂
」
の
思
想
は
、
結
果
的
に
、「
超
個
‐
個
」
の
関

係
に
と
ら
え
直
さ
れ
て
、
先
に
禅
仏
教
哲
学
者
ら
の
理
解
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
宗
教
と
の
対
話
を
可
能
と
す
る
も
の
と

な
っ
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
説
は
か
つ
て
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教

皇
庁
か
ら
異
端
と
さ
れ
、
今
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
で
は
そ
の

判
決
は
覆
っ
て
い
な
い
が
、
皮
肉
に
も
そ
の
教
説
ゆ
え
に
、
他

宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
と
深
い
次
元
で
対
話
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
他
面
で
は
大
い
に
評
価
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

翻
っ
て
タ
ウ
ラ
ー
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
自

由
心
霊
派
の
出
現
な
ど
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
説
が
及
ぼ
す
危
険

を
嗅
ぎ
取
り
、
む
し
ろ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
唱
え
る
「
離
脱
」
の

教
え―

―

こ
れ
は
「
突
破
」
よ
り
も
強
調
さ
れ
る―

―

を
、
正

統
信
仰
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
枠
内
で
実
践
す
る
指
導
に

生
涯
を
か
け
た
。
そ
の
タ
ウ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
聖
体
を
食
す
る
こ
と
に
よ
る
神
と
の
一
致
や
告
解
な

ど
の
秘
蹟
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
「
誰
も
そ
の
足
跡
を
離
れ
え
な
い
」
存
在
で
は
あ
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っ
た
。
た
だ
同
時
に
彼
は
、
日
常
底
を
こ
の
受
難
者
の
苦
し
み

に
合
わ
せ
、
自
己
を
捨
て
て
徹
底
的
に
生
き
切
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
信
従
に
お
い
て
「
人
性
」
と
の
一
か
ら
「
神
性
」
の
た
だ

中
に
移
さ
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
究
極
の
一
で
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
す
で
に
超
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
神
秘
的
一
は
永
続
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
否
応

な
く
日
常
に
戻
さ
れ
る
と
き
、
タ
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
や
は

り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
は
慰
め
の
泉
と
な
り
、
再
び
「
無

化
」
の
修
練
の
模
範
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
信
徒

が
生
き
て
い
る
限
り
は
「
足
跡
を
離
れ
え
な
い
」
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

こ
の
タ
ウ
ラ
ー
の
立
場
は
、
自
己
の
宗
教
を
あ
る
意
味
で
絶

対
視
し
て
い
る―

―

中
世
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
は
ほ
ぼ
唯
一
の
宗

教
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い―

―

も
の
で

あ
ろ
う
が
、
た
だ
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
救
い
の
最
終
的
根

拠
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
超
え
て
い
る
と
も
読
め
る
。
そ
の
探

究
の
終
極
が
自
我
と
被
造
物
（
有
相
の
神
も
含
む
）
か
ら
の
徹

底
的
な
離
脱
＝
自
己
の
完
全
な
無
化
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ

で
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
従
は
方
便
と
も
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
タ
ウ
ラ
ー
に
は
そ
う
し
た
自

覚
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
と
し
て
は
そ
う
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
タ
ウ
ラ
ー
の
生
き
方
は
、
諸
宗
教
が
自
ら
の

宗
教
を
絶
対
的
な
も
の
と
奉
じ
つ
つ
も
、
ひ
と
た
び
そ
の
教
義

や
救
済
者
を
乗
り
越
え
る
地
点
に
立
つ
こ
と
の
示
唆
と
な
っ
て

い
る
。
宗
教
的
生
は
個
別
宗
教
内
で
の
信
仰
実
践
に
お
い
て
は

じ
め
て
具
体
的
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
実
践
か
ら
真
の
宗
教
的

探
究
の
道
は
深
く
開
か
れ
て
い
く
。
結
果
的
に
見
れ
ば
、
タ
ウ

ラ
ー
の
存
在
は
、
真
理
そ
の
も
の
を
直
指
し
た
と
い
う
べ
き
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
と
は
異
な
り
、
真
理
到
達
の
道
を
探
究
す
る
た
め

の
正
統
信
仰
的
方
便
の
重
要
性
を
ひ
ら
す
ら
説
い
た
と
い
う
意

味
で
、
や
は
り
宗
教
的
あ
り
方
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
タ
ウ
ラ
ー
も
、
自
己
を
否
定
し
か
つ
自
己
を
神
に
完
全

