
「

空

の

御

座

」

考

―
―
諸
宗
教
に
お
け
る
至
聖
所
の
比
較
研
究
―
―

田
　
中
　
か
の
子

る
も
の
と
い
え
る
。
殊
に
宝
座
の
周
囲
で
経
の
読
誦
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、

「
空
」
の
宝
座

は
仏
教
の
「
至
聖
所
」
と
し
て
最
も
ふ

さ
わ
し

い
特
性
を
発

揮
す
る
。
経
の
読
誦
は
読
誦
者

に
と

っ
て
は
勤
行
だ
が
、
も
と

は
と

い
え
ば
、

仏
陀
の
説
法
を
後
人
の
た
め
に
再
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
仏
陀

の
説

い
た
縁

起
法
の
「
空
」
性
は
視
覚
で

は
と
ら
え
ら
れ
な

い
。
思
想
家
た
ち
が
そ
れ
を

見
事
に
語
り
尽
く
し
た
か
の
よ

う
で
も
、
言
葉
は
し
ょ
せ

ん
表
現

の
手
段
で

し
か

な
い
。
仏
教

の
歴
史
は
、
仏
法

を
説
き

あ
ら
わ
そ

う
と
し
て

は
そ
の

「
空
」
な
る
こ
と
に
思
い
到

る
作
業
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
空
」

は
単
に
か
ら

っ
ぽ
で
も
何
も
無

い
と
い
う
の
で

は
な
い
。
絶
え
ず
そ
の
う
ち

か
ら
何
も
の
か
が
引
き
出
さ
れ
る
無
限
の
可
能
性
を
も
つ
。
こ
れ
を
美
術
史

上
の
出
来
事

に
か
ぎ
れ
ば
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
展
開
の
あ
と
を
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
。

先
述

の
金
剛
宝
座
よ
り
や
や
時
代
が
下
が

る
と
（
前
二
世
紀
か
ら
後
一
世
紀
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本
研
究
の
発
端
は
、
イ
ン
ド
古
代

初
期
仏
教
美
術
の
主
要

モ
テ
ィ
ー
フ
で

あ
る
「
空
の
御
座
」
が
仏
教
の
本
質

を
最

も
端
的
に
あ
ら
わ
し
う
る
と
い
う

こ
と
を
比
較
宗
教
学
の
視
点
か
ら

確
認
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、

亡
き
仏
陀
の
聖
蹟
（
成
道
地
・
説
法
地
）
を
憶
念
す
る
た
め
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
で

あ
り
、
仏
像
誕

生
以

前
ま
で

は

仏
塔
と

同
様

に
信
徒
の

集
う
「
至
聖

所
」

的
役
割
を
も
担
っ
て

い
た
。
そ

の
最

も
古
い
例
は
、
ボ
ド
ガ
ヤ
ー
大

塔

の
菩
提
樹
下

に
現
存
す

る
金
剛

宝
座
（
前
三
世
紀
頃
）
で

あ
る
。
今

日
も
巡

礼

の
供
え

る
花
や
灯
明

に
飾
ら
れ
、
大
塔

の
壁
龕

に
並

び
坐
す
仏
像
の
こ
が

ね
色
と

は
対
照
的

に
、
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
し
ず
け

さ
を
た
た
え
て

い
る
。

宝
座
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
空
」
で
あ
る
が
、
仏
陀
が
か
つ
て
坐
し
声
を
発

し
て

い
た
歴
史
上
の
空
間
を
芸
術
的
作
為
を
超
え
て
最
も
リ
ア
ル
に
つ
た
え



末
頃
ま
で
）、
「
空
の
御
座
」

は
仏

塔
に
附
属
す

る
玉

垣
や
塔

門
の
浮
彫
装
飾

に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
多
く
は
背
後
に
菩
提
樹
を
と
も
な
う
。

