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-
社
会
を
知
る
た
め
の
補
助
線

ー

l

橋
爪
先
生
は
大
学
で

「宗
教
社
会

学
」
を
担
当
さ
れ
、
世
界
の
宗
教
に
つ

い
て
講
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
、

宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

し
ょ
、
っ
か
。

橋
爪

あ
る
社
会
の
人
び
と
の
行
動
や

社
会
制
度
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に

は
、
宗
教
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
も
そ
も
宗
教
と
は
、
文
明
の
始
ま

り
と
と
も
に
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
文
明
が
始
ま
り
、
た
く
さ

ん
の
人
聞
が
集
ま
っ
て
暮
ら
す
よ
う
に

な
る
と
、
人
び
と
の
思
考
と
行
動
を
規

一
致
さ
せ
る
こ
と
が
不

制
・
調
整
し
、

し
た

「世
俗
国
家
」
で
も
あ
る
か
ら
で

す
「
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ

l
ザ
l
ズ
」
と

呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
始
祖
た
ち
は
、

血
で
血
を
洗
う
欧
州
の
宗
教
戦
争
か
ら

逃
れ
て
、
自
由
に
信
仰
す
る
た
め
に
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
彼
ら
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
の
手
で
、
「
自
由
な
信
仰
」
を

目
的
に
作
ら
れ
た
固
な
の
で
す
。

ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治

の
根
源
的
な
目
的
は
、
信
仰
の
自
由
を

保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
と
も
い
え
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
宗
教
と
政
治
は
徹

底
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い
ま
す
。

ー

l
意
外
な
気
が
し
ま
す
。
プ
ッ
シ
ュ

大
統
領
の
政
治
姿
勢
に
キ
リ
ス
ト
教
右

派
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
指
摘
も

科

あ
り
ま
す
が
。

一漣

橋
爪

必
ず
し
も
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が

同

突
出
し
て
い
る
と
も
言
え
な
い
で
し
ょ

3
附

う
。
歴
代
の
合
衆
国
大
統
領
は
、
程
度

時国
ぷ

"
い
げ
ん

ド
ー
ワ
ド

の
差
こ
そ
あ
れ
、
み
な
敬
鹿
な
ク
リ
ス

寵

4
唯一
界

チ
ャ
ン
で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な

糊

設

い
」
と
明
言
し
て
大
統
領
に
当
選
す
る

r9.11Jは宗教の存在をクロース、アッフ.させた
(PANA) 

宗
教
を
学
ぶ
こ
と
は

な
ぜ
大
切
な
の
か
?

宗
教
に
無
知
な
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
。

世
界
を
知
る
た
め
に
も
、
宗
教
を
学
ぶ
べ
し
。

東
京
工
業
大
学
教
授
橋
爪
大
三
郎
氏
に
聞
く

担:可
う欠
のに
がな
道つ
徳て
やき
法ま
律す

そ
の
役
割
を

そ
し
て
宗
教

で
し
た
。

宗
教
は
、
い
わ
ば
「
社
会
を
知
る
た

め
の
最
大
の
補
助
線
」
で
す
。
そ
の
社

会
の
基
底
に
ど
の
よ
う
な
宗
教
が
あ
る

か
を
知
り
、
そ
の
知
識
を
補
助
線
と
し

て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は

そ
の
社
会
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

|
|
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
「
宗
教

国
家
」
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
理
解
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
ね
。

橋
爪

戦
前
の
外
務
大
臣
・
松
岡
洋
右

は
、
日
本
政
府
き
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
通

聖書に手を置き、就任宣誓するブ ッシュ大統領。宗教オンチではア
メリカは理解できない (AFP=時事)

の
は
不
可
能
で
す
。

ア
メ
リ
カ
は
、

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を

信
じ
て
い
る
人
の
割
合
が
非
常
に
高
い

国
で
す
。
国
民
の
半
分
近
く
が
、
毎
週

教
会
に
行
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
、
社
会
の
中
心
に
教
会
が
据
え
ら

れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
て
も

数
多
く
の
宗
派
(
教
会
)
が
存
在
し
ま

す
。
ど
の
宗
派
の
信
仰
の
自
由
も
守
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

宗
教
と
政
治
を
分
離
し
て
い
る
。

と
見
な
さ
れ
て
い
た
人
物
で
し
た
が
、

れ日で彼
ば 本 ¥ は
、が事;

す緒:楽?コ
ぐ 戦:主 5
に で 義 三
厭:華に 1
単え:々 、腐刀
気し 31tzは
介ぃ公物
語苦戦 よ 質
広 果 玄 文
がをヱ明
るあ 1 の
だげて国

ろ
う
」
と
甘
い
見
通
し
を
も
っ
て
い
ま

し
た
。
日
本
が
対
米
開
戦
を
決
意
す
る

に
あ
た
っ
て
、

彼
の
意
見
が
果
た
し
た

役
割
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
の
見
通
し
は
ま
っ
た
く
誤
っ
て
い
ま

し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
的
側
面
を
軽

視
し
た
が
ゆ
え
の
誤
り
で
す
。

現
代
に
お
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
通
と

評
さ
れ
る
人
び
と
が
い
ま
す
が
、

政
治

や
経
済
に
詳
し
く
て
も
、
宗
教
オ
ン
チ

で
あ
る
な
ら
、

ア
メ
リ
カ
の
本
質
は
理

要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
は
宗
教
国
家

で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
世
俗
国
家

で
あ
る
、
特
異
な
固
な
の
で
す
。
そ
の

特
異
性
を
理
解
し
な
い
と
ア
メ
リ
カ
と

い
う
国
の
本
質
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

日
本
人
こ
そ
宗
教
を
学
べ

|
|
全
般
的
に
日
本
人
は
宗
教
に
つ
い

て
無
知
だ
と
吾
一
守
え
ま
す
。

橋
爪

宗
教
に
無
知
な
く
せ
に
、
宗
教

を
配
配
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
う

し
た
日
本
人
の
姿
勢
は
、
世
界
的
に
み

れ
ば
か
な
り
特
異
な
も
の
で
す
。
こ
の

ま
ま
だ
と
、
日
本
人
は
世
界
で
さ
ま
ざ

ま
な
恥
献
を
引
き
起
こ
す
で
し
ょ
う
。

|
|
数
年
前
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
、
ブ

こ
う

そ

し
Z
《
ば
い

タ
の
酵
素
を
触
媒
に
使
っ
て
い
た
日
本

企
業
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ス
ラ

ム
教
で
は
ブ
タ
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
じ

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
無
知
に
よ
る

乳
牒
は
、
す
で
に
起
き
て
い
ま
す
。

橋
爪

お
も
な
宗
教
の
特
質
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
時
代
を
生
き
て
い
く
う
え
で
必
須
教

養
の
一
つ
で
す
。
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解
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
松
岡
洋
右
の