に
譲
渡
し
て
生
き
た
イ
エ
ス
に
倣
う
こ
と
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
個
別
宗
教
の
質
を
決
定
的
に
高
め
る
「
無
化
」
の
修

練
に
身
を
置
い
て
お
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
真
実
説
と
し
て
指

摘
す
る
「
神
性
と
の
本
来
的
一
」
へ
と
突
破
し
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
タ
ウ
ラ
ー
の
日
常
底
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
説
教

家
と
し
て
、
修
練
に
よ
る
霊
的
深
化
を
願
う
人
々
を
司
牧
す
る
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こ
と
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
使
命
に
全
身
全
霊
を
傾
け
た
の
で
あ

る
。
そ
の
タ
ウ
ラ
ー
は
聴
衆
に
高
踏
的
に
語
る
こ
と
は
少
な
く
、

自
己
の
魂
の
根
底
を
見
つ
め
、
根
底
を
浄
化
し
、
ひ
た
す
ら
自

己
本
来
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
無
そ
の
も
の
に
徹
せ
よ
と
説
い
た
。

彼
は
世
間
の
人
々
の
生
活
上
の
苦
労
を
熟
知
し
て
お
り
、
彼
ら

が
貧
し
く
と
も
家
族
や
教
会
の
た
め
に
熱
心
に
働
く
さ
ま
を
見

て
、
日
常
の
労
働
そ
の
も
の
が
神
的
次
元
を
決
し
て
離
れ
て
い

な
い
と
教
え
た
。ま
た
そ
れ
だ
け
に
、日
々
の
生
活
に
事
欠
か
ず
、

そ
れ
で
い
て
霊
的
修
練
に
怠
惰
な
聖
職
者
た
ち
を
厳
し
く
叱
責

し
た
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
に
と
っ
て
も
、「
離
脱
」
と
と
も
に

生
起
す
る
「
超
個
‐
個
」
の
本
来
的
関
係
こ
そ
が
、
人
々
の
生

活
＝
日
常
底
の
精
神
的
基
礎
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
は
、
結
果
的
に
そ
こ

で
表
現
さ
れ
た
内
容
が
正
統
信
仰
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
否
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
の
本
質
を
な
す
「
超
個
‐
個
」
の
本
来

的
関
係
を
回
復
せ
ん
と
努
め
た
、
き
わ
め
て
純
粋
な
思
想
的
営

為
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
は
き
わ
め
て
正
統
信
仰

を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
た
だ
し
霊
性
の
深
化
に
妥
協

を
許
さ
ず
、
神
の
有
相
性
を
無
相
に
向
け
て
突
破
し
て
行
か
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
道
を
と
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
具
体
的
個
別

的
宗
教
で
の
集
中
が
必
然
的
に
結
果
す
る
超
越
の
次
元
へ
の
突

破
で
あ
る
。
こ
れ
も
あ
る
種
、
内
在
か
ら
超
越
へ
の
道
と
理
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
構
造
は
ど

の
宗
教
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
別

宗
教
内
で
の
修
練
が
い
っ
た
ん
超
越
へ
出
て
し
ま
う
こ
と
で
、

今
度
は
そ
こ
か
ら
個
別
宗
教
の
方
便
が
見
え
る
。
自
己
が
出
会

っ
た
宗
教
は
そ
の
意
味
で
、
自
己
の
救
い
の
機
縁
で
あ
る
。
た

だ
し
そ
れ
が
文
字
通
り
絶
対
的
で
完
全
な
意
味
で
の
根
拠
で
あ

る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
根

拠
な
し
の
機
縁
は
な
く
、
機
縁
は
必
ず
根
拠
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
は
相
即
の
関
係
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
を
こ
う
し
て
現

代
の
視
点
か
ら
読
み
と
る
と
き
、
そ
の
神
秘
主
義
的
本
性
の
う

ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
超
え
た
次

元
が
現
れ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
徹
底
し
た
自
己
放
棄
に
よ
る

「
超
個
」
と
の
一
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
具
体
的
信
仰
実
践

は
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
方
便
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

信
仰
者
に
と
っ
て
は
失
わ
れ
よ
う
が
な
い
ほ
ど
の
、
自
己
の
実

TZ 4 Hashimoto.indd   199 2005/06/13   14:18:38



200 

存
と
結
び
つ
い
た
修
練
で
あ
る
。
こ
の
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義