浮
彫

の
場
景

に
応
じ
て

は
、
座
上

に
法
輪
や
三
宝
帰

依
の
標
式
が
置

か
れ

る

こ
と

も
あ
る
。
い
ず
れ
も
仏
法

を
相
続
し
信

仰
内
容

を
確
認

す
る
た
め
の
象

徴
的
表
現
で

あ
る
。
象
徴
は
眼
に
視
え

な
い
も
の
を
仮
の
形

で
表
現
す
る
に

と
ど
ま
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て

も
「
御
座
」

の
「
空
」
性
は
な
お
暗

に
示

さ
れ
て

い
る
と
観
て

よ
い
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
空
の
御
座
」
を
仰
ぐ

人

々
が
そ
こ

に
象
徴
を
生
み
だ
し
た
第
一
の
段
階
で

あ
る
。

そ
の
後
、
美
術
史
の
潮
流
が
移
り
か
わ
る
な
か
で

仏
像
の
制
作
が
始
ま

っ

た
。
そ
の
像
容
は
、
転
法
輪
印
を
両
手
に
結
び
禅
定
に
あ
る
者
の
気
息
を
は

り
め
ぐ
ら
せ
た
半
眼
の
サ

ー
ル
ナ
ー
ト
仏
に
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
法

の

体
現
さ
れ
た

か
た
ち
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て

い
る
。
像
容
を
規
定
し
た
儀
軌

経
典
は
仏
教
の
流

伝
と
と
も

に
継
承
さ
れ
た
が
、
仏
像
を
祀
る
よ
う

に
な

っ

た
国

々
の
美
術
活
動

が
種

々
多
様
な
個
性
を
生
み
出
し
た
の

は
周
知
の
と
お

り
で
あ

る
。
仏
像
制

作
の
前
史

か
ら

さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
仏
像
も
ま

た
仏
法
を

表
現
す
る
象
徴
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
か
つ
て
の
「
空
の
御
座
」
は
こ
こ

に
い
た
っ
て

、
人
の
手
で

生
み
出
し

う
る
か
ぎ
り

の
仏
像
表
現

を
担
い
つ

づ

け

る
受
け
皿

（
仏
像
の
台
座
）
と

な
っ
た
の
で
あ

る
。
受
け
皿
で

あ
る
以
上

、

本
質
的
に
は
「
空
」
だ
と
い
え
る
。
そ
の
上
に
何
が
載
っ
て
い
よ
う
と
「
色

即
是

空
」
で

あ
り
、
仏
像
は
「
空
即
是

色
」

の
賜
物

な
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
、

仏
教
の
「
至
聖
所
」
に
お
け
る
「
象
徴
」

創
造
の
第
二
の
段
階
。
逆
説
的
な

と
ら
え
か
た
だ
が
、
こ
れ
に
は
ひ
と
つ
の
見
逃
せ
な
い
長
所
が
あ
る
。
そ
れ

は
、

仏
教

徒
の
仏

像
に
手
を

合
わ
せ
る
行

為
が

「
偶
像
崇
拝
」
で

は
な
く

「
象
徴
崇
拝
」
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
の
に
手
が
か
り
を
も
た
ら
す
か
ら
で

あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
仏
教
理
解

を
目
指
す
人

々
の
視
点
を
、
あ
ら
ゆ
る
仏
像

表
現

の
尽
き

た
あ
と
の
「
空

の
御
座
」

へ
と
た
ち
か
え
ら
せ
る
可

能
性
を
ひ

ら
く
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
現
代
的
意
義
が
あ
る
の
か
。
そ

こ
に
は
少

な
く
と
も
、
「
偶
像
崇
拝
」
を
禁
忌
す

る
唯
一
神
教
系
列
の
諸
宗

教
（

ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ

ス
ラ
ム
教
）

か
ら
観
て
も
誤
解
や
非
難

の
余
地
の
な

い
仏
教
の
実
践
倫
理
的
特
質
を
見
直
す
場
が
見
出
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
精
神
的
高
次
元
に
お
か
れ
た
も

の
の
透
明
感
と
不
可
視
性
の
認

め
ら

れ
る
空
間
で
あ
る
。

「
空
」
の
空
間

は
、
仏
教
の
「
至
聖
所
」
だ
け

に
観
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

ユ
ダ

ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ

ム
教
の
歴
史
に
お
い
て
唯
一

神
の
顕
　

現
を
あ
ら

わ
し
う
る
至
高

の
表
現
形

式
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
で

あ

る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
三
つ
の
宗
教
の
「
至
聖
所
」
も
ま

た
、
仏
教
の
そ
れ
と

は
違
っ
た
意
味
に
お
い
て
「
空
の
御
座
」
と
呼
び
う
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