誤
り
を
、
再
び
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う

保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

@
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
宗
教

|
||
ア
メ
リ
カ
で
は
宗
教
と
政
治
が
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

橋
爪

そ
う
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
「宗

教
国
家
」
の
ひ
と
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
を

理
解
し
た
気
に
な
る
と
、
そ
の
本
質
を

見
誤
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
も
う
一
面
で
、
ア
メ
リ
カ
は
徹
底

み
ず
か

た
と
え
自
ら
は
仏
教
徒
だ
と
し
て

も
、
他
の
宗
教
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は

大
切
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
蓮
は
あ
ら

ゆ
る
経
典
を
徹
底
し
て
学
び
、
理
解
す

る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、

「法
華
経
こ
そ

最
高
の
経
典
」
と
の
結
論
に
た
ど
り
つ

き
ま
し
た
。
他
の
宗
教
か
ら
目
を
背
け

る
独
善
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

た
だ
し
、
日
蓮
を
は
じ
め
と
し
た
仏

教
の
開
祖
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ

ス
ラ
ム
教
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

う
し
た
他
の
宗
教
を
学
ぴ
、
仏
教
の
思

想
と
比
較
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
信
仰

を
深
化
さ
せ
て
い
く
姿
勢
が
、
現
代
の

仏
教
徒
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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山キ
リ
ス
ト
教
の

誕
生
と
発
展

[開祖]イエス

[誕生]紀元0年ごろ

[聖典]聖書(旧約 ・新約)

[教義]三位一体

[人口]約20億人

-
イ
エ
ス
の
布
教
と
処
刑

キ
リ
ス
ト
教
の
開
祖

・
イ
エ
ス
は
、
紀
元

前
七
i
四
年
ご
ろ
、
父
ヨ
セ
フ
と
母
マ
リ
ア

の
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
紀
元
二
八
年
ご
ろ
、

ぜ
ん
れ
い

ヨ
ハ
ネ
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
イ
エ
ス
は
、
荒

野
で
の
修
行
を
経
て
、
布
教
活
動
を
開
始
す

4G
。彼

は
形
骸
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
を
批
判
し
、

神
の
国
の
到
来
が
近
い
と
説
い
た
。
さ
ら
に
、

病
人
を
癒
し
た
り
、
死
者
を
蘇
ら
せ
る
な
ど

の
奇
跡
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
。
次
第
に
イ

エ
ス
を
慕
う
人
び
と
が
集
ま
り
、
十
二
使
徒

と
呼
ば
れ
る
弟
子
た
ち
も
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
イ
エ
ス
の
言
動
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
か
ら
の
怒
り
と
憎
し
み
を
生
む

こ
と
と
な
っ
た
。

紀
元
三

O
年
ご
ろ
、
十
二
使
徒
の
一
人
ユ

ダ
に
裏
切
ら
れ
た
イ
エ
ス
は
、
エ
ル
サ
レ
ム

キリスト教には数多くの分派が存

在する。そのなかでも3つの代表

的宗派の成立過程を解説する。

2キリスト教分裂と
j|三大宗派の誕生

特別企画

世界の宗教小宙科

三
九
五
年
、
口

l
マ
帝
国
が
東
西
に
分
裂

す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
会
も
西
の
口

l
マ、

東
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

l
プ
ル
(
現
在
の

イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
)
が
対
立
。

一
O
五
四
年

に
は
互
い
に
相
手
を
破
門
し
、
西
の
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
東
の
東
方
正
教
会

へ
と
分
裂
す
る
。

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
皇
(
法
王
)

を
頂
点
と
し
た
巨
大
な
組
織
を
構
築
し
、
時

に
ロ

l
マ
帝
国
の
皇
帝
を
も
し
の
ぐ
ほ
ど
の

権
力
を
持
つ
に
い
た
る
。
ロ
ー
マ
市
内
に
あ

る
総
本
山
ヴ
ア
チ
カ
ン
は
、
現
在
も
ヴ
ァ
チ

カ
ン
市
固
と
し
て
独
立
し
て
お
り
、
世
界
に

与
え
る
影
響
力
は
大
き
い
。

一
方
、
東
方
正
教
会
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
会

や
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

わ
ず
か
二
年

余
の
布

教
の
後
、
処
刑
さ
れ

た
イ
エ
ス
。
そ
の
弟

子
た
ち
が
キ
リ
ス
ト

教
を
世
界
最
大
の
宗

教
に
発

展
さ
せ
た
。

あ架に
ま布にはお
り教磁μ、
の聞にげて
こ始さ捕
とかれら
だ ら 、 え
つ 処 処 ら
た 刑 刑 れ
。まさた
でれ
、たそ

わ の し
ずだて
かっ
こた十
年 。字

-
迫
害
を
超
え
「
国
教
」

ヘ

そ
の
後
、
イ
エ
ス
は
復
活
し
、
四
十
日
間

に
わ
た
っ
て
弟
子
た
ち
に
教
え
を
説
い
た
と

い
う
。
こ
の
「
復
活
」
に
よ
っ
て
、
弟
子
た

ち
の
信
仰
は
確
固
た
る
も
の
と
な
り
、
各
地

へ
の
布
教
が
本
格
化
す
る
。

な
か
で
も
、
十
ニ
使
徒
の
リ
ー
ダ
ー
格
で

あ
っ
た
ベ
テ
ロ
ゃ
、
イ
エ
ス
の
死
後
に
信
徒

で
ん
ど
う

と
な
っ
た
パ
ウ
口
ら
の
伝
道
に
よ
っ
て
、
地

中
海
沿
岸
に
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
課
程
で

民
族
の
垣
根
を
超
え
る
世
界
性
を
持
つ
に
い

た
り
、
現
在
の
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
は
、
こ

の
時
期
に
築
か
れ
た
と
さ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
急
速
な
発
展
に
恐
れ
を
抱

東
口

l
マ
帝
国
の
皇
帝
を
教
皇
と
し
、
政
治

と
一
体
化
し
て
発
展
し
た
。
そ
の
た
め
、
ロ

シ
ア
正
教
会
や
セ
ル
ビ
ア
正
教
会
な
ど
、
各

国
に
正
教
会
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
十
六
世
紀
に
東
口

i
マ
帝
国
が
オ
ス
マ

ン
帝
国
に
滅
ぼ
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
支
配

下
に
入
る
と
、
東
方
正
教
会
の
中
心
は
ロ
シ

ア
正
教
会
へ
と
移
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
、
東
方
正
教
会
と
並
ぶ
勢
力

に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
と
は
「
抗
議
す
る
者
」
の
意
味
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
宗
教
改
革
運
動
か

ら
生
ま
れ
た
。
教
皇
の
権
威
や
儀
式
を
重
ん

じ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
、
聖
書
重
視
と
神

の
も
と
で
の
万
人
の
平
等
を
訴
え
た
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
は
、
ル
タ
l
派
、
カ
ル
バ
ン
派
な