は
、
多
元
な
る
世
界
の
諸
宗
教
が
真
に
対
話
で
き
る
立
場
の
可

能
性
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
、
教
皇
庁
が
や
っ

き
に
な
っ
て
否
定
す
る
相
対
主
義
と
し
て
の
「
多
元
主
義
」
を

述
べ
た
が
、
タ
ウ
ラ
ー
の
場
合
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
多
元
の

「
多
」
の
各
々
が
自
己
の
宗
教
を
あ
る
意
味
「
絶
対
的
」
と
し
な

が
ら
も
、
同
時
に
、
自
己
の
宗
教
を
脱
自
的
一
の
方
便
あ
る
い

は
象
徴
と
す
る
霊
的
次
元
へ
の
突
破
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
多
が
一
を
含
み
、
一
が
多
を
可
能
と
す
る
「
多
即

一
・
一
即
多
」
の
相
即
の
立
場
で
あ
る
。「
多
元
主
義
」
を
こ
の

意
味
で
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
諸
宗
教
対
話
の
立
場

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
一
宗
教
は
他
宗
教
と
の
出
会
い

に
お
い
て
豊
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
相
対
主
義
と

は
異
な
る
、
本
来
の
意
味
で
の
「
多
元
主
義
」
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
実
践
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
で
あ
り
な

が
ら
、
病
人
や
孤
児
や
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
へ
の
対
応
に
お
い

て
決
し
て
自
己
の
宗
教
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
たY

。

か
え
っ
て
死
の
床
に
伏
せ
る
瀕
死
の
患
者
に
そ
の
信
じ
る
信
仰

を
聞
き
、
即
刻
そ
の
宗
教
の
祭
司
を
呼
び
、
死
の
準
備
を
さ
せ

て
い
る
。
彼
女
は
彼
ら
一
人
一
人
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身

と
見
て
い
た
の
で
あ
るZ

。
こ
れ
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
彼
女
は
包
括
主
義
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
思
想
的
に
は
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

彼
女
に
と
っ
て
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼

女
自
身
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
す
で
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
超
越
す
る
霊
的
生
命
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
え
る
。

そ
し
て
そ
の
ま
ま
臨
死
患
者
一
人
一
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ

ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
実
践
の
根
底
に
は
タ
ウ
ラ
ー
に
見
ら
れ
る
神

秘
主
義
の
立
場
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註

1
 

教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
は
、
一
三
二
九
年
三
月
に
勅
書
『
主
の

畑
に
て
』
に
よ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
十
七
項
目
の
教
条
を
異
端
、

十
一
項
目
を
異
端
の
嫌
疑
あ
り
と
宣
言
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
教

皇
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
列
聖
し
て
い
る
。

2
 

鈴
木
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
著
し
た
初
期
の
も
の
は
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一
九
一
六
年
の
『
禅
の
立
場
か
ら
』
で
あ
り
、
晩
年
の
著
作
は

一
九
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
英
文
の“O

ut-M
ysticism

: C
hristian 

and Buddhist”

で
あ
る
。
こ
の
『
禅
の
立
場
か
ら
』
の
第
二
編
「
如

是
説
」
は
一
九
四
七
年
に
『
禅
と
神
秘
主
義
』
に
再
録
さ
れ
て
、

泰
尚
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

3
 

鈴
木
大
拙
「
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
仏
教
」（『
神
秘

主
義―

―

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
』
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）、
二

頁
。
本
論
文
の
成
立
年
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
文
中
か
ら

一
九
五
〇
代
の
中
頃
と
推
定
で
き
る
。

4
 

同
書
、
九
頁
。

5
 

同
書
、
二
頁
。

6
 

同
書
、
十
四
頁
。

7
 

同
書
、
一
五
頁
。

8
 

鈴
木
大
拙
「
禅
の
立
場
か
ら
」（『
鈴
木
大
拙
全
集
第
十
六
巻
』

二
〇
〇
一
年
、
所
収
）、
四
五
一
頁
。

9
 

同
書
、
四
五
一
頁
。

0
 

同
書
、
四
五
四
頁
。

a
 

同
書
、
四
五
五
頁
。

b
 

同
頁
。

c
 

同
書
、
四
五
六
頁
。

d
 

同
頁
。

e
 

た
だ
し
、
鈴
木
は
そ
の
晩
年
ま
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
高
く
評
価
し