仏
教
と
他
宗
教
の
「
至
聖
所
」
を
比
較
検
討
し
、
相
互
の
対
話
を
試
み
る
こ

と
が
可

能
と

な
る
。

以
上
の
所
説
を
ふ
ま
え
て
組
み
立
て
た
の
が
本
稿
に
挿
入
し
た
一
覧
表

（
以
下
、
「
表
」
と
略
記
）
で
あ
る
。
諸
宗
教
の
設
定
す
る
究
極
の
聖
な
る
空
間

（
「
至

聖
所
」
）
が

い
か
な
る
内

容
を
も
ち
、
そ
れ

が
誰

に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
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に
祀
ら
れ
て
き

た
の
か
。
言
わ
ば
、
宗

教
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す

る
最
も
基

本
的

な
も
の
が
１

か
ら
５
ま
で

の
比

較
項
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
。
項
目

の
ひ

と
つ
ひ

と
つ

を
別
個

に
み
て

ゆ
く
と
、
そ
れ
だ
け
で

も
宗

教

芸

術
（
１
）
、

教
学

・

神
学

（
２
・
３
）
、
宗

教

集
団

（
４
）
。

宗
教

儀

礼

（
５
）
の
比
較
研
究
に
事
欠
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
バ
ラ
バ
ラ
に
観

察
さ
れ

る
か
ぎ
り

は
、
諸
宗
教
が

い
ま

あ
る
姿

を
断
片
的
に
理
解
す
る
に
と

ど
ま
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ

ぞ
れ
の
断
片

が
あ
る
方

針
の
も
と
に
ひ
と
つ
の
意

味
を
か
た
ち
づ

く
る
な
ら
ば
、
諸
宗
教

の
目
指
す

あ
る
べ
き
姿

を
一
望
す

る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
み
る
「
表
」
は
｀
「
空
の
御
座
」
を
キ
ー
・
ワ

ー
ド
と
し
て
諸
宗
教
の
見
据
え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
を
追
究
す

る
た
め
の
試
み

で

あ
る
。
仏
教

に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
て
お
い
た
の
で
、
次

は
ユ
ダ
ヤ
教
の

項
目

か
ら
解
説
を
は
じ
め
よ
う
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
「
至
聖
所
」
は
、
イ
ス
ラ

エ
ル
民
族
の
歴
史

に
そ

っ
て

い
く

つ

も
の
段
階
に
類
別
で
き
る
。
神
が
ア
ブ
ラ

ハ
ム
と
契
約
を
結
ん
だ
当
糺
明

野
天

に
築
か
れ
た
祭
壇
。
モ
ー
セ
が
預
言
者
と
し
て
民
を
率

い
荒
野
を
さ
ま

よ

っ
た
間
は
、
契
約
の
箱
（
聖
櫃
）
の
置
か
れ
た
会
見
の
幕
屋
の
設
営
を
機

に
、
神
の
現
臨
を
象
徴
す
る
七
枝
の
燭
台
が
「
至
聖
所
」

に
不
可
欠
の
器
具

と
し
て
登
場
し
た
。
ソ
ロ
モ
ン
王
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
神
殿
を
築
い
た
時
は
、