ど
の
数
派
に
分
か
れ
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
や

ス
イ
ス
な
ど
に
広
が
っ
た
。

【キ
リ
ス
ト
教
の
主
な
流
れ
}

※
イ
ギ
リ
ス
で
成
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
教

会
は
、

一
時、

ロ
l
マ・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
組

み
込
ま
れ
た
が
、
の
ち
に
独
立

い
た
の
は
口

l
マ
帝
国
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ

す
う
U
い

こ

ぽ

の
神
々
や
口

l
マ
皇
帝
の
崇
拝
を
拒
む
キ
リ

ス
ト
教
徒
に
対
し
、
皇
帝
ネ
ロ
や
デ
ィ
オ
ク

レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
は
大
規
模
な
弾
圧
を
行
っ

た
。
大
勢
の
殉
教
者
を
出
し
た
迫
害
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
団
結

を
さ
ら
に
強
め
る
結
果
と
な
り
、
教
勢
は
さ

ら
に
拡
大
。
三
一
三
年
に
発
せ
ら
れ
た
「
ミ

ラ
ノ
の
勅
令
」
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は

口
l
マ
帝
国
の
承
認
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
三
九
二
年
に
は
テ
オ
ド
シ
ウ
ス

一
世
に
よ
っ
て
口

l
マ
の
国
教
と
な
り
、
さ

ら
に
大
き
く
広
ま
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
後
、
キ
リ
ス
ト
教
は
口

l
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
、
東
方
正
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
な
ど
の
宗
派
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら

を
す
べ
て
合
わ
せ
る
と
、
現
在
、
世
界
で
約

二
十
億
人
(
全
人
口
の
三

O
%強
)
が
信
仰

し
て
い
る
最
大
の
宗
教
で
あ
る
。

イタリア・パラティナ礼拝堂のモザイク函
(PANA) 

キ
リ
ス
ト
教
に
は
多
く
の
宗
派
が
あ
り
、

教
義
に
遣
い
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
は
宗
派
を
超
え
て
共
通
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
基
本
的
な
教
え
を
ま
と
め
た
い
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
と
は
宇
宙
の
創

造
主
で
あ
り
、
唯
一
絶
対
の
存
在
で
あ
る
。

『旧
約
聖
書』

に
よ
る
と
、
神
は
人
類
の
祖

先
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
を
創
造
し
た
が
、

彼
ら
が
禁
断
の
実
を
食
べ
た
こ
と
を
罰
し
、

神
の
園
を
追
放
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人

げ
ん
宮
い

類
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
(
原
罪
)
を

背
負
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
た
。

次
に
、
イ
エ
ス
は
「
神
の
子
」
で
あ
り
、

人
類
の
数
世
主
と
し
て
現
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
彼
は
神
の
国
の
到
来
が
近
い
と
告

げ
、
「
神
を
愛
し
、
隣
人
を
愛
せ
」
と
説
い

た
。
そ
し
て
、
人
類
全
体
の
原
罪
を
賠
い
死

エルサレム(現在のイスラエル)付近で誕生したキリスト教は、
地中海沿岸を経て、 ローマ帝国へと広まっていった

十
二
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
る
イ
エ
ス
の

誕
生
を
祝
う
祭
。
降
誕
祭
と
も
呼
ば
れ
る
。

ク
リ
ス
マ
ス
の
起
こ
り
に
は
、
ペ
ル
シ
ア

に
起
源
を
持
ち
、
ロ
ー
マ
帝
国
で
広
く
信
仰

さ
れ
た
ミ
卜
ラ
ス
教
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
ミ
ト
ラ
ス
教
の
太
陽
の
生
誕
日
を
取

り
入
れ
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
ま
た
、
ツ
リ
ー
を
飾
る
の
は
古
代
ゲ
ル

じ
市
心
〈
す
三つ
は
い

マ
ン
人
の
樹
木
崇
拝
か
ら
の
影
響
と
い
う
。

な
お
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
小
ア
ジ
ア
の

司
教
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
由
来
す
る
。
ニ
コ

ラ
ウ
ス
は
旅
人
や
子
ど
も
の
守
護
聖
人
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
に
贈
り
物
を
す
る
現

在
の
習
慣
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

キリスト教は何を
祈っているのか

キリスト教の教義の基本をコンパク

トに解説。信徒にとって「神jとはど

んな存在か?

ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

イ
エ
ス
が
説
い
た
「
神
の
国
」
に
行
く
た

め
に
は
、
「
最
後
の
審
判
」
と
呼
ば
れ
る
神

の
縦
き
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ

ス
ト
教
で
は
、
世
界
は
必
ず
終
末
を
迎
え
る

と
考
え
る
。
そ
の
と
き
、
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス

ト
が
町
駅
し
、
死
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
人

を
審
判
す
る
。
信
仰
の
あ
る
者
は
天
国
ヘ
行

き
、
神
の
意
に
反
し
た
者
は
地
獄
に
堕
ち
る
。

ゆ
え
に
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の
愛
が
大
切

に
な
る
の
だ
。

な
お
、
「
神
の
子
」
イ
エ
ス
と
「
父
」
で

あ
る
創
造
主
、
そ
し
て
奇
跡
を
起
こ
す
聖
霊

の
三
つ
が
、
そ
の
本
質
的
存
在
に
お
い
て
ひ

と
つ
で
あ
る
こ
と
を
「
記
佐
ベ
僻
」
と
い
い
、

正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
考
え
と
さ

れ
て
い
る
。

2006.7第三文明 70
[アーメン]キリスト教とユダヤ教で使われる言葉。礼拝や賛美歌の最後に付ける。へブライ語に
由来し、 「まことに。確かにJという意味。「私は神を信じます。 アーメン(確かに)Jなど。

[神父と牧師]神父はカ トリック、牧師はプロテス歩ントでの聖職者の呼び名。 神父が
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イ
ス
ラ
ム
教
の

誕
生
と
発
展

-
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

一守
、
，
し
し
，

イ
ス
ラ
ム
教
の
創
始
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、

五
七

O
年
ご
ろ
メ
ッ
カ
に
生
ま
れ
た
。
二
十

五
歳
で
結
婚
し
幸
福
な
生
活
を
送
っ
て
い
た

ぬ
い
・
9

・
ぅ一

が
、
四
十
歳
こ
ろ
か
ら
限
想
に
ふ
け
る
よ
う

に
な
る
。

そ
ん
な
あ
る
夜
、
眠
想
中
に
天
使
ガ
ブ
リ

工
ル
が
現
れ
、
最
初
の
啓
示
を
受
け
る
。
こ

の
日
を
境
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
唯
ベ
神
ア
ツ

ラ
l
の
言
葉
を
伝
え
る
「
預
言
者
」
と
な
っ

た
。
六
一

O
年
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
。

ム
ハ
ン
マ
ド
は
布
教
活
動
を
開
始
し
た

が
、
多
神
教
を
信
仰
し
て
い
た
当
時
の
人
び

〈
ヲ
ぞ

4
す

，
は
い

と
に
と
っ
て
、
偶
像
崇
拝
を
禁
止
し
、
「
神

は
ア
ッ
ラ
l
の
み
だ
」
と
説
く
ム
ハ
ン
マ
ド

は
容
認
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
権
力
者

た
ち
は
ム
ハ
ン
マ
ド
一
派
に
激
し
い
迫
害
を

加
え
た
。
そ
の
結
果
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
メ
ツ

[開祖]ムハンマド

[誕生]610年ごろ

[聖典]コーラン

[教義]六信五行

[人口]約12億人
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司
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草
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ン
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イ
ス
ラ
ム
教
の
二
大
宗
派
に
ス
ン
ニ
派