た
一
方
、
タ
ウ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
く
な
っ
た
。

f
 

西
谷
啓
治
『
独
逸
神
秘
主
義
』（『
西
谷
啓
治
著
作
集
第
七
巻
』

一
九
九
一
年
、
所
収
）、
一
五
七
頁
。

g
 

同
頁
。

h
 

同
頁
。

i
 

同
書
、
一
八
六
頁
。

j
 

同
上
、
一
五
七
頁
。

k
 

同
頁
。

l
 

西
谷
も
、
タ
ウ
ラ
ー
に
「
実
践
倫
理
的
質
実
さ
」（『
独
逸
神
秘
主

義
』
一
九
〇
頁
）
を
見
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
後
世
に
伝
承
し
た
点
、

ル
タ
ー
に
及
ぼ
し
た
精
神
的
影
響
の
点
で
（
一
九
九
頁
）
ゾ
イ
ゼ

の
影
響
を
上
回
る
と
述
べ
、
ま
た
ゾ
イ
ゼ
に
関
し
て
も
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
立
場
の
「
高
み
を
保
持
し
つ
つ
こ
れ
に
新
し
い
局
面
を

開
く
端
緒
を
示
し
て
ゐ
る
」（
一
九
〇
頁
）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

た
だ
こ
れ
ら
に
関
す
る
詳
細
な
叙
述
は
散
見
さ
れ
な
い
。

m
 

上
田
氏
は
「
神
の
自
体
お
よ
び
魂
の
自
体
に
当
て
る
否
定
神
学
的

名
辞
は
そ
の
ま
ま
ほ
と
ん
ど
禅
に
あ
ら
わ
れ
る
」（「
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
と
禅
」（『
上
田
閑
照
集
第
八
巻
』
所
収
）、
一
四
五
頁
）
と
す
る

も
の
の
、
神
の
無
の
表
現
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と

禅
に
決
定
的
な
ち
が
い
を
見
て
い
る
。「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
そ
の
基

礎
的
三
一
神
論
で
は
常
規
に
従
っ
て
「
実
体
」
と
「
関
係
」
の
二

範
疇
で
神
の
有
を
見
る
が
、「
一
」
の
高
揚
し
た
理
解
に
導
か
れ
て
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最
後
に
は
「
関
係
」
の
範
疇
を
捨
て
て
「
実
体
」
の
範
疇
だ
け
を

専
用
し
、
神
の
自
体
を
関
係
を
絶
し
属
性
を
脱
し
た
「
純
一
単
一

な
る
実
体
」
と
見
た
。
…
「
一
」
の
自
体
が
そ
の
純
一
無
相
の
故

に
無
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
無
な
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
無
と
言
わ
れ
る
そ
の
背
後
に
は
実
体
が
厳
存
し
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
や
は
り
有
と
無
が
二
元
を
な
し
、
実

体
性
が
無
を
限
界
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
徹
底
的
な
無
も
最
終
的
に
は
消
極
性
に
と

ど
ま
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
禅
の
思
想
的
基

盤
を
な
す
大
乗
仏
教
の
基
礎
的
考
え
方
は
、「
関
係
」
の
範
疇
を
専

用
す
る
。
一
切
は
「
関
係
」
に
お
い
て
あ
り
、「
関
係
」
に
お
い

て
の
み
有
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
有
る
も
の
」
が
有
っ
て
関
係

に
入
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
関
係
」
の
内
に
有
る
も
の
自
身
「
関

係
」
か
ら
生
起
し
ま
た
「
関
係
」
へ
と
還
滅
す
る
と
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
実
体
性
」
が
完
全
に
打
ち
抜
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
無
」
の
事
実
上
の
徹
底
性
の
根
拠
が
あ
る
。
…
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
無
は
そ
れ
と
し
て
徹
底
的
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
形
容

詞
、
実
体
へ
の
形
容
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
禅
の
場
合
、
無

は
動
詞
で
あ
る
。
空
解
す
る
作
き
で
あ
る
。
…
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

場
合
そ
の
よ
う
な
基
盤
の
う
え
で
な
お
あ
れ
ほ
ど
徹
底
し
得
た
の

は
、
思
弁
の
事
柄
が
直
ち
に
実
存
の
事
柄
と
結
び
つ
い
て
い
た
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
は
思
想
的
に
は
実