ま

さ
に
そ
の
内
陣
が
「
至

聖
所
」

を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、

ロ
ー

マ
軍
に
よ

る
第

二
神

殿
破
壊
の
後
は
、
離
散

し
た
民
の
集
会
所
に
安
置
さ
れ
た
聖
櫃
の

壁
龕

が
「
至

聖
所

」
的
な
空
間

を
受
け

持
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

形
態

は
こ
の
よ
う
に
多

様
で
も

、
神
の
顕
現
し
住
ま
う
べ
き
聖
な
る
空
間

を
特
定

の
場
所

に
招
来
す

る
点
で
は
同
じ
機
能
を
も
つ
。

そ
の
空
間
は
目
に

視
え
ぬ
神
の
現
臨
を
表
現
す
べ
く
「
空
」
で
あ
り
、
民
は
そ
こ
で
神
の
指
図

に
従

っ
た
儀
礼

を
お
こ
な

う
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ

ス
ラ

ム
教
の
場

合

に
も
共

通
す

る
。

ユ
ダ
ヤ
教

に
固
有
な
の

は
、
「
空
の
御
座
」
の
前
で

生

け
贄
の
血
が
流
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

現

存
す
る

ユ
ダ
ヤ
教
美
術
の
最
古
例
（
三
世
紀
）
で

あ
る
ド

ゥ
ラ
・

エ
ウ

ロ
ー

ポ
ス
の

シ
ナ
ゴ
ー
グ
壁
画
（
西

壁
）

に
は
。
聖
櫃
の
壁
龕
が
穿
た
れ
て

い
る
。
周
囲

に
は
、
預
言
者
た
ち
が
視
え

ざ
る
神

の
意
志
に
応
え
て

成
し
と

げ
た
様
々
な
業
が
厳
粛
な
筆
触
で
描

か
れ
て

お
り
、
観
る
者
の
賛
美
が
す

べ

て
人
間
に
で
は
な
く
神
だ
け
に
向
か
う
よ
う
な
配
慮
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
神

を
畏

怖
す

る
美
学
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
母
体
と
し
て
発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教

に

も
受
け
継

が
れ
た
。
そ
れ
を
確
か
め
る
の

に
恰
好
な
例
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ

（
一
四
八
三
―
一
五
二
〇
年
）
の
『
聖
体
の
論
議
』
で
あ
る
。
聖
体
が
キ
リ
ス

ト
の
実
体

に
全
き

変
化
を
と

げ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
を
抱
き

論
じ
合
う
者
た

ち
が

「
空
」

の
祭
壇
に
つ

め
か
け
て

い
る
。
そ
の
と
き
天

空
に
は
キ
リ

ス
ト

と
十

二
使

徒
が
顕

わ
れ
、
聖
体
の
秘
蹟
に
起
こ
る
神
秘
を
証
す

る
。
こ
の
画

面

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
至
聖
所
」
も
ま
た
「
空
の
御
座
」
で

あ
り
つ
づ
け

て
き

た
こ
と

を
雄
弁
に
物
語

っ
て

い
る
。

教
会
の
祭
壇
は
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
の
た
め
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十
一
世
紀
ま
で

は
そ
こ

に
十
字
架
も
燭
台
も
立
て
る
こ
と
は
な
く
、
わ
ず
か

に
聖
杯
と
聖
体
拝
領
皿
、
福
音
書
、
聖
遺
物
箱
の
安
置
を
許
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
が



崇
敬
す
る
こ
と
を
容
認
し
た

キ
リ
ス

ト
と
諸
聖
人
の
聖
像
や
聖
画
は
、
絶
え

ず
「
偶
像
崇

拝
」
を
招
く
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
、
仏

像
と
仏
教
徒
の
関
係
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
「
象
徴
崇
拝
」
の
次
元
に
お

い
て

観
る
こ

と
も
で

き
よ
う
。
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
の
公
生
涯

す
な
わ
ち
神

が
人
の
形

を
と

っ
て
生
ま
れ
死

に
復
活

し
昇
天

し
た
プ

ロ
セ
ス

を
、
そ
し
て
世

の
終

わ
り
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
再
臨

の
望
み

を
信
仰
の
基
礎

と
し
て

い
る
。

人
の
形

を
頼
り
に
キ
リ
ス
ト
を
求
め
よ

う
と
す

る
芸
術
的
衝

動
が
「
空
の
御
座
」

を
凝
視

し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
禁

欲
主
義

と
対

立
し
て

や
ま

ぬ
関
係

に
あ
る
こ
と

は
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
歴
史
を
振

り
返

れ
ば
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
聖
画
像
の
崇
敬
に
対
し
て
否
定
的
な
プ

ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会

は
、

秘
蹟
の
神
秘
よ
り
も
福
音

に
も
と
づ
く
信
仰
の
如
何
を
問
う
。
し

た
が

っ
て

祭
壇
よ
り
も
説
教
壇
が
会
衆
の
中
心
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
で

は
視

え
ざ
る
神
を
視
え
ざ
る
方
法
で
、
つ
ま
り
は
霊
的
に
崇
め
る
こ
と
が
第
一

に

説
か
れ
る
。
こ
の
傾
向
が
さ
ら

に
す
す
む
と
、
祭
壇
で
も
説
教
壇
で
も

な
い

単
な
る
机
の
形

を
し
た
礼
拝
壇
（
ド
イ
ツ
の
同
胞
教
会
）
や
、
ペ

ン
チ

を
並

べ
た
だ
け

の
空
間
（

ク
エ
ー

カ
ー
教
徒
の
集
会
所
）
が
要

請
さ
れ
る

に
い
た

る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
「
至
聖
所
」
と
し
て
の
機
能
―
―
神
の
顕
現
を
象
徴