(
ス
ン
ナ
派
)
と
シ
l
ア
派
が
あ
る
。

分
裂
の
き
っ
か
け
は
カ
リ
フ
の
後
継
者
争

い
だ
っ
た
。
第
四
代
カ
リ
フ
の
ア
リ
!
と
ム

ア
l
ウ
ィ
ア
が
対
立
。
ア
リ
ー
が
暗
殺
さ
れ
、

ム
ア

l
ウ
ィ
ア
が
第
五
代
カ
リ
フ
に
砕
く

と
、
ア
リ

l
支
持
者
が
反
発
。
ア
リ
l
派

(
の
ち
の
シ
l
ア
派
)
を
つ
く
っ
た
。

シ
l
ア
派
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
正
統
な
後

継
者
は
そ
の
血
を
引
く
者
で
あ
る
と
主
張

し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
従
兄
弟
で
あ
っ
た
ア
リ

ー
こ
そ
正
統
で
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
、
第

四
代
ア
リ
l
以
外
の
カ
リ
フ
を
認
め
な
い
。

そ
の
う
え
で
、
カ
リ
フ
に
代
わ
る
称
号
と
し

て
「
イ
マ

l
ム
」
を
新
た
に
つ
く
り
、
初
代

イ
マ

l
ム
は
ア
リ
ー
だ
と
定
め
た
。

そ
の
後
、
誰
を
イ
マ
!
ム
と
定
め
る
か
で

ムスリムの基本的な
実践のスタイル

ア
ッ
ラ

l
を
唯
一
の
神
と
崇
め
、
偶
像
崇

拝
を
禁
止
す
る
厳
格
さ
を
保
ち
な
が
ら
、

イ
ス
ラ
ム
教
は
世
界
へ
と
広
ま
っ
た
。

それぞれイスラム教独特の実践法と、

がもっ意味を解説する。

-
「大
信
五
行
」
が
基
本

特別立癌

世界の宗教卒蓄額

「
イ
ス
ラ
ム
」
と
は
絶
対
帰
依
を
意
味
す
る

言
葉
で
、
最
近
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
な
く

「
イ
ス
ラ
l
ム
」
と
い
う
呼
び
方
が
広
ま
っ

て
い
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
こ
と
を

「
ム
ス
リ
ム
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
帰
依
し

た
者
と
い
う
意
味
を
持
つ
。

イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
は
コ

l
ラ
ン
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
神
か
ら
の
啓
示
を
受
け
た
ム

ハ
ン
マ
ド
の
言
葉
を
、
彼
の
死
後
に
編
纂
し

た
も
の
で
、
全
百
十
四
章
か
ら
成
る
。
ム
ス

リ
ム
は
コ

l
ラ
ン
に
記
さ
れ
た
神
の
言
葉
を

守
り
、
規
範
に
従
っ
て
日
常
生
活
を
送
る
こ

と
を
最
大
の
義
務
と
し
て
い
る
。

ム
ス
リ
ム
が
信
仰
す
べ
き
も
の
は
「
六

カ
か
ら
メ
デ
ィ
ナ
へ
と
脱
出
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
(
聖
遷
H
ヒ
ジ
ュ
ラ
)
。

メ
デ
ィ
ナ
で
宗
教
共
同
体
(
ウ
ン
マ
)
を

形
成
す
る
な
ど
イ
ス
ラ
ム
教
の
基
盤
を
築
い

た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
信
者
と
と
も
に
メ
ッ
カ

へ
の
進
軍
を
開
始
す
る
。
幾
度
か
の
戦
闘
の

の
ち
、
六
三

O
年
に
メ
ッ
カ
を
征
服
し
た
ム

ハ
ン
マ
ド
は
、
カ
ア
パ
神
殿
の
す
べ
て
の
偶

像
を
破
壊
。
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
信
仰
を
大
き
く

広
め
た
の
だ
っ
た
。

メ
ッ
カ
征
服
の
二
年
後
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は

死
去
。
し
か
し
、
彼
が
形
成
し
た
ウ
ン
マ
は
、

カ
リ
フ
(
最
高
指
導
者
)
の
指
揮
の
も
と
周

囲
の
地
域
を
次
々
と
征
服
し
、
イ
ス
ラ
ム
教

は
拡
大
し
て
い
く
。

そ
の
後
、
内
部
対
立
も
あ
っ
た
が
、
現
在
、

世
界
で
約
十
二
億
人
(
全
人
口
の
約
二

O
%
)

が
信
仰
し
て
い
る
世
界
第
二
位
の
宗
教
で
あ

ヲ令
。

信
」
、
具
体
的
な
実
践
義
務
を
「
五
行
」
と

呼
び
、
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
二
覧
表

参
照
)
。
さ
ら
に
、
細
か
く
生
活
規
範
を
定

め
た
教
え
も
あ
り
、
厳
し
い
自
然
環
境
の
砂

漠
の
地
を
生
き
る
た
め
の
生
活
の
法
と
も
い

え
る
教
え
と
な
っ
て
い
る
。

-
礼
拝
と
断
食
の
方
法

イ
ス
ラ
ム
教
の
実
践
に
は
特
徴
的
な
も
の

が
多
い
。

ま
ず
、
サ
ラ
l
ト
と
呼
ば
れ
る
礼
拝
は
早

朝
、
正
午
週
ぎ
、
遅
い
午
後
、
日
没
後
、
就

寝
前
の
一
日
五
回
行
う
の
が
基
本
で
あ
る
。

心
身
を
浄
め
た
あ
と
、
メ
ッ
カ
の
カ
ア
パ
神

殿
に
向
け
て
礼
拝
を
捧
げ
る
。
ま
た
、
毎
週

金
曜
日
の
昼
に
は
ジ
ュ
ア
ム
と
呼
ば
れ
る
集

シャハータ
(1富仰の告白)

サウム

(断食)

ザカー卜

(喜捨)