体
の
純
一
無
相
性
へ
の
形
容
詞
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う

な
実
体
性
に
相
応
す
る
た
め
に
は
、
純
一
無
相
な
ら
ざ
る
一
切
に

対
し
て
徹
底
的
な
否
定
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
純
一
無
相
の
実

体
が
魂
の
自
体
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
弁

的
に
は
実
体
性
に
対
し
て
結
局
は
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た

無
で
は
あ
っ
た
が
、
魂
が
自
ら
の
根
底
に
還
帰
す
る
動
性
と
し
て

の
徹
底
的
な
自
己
否
定
（
神
と
の
合
一
に
お
い
て
さ
え
さ
ら
に
神

を
放
下
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
自
己
否
定
ま
で
）
を
導
き
、
ま
た

逆
に
魂
の
こ
の
自
己
否
定
の
動
性
に
よ
っ
て
荷
電
さ
れ
て
、
思
弁

面
が
徹
底
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。」（
同
書
、
一
四
六
〜
一
四
九
頁
）

n
 

窪
田
慈
雲
『
悟
り
な
き
「
悟
り
」
へ
の
道
』、春
秋
社
二
〇
〇
二
年
、

一
七
一
頁
。

o
 

「
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」（『
上
田
閑
照
集
第
七
巻
』
所
収
）、

三
一
二
頁
。

p
 

禅
と
の
比
較
で
は
、
上
田
氏
は
さ
ら
に
後
代
の
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ

レ
ジ
ウ
ス
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
対
照
し
て
い
る
。

q
 

H
.M

.Enom
iya Lassalle, Zen und christliche M

ystik, 1986,S.327.

r
 

Ibid., S.329.

s
 

Ibid., S.336.

t
 

Ibid., S.338.

u
 

エ
ノ
ミ
ヤ
・
ラ
サ
ー
ル
『
禅
と
神
秘
思
想
』 

一
九
八
七
年
、

一
一
四
頁
。
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v
 

同
頁
。

w
 

同
頁
。

x
 

E.Lassalle, Zen und christliche M
ystik,S.367.

y
 

タ
ウ
ラ
ー
は
結
果
的
に
正
統
信
仰
内
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
の
思

想
に
全
く
批
判
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
な
ど

で
は
、
そ
の
静
寂
主
義
が
修
練
士
の
霊
的
成
長
に
有
害
だ
と
し
て

読
書
が
禁
じ
ら
れ
た
事
実
も
あ
る
。

z
 

た
だ
し
、
タ
ウ
ラ
ー
は
説
教
集
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
名
を
一
度

し
か
出
し
て
お
ら
ず
、
後
は
暗
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
三
二
九

年
の
有
罪
判
決
以
降
は
ド
ミ
ニ
コ
会
内
部
で
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

名
は
公
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

A
 

F. Vetter, D
ie Predigten Taulers, 1968 (1910), S.71.

B
 

Basler Tauler, f.168.

C
 

こ
の
偽
神
秘
主
義
を
厳
し
く
批
判
し
た
説
教
と
し
て
は
、F. 

Vetter,N
r.15b;79

が
あ
る
。

D
 

も
ち
ろ
ん
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
同
様
、
さ
ら
に
一
般
信
徒
や
修
道
士

ら
を
も
対
象
と
し
た
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
タ
ウ
ラ
ー
の
場

合
は
さ
ら
に
聖
職
者
や
一
般
信
徒
で
と
く
に
霊
性
の
深
化
を
求
め

る
人
々
で
構
成
す
る
「
神
の
友
」
の
共
同
体
の
指
導
に
も
専
念
し

た
。

E
 

魂
の
「
根
底
」
を
意
味
す
るgrunt

は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ク
ー
ニ
ッ

シ
ュ
に
よ
れ
ば
、中
世
宮
廷
文
学
の”H

erzen grunt”

に
由
来
す
る
。

た
だ
タ
ウ
ラ
ー
は
こ
の
事
情
を
知
っ
て
は
お
ら
ず
、
主
に
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
か
ら
学
ん
で
い
る
。

F
 

説
教
五
ｂ
。

G
 

説
教
二
一
。

H
 

説
教
五
ｂ
。「
こ
こ
で
は
神
の
根
底
は
わ
た
し
の
根
底
で
あ
り
、

わ
た
し
の
根
底
は
神
の
根
底
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
神
が
ご

自
身
の
も
の
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
わ
た
し
自
身

の
も
の
に
よ
っ
て
生
き
る
。[

…]

あ
な
た
は
、
こ
の
最
内
奥
の
根

底
か
ら
、
あ
な
た
の
わ
ざ
の
す
べ
て
を
、
な
ぜ
と
い
う
問
な
し
に
、

な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（
田
島
訳
三
九
頁
）

I
 

Ebenda, S.327f.(Pr.29)

J
 

Vetter, S.176.