的
に
指
し
示
す

は
た
ら
き
卜

は
う
し
な
わ
れ
て

い
る
か
に
み

え
る
。
し
か

し
そ

れ
は
む

し
ろ
、

神
の
御
前

に
拝
跪
す
る
人
間
の
内
面

に
こ
そ

、
「
至
聖

所
」
を
求
め
よ
う
と
す

る
精
神

主
義

的
な
信
仰

の
あ
り

か
た
を
提
示

し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
真
の

カ
ア

バ
神
殿

と
は
、
わ
れ
わ
れ
み

ず
か
ら

の
存
在

に
ほ

か
な
ら

な

い
」
。
こ
の
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
思
想
家
の
言
葉
に
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

諸
派

の
そ
れ

と
同

様
の
「
至
聖
所
」

観
が
み
ら

れ
る
。
そ

れ
で

は
、
聖

地

メ
ッ
カ
の
神
殿

は
何
故

に
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
至
聖
所
」
た
り
え
る
の
か
。
そ

れ
は
「
神
の
住
ま
い
」
、
「
祭
儀
の
基
礎
」
、
「
神
が
生
け
る
も
の
を
祝
福
し
導

き
給
う
場
所
」
、
「
安
全
な
身
の
寄
せ
ど
こ
ろ
」
で
あ
る
と
『
コ
ー
ラ
ン
』
は

説
く
。
そ
れ
ゆ
え
帰
依
者
は
こ
の
カ
ア
バ
神
殿
を
巡
礼
す
る
の
が
義
務
で
あ

り
、
遠
方
か
ら
は
神
殿
の
方
角

に
向
か

っ
て
礼
拝
す
る
の
で

あ
る
。
神
殿
の

方
角
は
ウ
マ
イ
ヤ
朝
（
六
六
一
－
七
五
〇
年
）
以
降
、
モ
ス
ク
の
内
部
に
設
け

ら
れ

た
壁

龕
（
凹

面
を
し
た
ア

ー
チ
形

の
空
洞
）

に
よ

っ
て
示

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
壁
面

は
『
コ
ー
ラ

ン
』
の
聖

句
を
至
高
の
装
飾
文
様
と
し
て
彩

ら
れ
て

お
り

、
そ
こ
に
は
い
か
に
偉
大
な
預
言
者

の
肖
像
画
も
、
神
を
あ
ら

わ
す

い
か
な
る
形

の
象
徴
も
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
神
と
最
後

の
預
言
者
と

さ
れ
る

ム

ハ
ン

マ
ド
の
名
が
ひ
と
き
わ
雄
渾

な
書
体
で
画

か
れ

る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
モ
ス
ク
の
壁
龕
は
、
「
至
聖
所
」
の
尊
厳
を
ユ
ダ