ラマダーン月(イスラム暦の第9月)に
日の出から日没まで、飲食や喫煙な

どの欲望を断つこと

「アッラーのほかに神はなく、ムハン

マドはアッラーの使徒であるJとアラ
ビアZ吾で日目えること

所得の一定割合を喜捨すること

イスラム暦の第12月の8日から10日
に、決められた道順で聖地メッカの

カアバ神殿を訪れること

1日に5回‘神に礼拝を徳げること

J、ツン

(メッカ巡礼)

サラート

(*Lf草)

団
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
。

次
に
断
食
だ
が
、
イ
ス
ラ
ム
暦
第
九
月

(
ラ
マ
ダ
l
ン
月
)
に
行
わ
れ
る
の
で
、
ラ

マ
ダ
l
ン
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
断
食
期
聞

は
約
一
カ
月
。
こ
の
間
は
毎
日
夜
明
け
か
ら

日
没
ま
で
、
飲
食
を
は
じ
め
、
喫
煙
や
性
交

な
ど
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
水
を
飲
む
こ
と

さ
え
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
病
人
や
妊
婦
、

子
ど
も
な
ど
は
例
外
と
さ
れ
る
。

断
食
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
神
の
啓
示
を
受
け

た
こ
と
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
断

食
を
通
し
て
、
貧
し
い
人
た
ち
の
気
持
ち
を

理
解
す
る
た
め
と
も
さ
れ
て
い
る
。

-
豚
肉
と
飲
酒
は
禁
止

ハ
ツ
ジ
と
呼
ば
れ
る
巡
礼
も
ム
ス
リ
ム
の

と
い

派
違

ニ
の

ン
派

漏
ス
ア

溺
が
-

ほ
れ
シ

批
'
」

イスラム教徒の9割を占めるスンニ

派と少数派のシーア派。対立原因

はどこにあるのか?

対
立
が
起
こ
り
複
数
に
分
派
。
そ
の
う
ち
最

大
の
も
の
は
十
二
イ
マ

l
ム
派
で
、
第
十
二

代
イ
マ

l
ム
ま
で
を
認
め
る
人
た
ち
で
あ

る
。
彼
ら
は
一
九
七
九
年
に
イ
ラ
ン
・
イ
ス

ラ
ム
革
命
を
成
功
さ
せ
、
イ
ス
ラ
ム
国
家
イ

ラ
ン
を
成
立
さ
せ
た
。

シ
l
ア
派
の
主
張
に
よ
る
と
、
イ
マ

l
ム

は
ア
リ
l
の
血
縁
に
限
ら
れ
、
間
違
い
を
起

こ
す
こ
と
は
な
い
。

一
方
、
ス
ン
ニ
派
は
、

こ
う
し
た
シ
l
ア
派
の
考
え
は
イ
ス
ラ
ム
教

と
無
縁
な
個
人
崇
拝
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

ス
ン
ニ
派
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
か
ら
の

慣
行
を
重
視
し
、
共
同
体
の
維
持
を
第
一
と

す
る
人
た
ち
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
九
割
を

占
め
る
多
数
派
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
で
は
シ
l

ア
派
が
多
数
派
で
あ
る
。

大
切
な
義
務
だ
。
イ
ス
ラ
ム
暦
第
十
二
月
の

八
日
か
ら
十
固
ま
で
の
三
日
間
を
中
心
に
行

わ
れ
る
。
聖
地
メ
ッ
カ
へ
の
巡
礼
は
、
ム
ス

リ
ム
で
あ
れ
ば
生
涯
に
一
度
は
出
か
け
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
、
現
在
は
毎
年
二
百

万
人
以
上
が
メ
ッ
カ
を
訪
れ
て
い
る
。

ぐ
う
ぞ
う
す
ろ
肱
い

偶
像
崇
拝
の
禁
止
も
イ
ス
ラ
ム
教
の
大
き

な
特
徴
だ
。
唯
一
絶
対
神
ア
ッ
ラ
l
は
世
界

ら

---9与え
っ

を
超
越
し
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
知
る

こ
と
も
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
{
昼
議

さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
偶
像
化
は
厳
し
く

戒
め
ら
れ
て
お
り
、
モ
ス
ク
に
は
肖
像
画
な

ど
は
い
っ
さ
い
存
在
し
な
い
。

ム
ス
リ
ム
が
豚
肉
を
食
べ
な
い
こ
と
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
牛
肉
や
鳥
肉
は
許
さ
れ

て
い
る
が
、
頚
動
脈
を
切
っ
て
死
ん
だ
動
物

の
肉
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
飲
酒
も

礼
拝
を
妨
げ
る
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
一
夫
多
妻
を
認

め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
女
性
が
顔
を
覆
う
よ

う
な
服
装
を
着
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
女
性
差
別
の
宗
教
で
あ
る
と
恩
わ
れ
が

ち
だ
が
、
一
夫
多
妻
に
は
夫
を
亡
く
し
た
女

性
や
子
ど
も
を
援
助
す
る
と
い
う
社
会
福
祉

的
側
面
が
あ
り
、
全
身
を
覆
う
べ

l
ル
に
は
、

男
性
の
欲
望
を
抑
制
し
、
女
性
が
心
配
な
く

外
を
歩
け
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
効
果
、が
あ

る
と
い
う
。
こ
れ
ら
も
、
厳
し
い
自
然
環
境

か
ら
生
ま
れ
た
知
恵
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
し
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日
本
人
が
苦
手
な

ユ
ダ
ヤ
教
と
は

数
千
年
の
歴
史
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
や

イ
ス
ラ
ム
教
の
母
体
と
も
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ

教
。
そ
の
数
奇
な
歩
み
と
は
。

-
約
束
の
地
を
求
め
続
け
て

ユ
ダ
ヤ
教
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
宗
教
で

あ
る
。
そ
の
起
源
は
古
く
、
定
か
で
は
な
い

が
、
実
質
的
な
創
始
は
紀
元
前
十
三
世
紀
前

半
ご
ろ
の
「
同
エ
ジ
プ
ト
」
と
さ
れ
る
。

「
出
エ
ジ
プ
ト
」
と
は
、
指
導
者
モ
l
セ
に

f

L

-

率
い
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
舵
誌
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た