K
 

Ibid., S.331.

L
 

Ibid.

m
 

Ibid., S.117.

N
 

Ibid., S.196. 

マ
リ
ア
‐
マ
ル
タ
の
話
と
の
関
連
で
説
か
れ
て
い
る
。

O
 

Ibid., S.200.

P
 

Ibid., S.197.

Q
 

こ
れ
は
当
時
の
時
流
神
秘
主
義
の
異
端
セ
ク
ト
で
あ
っ
た
自
由
心

霊
派
が
タ
ウ
ラ
ー
に
「
あ
な
た
は
ま
だ
乗
り
越
え
て
い
な
い
の
か
」

と
言
っ
た
さ
い
の
対
象
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
イ
エ
ス

の
死
は
も
は
や
人
間
の
救
い
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
な
い
と
考
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え
て
い
た
。

R
 

Vetter,S.115.

S
 

Ibid., S.218.

T
 

Ibid., S.197.

U
 

Ibid., S.271.

V
 

John Paul II, Crossing The Threshold of H
ope, 1995, p. 85. 

こ
の

中
で
教
皇
は
、
仏
陀
の
悟
り(enlightenm

ent)

に
つ
い
て
触
れ
、

そ
の
悟
り
の
内
容
と
は
、
こ
の
世
が
悪(bad)

で
あ
っ
て
、
人
間

に
と
っ
て
は
悪
と
苦
し
み
の
原
因(source of evil and suffering)

で
あ
る
こ
と
、
こ
の
悪
か
ら
自
己
を
解
放
す
る(liberate)

に
は
こ

の
世
か
ら
自
由
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
仏
教

は
か
な
り
の
程
度
「
無
神
論
的
」(atheistic)
体
系
で
あ
り
、
人
間

は
神
か
ら
来
る
善
を
通
し
て
悪
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

悪
な
る
こ
の
世
か
ら
の
離
脱(detachm

ent)

に
よ
っ
て
の
み
悪
か

ら
解
放
さ
れ
る
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た

離
脱
の
完
全
性
は
神
と
の
一
致(union w

ith G
od)

で
は
な
く
、

こ
の
世
に
対
す
る
完
全
な
無
関
心
で
あ
る
涅
槃(nirvana)

だ
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
仏
教
は
離
脱
そ
れ
自
体
を
終
極
と
す
る
が
、
キ

リ
ス
ト
教
は
神
と
の
一
致
を
終
極
と
し
て
離
脱
を
要
求
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
見
解
は
、
本
来
の
仏
教
的
立
場

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

W
 

Ibid., cf. p. 87. 

教
皇
は
あ
え
て
「
カ
ル
メ
ル
会
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
文
脈
か
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
一
般
を
意
味
し

て
い
る
。

X
 

Ibid., p. 89f.

Y
 

彼
女
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
の
か
と

い
う
対
話
者
の
質
問
に
答
え
て
、
自
分
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の

道
し
か
な
い
が
、
人
々
が
「
ど
の
よ
う
な
道
を
取
る
か
は
神
が
一

人
一
人
に
与
え
ら
れ
た
恩
寵
に
よ
る
」（
ホ
セ
・
ル
イ
ス
・
ゴ
ン

ザ
レ
ス
・
バ
ラ
ー
ド
（
編
）『
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ　

最
後
の
こ
と
ば
』、

明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
三
頁
）
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク

を
超
越
す
る
神
の
次
元
を
仄
め
か
し
て
い
る
。

Z
 

彼
女
は
「
神
の
お
か
げ
で
私
た
ち
が
接
す
る
人
々
、
貧
し
い
人
び

と
、
イ
エ
ス
が
そ
の
苦
し
む
貧
し
い
人
の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
い

る
の
で
す
」（
同
書
、
七
頁
）
と
言
い
、
イ
エ
ス
そ
の
人
へ
の
献

身
を
語
っ
て
い
る
。
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