こ
と
を
指
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
モ
l
セ
と

神
と
の
契
約
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

神
は
モ
l
セ
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
カ

ナ
ン
に
説
け
」
と
命
じ
、
神
へ
の
絶
対
骨
骨

と
引
き
換
え
に
魂
を
救
済
す
る
と
い
う
契
約

を
交
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
科
蹴
」
と
い

う
守
る
べ
き
律
法
を
臨
け
て
お
り
、
ゆ
え
に

ユ
ダ
ヤ
教
は
い
ま
も
戒
律
に
厳
格
で
あ
る
。

モ
l
セ
に
率
い
ら
れ
て
エ
ジ
プ
ト
を
脱
し

た
一
行
は
、
四
十
年
か
け
て
約
束
の
地
カ
ナ

[開祖]一一

[誕生]紀元前13世紀前半

[聖典]旧約聖書

[教義]神との契約と律法

[人口]約1200万人

対立がつづく
その原因とは

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。

緊張の三角関係の背景とは。

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教

が
信
じ
る
神
は
、
そ
の
呼
び
方
は
異
な
れ
ど

も
閉
じ
唯
一
神
で
あ
る
。
神
が
天
地
を
創
造

し
、
終
末
の
日
に
最
後
の
審
判
を
下
す
と
い

う
教
え
も
三
宗
教
に
共
通
す
る
。
ゆ
え
に
、

こ
の
三
つ
の
宗
教
は
兄
弟
関
係
に
あ
る
と
も

い
え
る
の
だ
。

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
の
ど
こ
が
違
う

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
聖
典
が
異
な
る
。
旧

約
聖
書
の
み
を
聖
典
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
、
旧

約
聖
書
・
新
約
聖
書
を
聖
典
と
す
る
キ
リ
ス

ト
教
、
旧
約
聖
書
・
新
約
聖
書
と
と
も
に
コ

l
ラ
ン
を
聖
典
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
と
、
教

義
が
違
う
の
だ
。

さ
ら
に
、
イ
エ
ス
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に

認
識
す
る
か
に
よ
っ
て
も
色
分
け
で
き
る
。

ま
ず
、
三
位
一
体
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、

支袋;
V~ の z
発部書

票差g
gと

れ

[開祖]釈迦(フ-ッダ)

[誕生]紀元前6~5世紀

[聖典]仏教経典

[教義]八正道など

[人口]約4億人

1寺別企喜重

曹界63議議歩嘉手:J

-
菩
提
樹
の
下
で
悟
っ
た
釈
迦

老1れタ
病?た ( 仏
死Lo 釈t教
の恵迦均の
苦ま)胃
悩 れ は 祖

をもF54 
抱~; !~国 l

更警 2z
f吾i育享;
りっとシ
をたしツ
求 が て ダ
め、l 生 l
て生;まル

出
家
す
る
。

しとし
てがた最
いで 。初
るきし
なず か釈
か j し迦
で青空 ，，~ 
悟 碇じ古 市
り樹5行 懸
を の で け
開下はの
l、で悟苦
L静り行
どかをを
『、 lこ得く
二眠fるり
も想3こ返

釈
迦
三
十
五
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
以
来
、

八
十
歳
で
入
滅
す
る
ま
で
、
釈
迦
は
教
え
を

説
き
つ
づ
け
た
。

釈
迦
の
教
え
は
、
当
時
、
優
勢
だ
っ
た
パ

ラ
モ
ン
教
と
対
立
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は

釈
迦
教
団
を
迫
害
し
た
が
、
釈
迦
の
教
団
は

徐
々
に
広
が
り
、
十
大
弟
子
を
は
じ
め
と
し

た
弟
子
た
ち
も
多
数
誕
生
し
て
い
っ
た
。

ン
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
に
イ
ス

ラ
エ
ル
王
国
を
建
国
す
る
。
し
か
し
、
紀
元

前
五
九
七
年
に
は
バ
ビ
口
ニ
ア
の
攻
撃
に
よ

っ
て
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
連
行
さ
れ
る
と
い

う
「
パ
ビ
ロ
ン
献
町
」
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
、

ペ
ル
シ
ア
帝
国
や
エ
ジ
プ
ト
、
ロ
ー
マ
な
ど

の
支
配
を
受
け
続
け
た
。

そ
う
し
た
苦
難
の
な
か
、
い
つ
し
か
ユ
ダ

ヤ
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
離
れ
、
世
界
に
動
献

す
る
。
そ
れ
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、
「
自

分
た
ち
は
神
に
選
ば
れ
て
契
約
し
た
選
民
で

あ
る
」
と
の
誇
り
が
あ
り
、
世
界
の
各
地
で

自
分
た
ち
の
宗
教
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

守
り
抜
い
て
き
た
の
だ
。

次
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
自
分
た
ち
の
国
を
持
つ

の
は
一
九
阻
八
年
。
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
が

建
国
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

宗
教
人
口
は
少
な
い
が
、
影
響
力
の
大
き

な
宗
教
と
い
え
る
。

紀
元
前
四
六
三
年
ご
ろ
に
生
ま
れ
た

釈
迦
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
仏
教
は
、

世
界
性
を
持
っ
た
最
古
の
宗
教
だ

っ
た
。

-
分
裂
と
飛
躍
的
発
展

紀
元
前
三
八
三
年
ご
ろ
、
釈
迦
が
入
滅
。

弟
子
た
ち
は
釈
迦
の
教
え
を
ま
と
め
る
た
め

川市.，ぞ

a
，

仏
典
結
集
を
は
じ
め
る
。
八
万
法
蔵
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
多
く
の
仏
教
経
典
が
存
在
し
て
い

る
が
、
釈
迦
は
生
前
、
文
字
と
し
て
教
え
を

残
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
在
ま
で

伝
わ
る
釈
迦
の
教
え
と
は
、
こ
の
と
き
結
集

さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
後
、
仏
教
は
ニ
派
に
分
裂
。
戒
律
を

み
ず
A
M

じ
よ
3

g

n

重
ん
じ
自
ら
の
成
仏
を
第
一
と
す
る
上
座
部

と
、
衆
生
救
済
を
第
一
と
す
る
大
乗
仏
教
へ

と
分
か
れ
る
。
こ
の
分
裂
に
よ
っ
て
多
く
の

部
派
が
生
ま
れ
た
が
、
各
部
派
の
布
教
活
動

が
活
発
化
し
、
仏
教
全
体
は
飛
躍
的
に
発
展

を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。

現
在
も
仏
教
に
は
数
多
く
の
宗
派
が
存
在

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
現

在
、
世
界
で
約
四
億
人
(
人
口
の
約
六
%
)

が
信
仰
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
釈
迦
の
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
と
呼

ぶ
が
、
ブ
ッ
ダ
と
は
「
悟
っ
た
人
」
と
い
う

意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
り
、
「
釈
迦
は
悟
り

を
聞
く
こ
と
で
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
」
と
考
え

る
の
が
正
し
い
理
解
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

{
仏
教
史
の
主
な
流
れ
}

中央アジ?を経て、中国.

朝鮮、日本へと伝わる

↓ 
スリランカ‘タイ、ミヤンマ

一、ラオス、カンボジア在

どの東南アジアへ

十

「
神
の
子
」
イ
エ
ス
は
神
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
と
っ
て
イ
エ
ス
は
、
本

来
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
を
破
っ
た
者
で
あ

り
、
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
存
在
で
あ

る
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
イ
エ
ス
の
教
え
の
一
部

を
認
め
て
は
い
る
が
、
神
と
は
と
ら
え
て
は

お
ら
ず
、
神
か
ら
啓
示
を
受
け
た
車
『
訟
の

一
人
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

信
仰
の
根
幹
と
な
る
「
神
」
の
と
ら
え
方

が
異
な
る
だ
け
に
、
十
数
世
紀
に
わ
た
っ
て

緊
張
関
係
が
っ
つ
い
て
き
た
の
だ
。

三
宗
教
の
聞
に
は
、
聖
地
を
め
ぐ
る
争
い

の
歴
史
も
あ
っ
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
三
つ
の

へ
い
ぞ
ん

宗
教
の
聖
地
が
併
存
す
る
場
所
で
あ
る
。
か

つ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
聖
地
転
置
の
た
め
に
十

字
軍
を
結
成
し
た
。
さ
ら
に
、
現
在
の
イ
ス

ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
み
て
も
、
聖

地
エ
ル
サ
レ
ム
は
宗
教
間
対
立
の
舞
台
と
な

っ
て
い
る
。

あ
っ
此

S

三
宗
教
聞
の
乳
蝶
と
緊
張
は
、
す
ぐ
に
は

解
消
さ
れ
そ
う
も
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
や
イ
ス
ラ
ム
教
の

ム
ハ
ン
マ
ド
が
神
か
ら
の
魯
示
を
説
い
た
の

に
対
し
て
、
釈
迦
は
自
ら
悟
っ
た
内
な
る
法

(
ダ
ル
マ
)
を
説
い
た
。
こ
の
点
に
仏
教
の

特
徴
が
あ
る
。

釈
迦
が
説
い
た
教
え
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
そ
の
代
表
的
な
教
え
と
し
て
は
「
四
聖

凶

u
q
L
a
'
ど咋，

諦
」
と
「
八
正
道
」
の
考
え
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
四
聖
諦
と
は
苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦

・
道

諦
を
指
す
。
人
生
は
苦
で
あ
り
(
苦
諦
)
、

そ
の
原
因
は
欲
望
に
あ
る
(
集
諦
)
。
欲
望

を
滅
す
れ
ば
悟
り
が
聞
か
れ
(
滅
詩
)
、
そ

の
た
め
に
は
正
し
い
実
践
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
(
道
諦
)
、
と
説
く
。
そ
の
正
し
い

実
践
法
こ
そ
八
正
道
で
あ
る
と
い
う
。

釈
迦
入
滅
後
、
仏
教
は
上
座
部
と
大
乗
に

分
裂
。
イ
ン
ド
か
ら
伝
播
し
て
い
く
過
程
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
新
た
な
教
義
が

体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
修
行
法
も
座
禅
・

読
経
・
唱
題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
誕

生
し
て
い
く
。

仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
六
世
紀
の

こ
と
。
そ
の
後
、
日
本
土
着
の
信
仰
な
ど
と

混
交
さ
れ
、
「
日
本
仏
教
」
と
も
称
さ
れ
る

も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
現
在
、
日
本
で

信
仰
さ
れ
て
い
る
仏
教
は
、
平
安
時
代
末
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
、
日
本
で

生
ま
れ
た
教
え
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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「
一
一
一
大
宗
教
」
以
外
の

世
界
の
宗
教

格別企画

世界お宗教小百科

-
ヒ
ン
ド
ゥ
l
教
徒
は
九
億

ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
は
イ
ン
ド
人
の
八
割
以
上

が
信
仰
し
て
お
り
、
パ
リ
島
や
ス
リ
ラ
ン
カ
、

ネ
パ
ー
ル
な
ど
の
信
者
を
含
め
る
と
、
世
界

で
約
九
億
人
が
信
仰
し
て
い
る
宗
教
で
あ

る
。
宗
教
人
口
的
に
は
仏
教
を
し
の
ぐ
規
模

を
も
っ
。

バ
ラ
モ
ン
教
を
母
体
に
、
仏
教
や
ジ
ャ
イ

ナ
教
、
民
間
信
仰
な
ど
の
要
素
を
取
り
入
れ

て
成
立
し
た
。
輪
廻
か
ら
の
解
脱
が
信
仰
の

目
的
で
あ
り
、
師
か
ら
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ヨ
ン

を
受
け
て
修
行
す
る
こ
と
(
タ
ン
ト
リ
ズ
ム

S

之

と
い
う
)
と
、
絶
対
的
な
神
へ
の
帰
依
を
示

す
と
い
う
修
行
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
存
在
す
る
の
も
ヒ
ン

守一

'
U
1
・

ド
ゥ

l
教
の
特
徴
だ
が
、
崇
拝
の
中
心
は
ビ

シ
ユ
ヌ
神
と
シ
ヴ
ア
神
。

『
マ
ハ

l
パ

l
ラ

タ
』
や

『ラ
l
マ
l
ヤ
ナ
』
が
聖
典
と
さ
れ

て
い
る
。

ほ
か
に
、
イ
ン
ド
人
に
信
仰
さ
れ
て
い
る

v'yf ， 

シク教徒(PANA)

宗
教
に
シ
ク
教
が
あ
る
。
シ
ク
教
は
ヒ
ン
ド

ゥ
l
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
を
融
合
さ
せ
た
も
の

と
さ
れ
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
と
神
と
の
合
一

を
目
指
す
。
一
七
世
紀
後
半
、
ム
ガ
ル
帝
国

と
対
立
し
弾
圧
を
受
け
た
体
験
か
ら
、
信
仰

を
守
る
た
め
に
シ
ク
教
は
戦
闘
的
に
な
っ

そ

た
。
髪
や
ヒ
ゲ
を
剃
ら
ず
、
タ
ー
バ
ン
を
巻

き
付
け
た
姿
が
特
徴
だ
。
現
在
、
二
千
万
人

が
信
仰
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ほ
か
に
、
中
国
の
儒
教
や
道
教
、
老
荘
思

想
な
ど
を
宗
教
と
み
な
せ
ば
、
四
億
人
以
上

が
信
仰
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
誕
生
し
た
宗
教
組

織
が
、
国
や
民
族
を
超
え
て
広
ま
っ
て
い
る

の
も
最
近
の
流
れ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
生

ま
れ
た
モ
ル
モ
ン
教
や
エ
ホ
バ
の
証
人
、
日

本
で
生
ま
れ
た
創
価
学
会
な
ど
が
、
国
際
化

時
代
の
進
展
と
と
も
に
世
界
的
な
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
団
か
ら
、
新
し

い
世
界
宗
教
が
誕
生
し
て
く
る
か
も
し
れ
な

『

U

み

ぞ

，

き

ん

ニ
O
O
一
年
九
月
十
一
日
、
未
曾
有
の
惨

事
と
な
っ
た
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
し
た
。

犯
人
は
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
組
織
「
ア
ル
カ

イ
ダ
」
と
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
は
拠
点
と
さ
れ

た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
攻
撃
。
タ
リ
パ
ン
政

で
ん

3
〈

権
を
転
覆
さ
せ
た
。

宗
教
界
に
と
っ
て
も
「
9
・
刊
」
は
大
き
な

衝
撃
で
あ
っ
た
。
「
ア

メ
リ
カ
対
ア
ル
カ
イ

ダ
」
の
図
式
は
、
「
キ

リ
ス
ト
教
対
イ
ス
ラ
ム

教
」
の
全
面
対
決
に
も

な
り
か
ね
な
い
要
素
を

は
ら
ん
で
い
た
。
宗
教

は
人
び
と
に
平
和
を
も

た
ら
す
も
の
か
、
も
し

く
は
戦
争
の
原
因
な
の

4
M
I
l
l
-
-

。

「
9
・

n」
と
と
も
に

幕
が
聞
い
た
二
十
一
世

紀
。
宗
教
は
、
こ
れ
ま
で
の
対
立
の
歴
史
を

乗
り
越
え
る
挑
戦
を
、
本
気
で
開
始
す
る
時

代
を
迎
え
た
の
だ
。

前
ロ

l
マ
法
王
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世

は
、
積
極
的
に
他
宗
と
の
融
和
を
推
進
し
た
。

ゐ
や
ま

イ
ス
ラ
ム
教
に
対
し
て
中
世
の
十
字
軍
の
過

ち
を
謝
罪
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
東
方
正
教
会

と
も
対
話
を
進
め
た
。

ま
た
、
世
界
の
宗
教
者
が
宗
派
を
超
え
て

語
り
合
う
機
会
も
増
え
、
互
い
の
無
理
解
と

誤
解
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
す
る
努
力
も
行
わ

れ
て
い
る
。

宗
教
聞
の
対
話
が
こ
れ
ほ
ど
活
発
化
し
た

時
代
は
、
人
類
の
数
千
年
の
歴
史
の
な
か
で

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
人
類
史
に
と
っ
て
も

大
き
な
転
換
の
時
な
の

だ。
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21世紀は

宗教の時代
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日
本
人
に
は
無
宗
教

の
人
が
多
い
と
い
う

が
、
世
界
の
人
類
の
う

ち
約
八
五
%
は
な
ん
ら

か
の
宗
教
を
信
じ
て
い

る
。
宗
教
が
変
わ
る
と

い
う
こ
と
は
、
世
界
が

変
わ
る
こ
と
。
自
分
は

無
宗
教
だ
か
ら
と
宗
教

を
無
視
し
て
い
て
は
世

界
を
理
解
で
き
な
い
。

そ
の
意
味
で
も
、
二
十
一
世
紀
は
宗
教
の
時

代
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
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評
論
議
鰐
の
目
的
は
、

マ
5

マ
閉
樹
7
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一
∞
一
刻
筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
こ
と
1

作

2
テ

44

る
ン

ι聞

け
ヨ
軒
持
」
み
は
、
入
試
の
評
論
読
解
が
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
.

ぉ
・
ン
き
a

z

に
レ
:
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
か
な
?

諭
ポ
ョ

評
-
代
そ
も
そ
も
、
評
論
と
は
、
「
筆
者
の
意
見
が
論
理
的
に
述
べ
う
れ

4
6

・
ヨ
屯

割

引

コ

2
た
文
章
」
の
こ
と
だ
ね
・
だ
か
ら
、
読
み
手
に
は
・
そ
の
書
き
手

ま
セ

E
ヴ
開
{
H
筆
者
)
の
意
見
を
理
解
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ん

l
・
」

4
・
2
6

う

ぺ

佼

だ

a

も
ち
ろ
ん
、
入
試
の
評
論
読
解
で
も
そ
れ
は
同
じ
.
「
筆
者
の

叫

社

靖

主

張

{
H
意
見
て
官
理
解
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
問
題
文
の
内
容
を
正

副
会
同
信
に
読
み
取
る
こ
と
」
、
こ
れ
が
入
試
の
評
論
読
解
で
.
一
番
重
筏

笥

式

問

洋
徐
進
さ
れ
る
こ
と
な
ん
だ
・

伊

'

h

m

M

U

マト

・

豹

何

回
F

入
試
の
評
論
で
は
、

幻
一
叫

.，J

投
開
明
?
を
み
の
矧
『
b
肱い一
T
i
マ
が
出
る
!

伊

印

帥

v
h

ゐゐ
l

1

4

4

に

始

汲

河

H

Z

J

y

l

却

か

諾

評

論

で

述

べ

-b
れ
て
い
る
筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

論

ろ

雪

国

1

2

評
こ
!
く
ま
ず
、
文
章
全
体
を
丁
寧
ト
汐
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
だ
よ
。
一
つ

・の
と

f

J%

出
る
語
部
一
つ
の
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
・
地
味
な
よ
う

・錫

1
3
三

山

，

f

a
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
が
評
論
攻
略
の
王
道
な
ん
だ
.

U
劃
題
大

一
創
出
爪
と
こ
ろ
が
‘
入
試
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
評
論
は
、
た
だ
読
ん
だ
だ

あ

伊

邑

同

さ
の

4
げ
で
は
何
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。

評論(言語)
~言葉ってどんなものだろう?-

せ
っ
か
く
、
読
む
ぞ
!
と
意
気
込
ん
で
取
り
組
ん
だ
の
に
、
最
初

の
数
行
で
何
が
奮
い
で
あ
る
の
か
が
わ
か
う
な
く
な
っ
て
、
く
じ
け

て
し
ま
っ
た
:
、
そ
ん
な
経
験
、
き
み
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

な
7

日
本
語
で
書
か
れ
た
文
章
な
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
・
:
・
そ
れ
を
次
の
文
章
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
痛
い
か
ら
「
痛
い
」
と
言
う
の

で
は
な
い
.

「
痛
い
」
と
雪
国
う
か
ら
痛
い
の
・
た
"
と
の
べ
て
い
る
・

『
僑
爪
大
三
郎
?
苫
話
v
源
社
会
学
」
二
岩
波
川
帥
庖
現
代
社
会
学

5
J

r
知
の
社
会
母
一
T
/君
活
の
比
金
峰
一
宇
』
岩
波
省
庖
V

』

「団いJという雲冥がほ伊3危う. 

.f~た吉 1.. r届いlと信じ古れほい?!

今まで!OSな伊コた毘忽が出てくる

のが評論だ.

おまけ

傍
線
部
分
を
担
叫
ん
で
、
な
ん
と
も
不
思
議
な
考
え
方
だ
と
感
じ
な

か
っ
た
か
な
?
普
段
の
生
活
で
は
、
街
い
と
思
っ
た
と
き
に
「
痛

い
」
と
き
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
『
篤
い
』
と
言
う
か
・
勺
宿
い
の
だ
」

な
ん
て
考
え
る
こ
と
は
な
い
よ
忽
。
今
ま
で
き
み
が
知
ら
な
か
っ
た

考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
な
@