ヤ
教
や

キ
リ
ス
ト
教
の
「
至
聖
所
」
に
み
ら
れ

る
よ
り
も

は
る

か
に
徹
底
し

た
形
で
実
現
し
て

い
る
。

カ
ア
バ
神
殿

の
内
部

は
、
大
理
石

の
床

に
屋
根
を
支
え
る
三
本
の
木
柱
が

た
ち
、
金
と
銀
の

ラ
ン
プ
が
吊
り
下
が

る
、
が
ら
ん
ど
う
の
空
間
で
あ
る
と

い
う
。
モ
ス
ク
の
空
漠
た
る
穹
窿
を
仰
ぐ
と
、
そ
こ
に
も
神
殿
の
内
部
空
間

と
同
質
の
神
秘
が
揺
曳
し
て
い
る
。
限
り
な
い
天
空
の
高
み
よ
り
も
人
の
手

で

囲
わ
れ
た
特
定
の
空
間
が
と
ら
え
が
た
い
神
を
と
ら
え

う
る
と
い
う
逆
説

考
亅

座御の空Γ１０１



的
な
体

験
。
そ
し
て
神
み
ず

か
ら
も

そ
の
空
間
に
自
己

を
顕
現

し
て

や
ま
な

い
と

い
う
信
仰
上

の
事
実
。

こ
れ
ら

が
相
俟

っ
て

神
を

た
て

る
諸
宗
教

の

「
至
聖
所
」

を
成

立
さ
せ
て
き

た
。

ユ
ダ

ヤ
教
、

キ
リ

ス
ト
教
、
イ

ス
ラ

ム
教
の

「
至
聖
所

」
（
「
表
」
１
）
は

互

い
に
混
同
し
え
ぬ
歴
史
的
背
景

を
た
も
ち
な
が
ら
も
、
人
（「
表
」
４
）
が

神
（
「
表
」
３
）
と
対
峙
す

る
究

極
の
一
点

に
お

い
て

は
「
尅

の
伽
尠

」
と
も

い
う
べ
き
共
通
の
透
明
な
空
間
（「
表
」
２
）
を
志
向
し
て

い
る
。
こ
の
共
通

性
を
同

じ
唯
一

神
の
存
在
に
帰

す
べ
き

か
ど
う
か
を
問
え

ば
、
各
宗
教
の
神

学
的
立
場
に
応
じ
て
様
々
な
論
議
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ま

ず
注
目

し
て

お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
空
の
御

座
」

に
君
臨
す
る
も

の
（
「
表
」
３
）
よ
り
も
む
し

ろ
、
「
空

の
御
座
」

に
お
け

る
人

の
お
こ

な
い

（「
表
」
５
）
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
仏

教
と

い
う
神

を
た
て

な

い
宗
教
の
場

合

と
比

較
す
る
と
き

に
有
効
な
視
座
と
な
る
。

Ⅲ

「
空
の
御
座
」
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
諸
宗
教
に
共
通
し
て
い
る

の
は
、
聖
典
の
読
誦
と
信
仰
告
白
を
含
む
祈
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
信
仰

す
る
人
の
肉
声
と
心
の
叫
び
と
な
っ
て
「
御
座
」
の
彼
方
に
向
け
ら
れ
る
。

聖
典
は
神
の
経
倫
、
あ
る
い
は
法
の
道

を
示
し
、
祈
り
に
は
か
な
ら
ず
懺
悔

と
浄
罪
の
プ
ロ
セ
ス
が
み
ら
れ
る
。
要
は
、
「
御
座
」
の
此
方
に
お
か
れ
た

人
の
世
界
が
宗
教
の
絶
え
ざ
る
関
心
事
で
あ

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

世
界

に
は
、
宗
教
間
の
相
違
と
対
立
を
超
え
て
取
り
組
む
べ
き
人
と
人
の
間

に
起
こ
る
問
題

が
山
積
し
て
い
る
。
人
間

の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
試

み
ら
れ
る
宗
教
間
の
対
話
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
。
そ
れ
に
は
少

な
く
と
も
、

各
宗
教
の
信
奉
す
る
最
高
価
値

（
神
、
宗
教
的
真
理
な
ど
）
を
互
い
に
尊
重

し
あ
え
る
共
通
の
場
が
見
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
諸
宗
教
の

「
至
聖
所
」
を

「
空
の
御
座
」
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と

の
現

代
的
意
義

が
再

び
ク

ロ
ー
ズ
・
ア

ッ
プ
さ
れ
て

く
る
。
「
至

聖
所
」
は
、
人
の
手

に
よ

っ
て
形
に
さ
れ
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は

人
工
的
か
つ
芸
術
的
な
産
物
で
あ
る
。
宗
教
芸
術
は
「
至
聖
所
」
の
荘
厳
を

動
機
と

し
て
発

展
し

た
と

い

っ
て
も

よ
い
。

し
か
し
、
そ

れ
と
同
時

に
、

「
至
聖
所
」
の
本
質

は
あ
ら
ゆ

る
「
偶
像
」
を
生
む

芸
術

的
要
素
を

排
除

し

た
無
色
透
明
な
空
間
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き

た
。
人
の
手
の
届
か
な
い
、
最

も

宗
教
的
な
領
域
、
即
ち
「
空
の
御
座
」
に
向
か
う
人
々
は
、
は
た
し
て
同
じ

究
極
の
一
点
を
凝
視
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
そ
こ
で
は
特
定

の
映
像
を
強
い
ら
れ
な

い
か
ら
、
人
々
は
同
じ
空
間
を
協
調
し
て
観
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
一
人

一
人
の
内
面

を
宮
と
し
て
、
そ
の
至
聖
な
る
空
間

を
共
有
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
共
通
の
体
験
を
媒
介
と
し
て

宗
教
間
の
相
互
理
解
を
す
す

め
、
人
間
の
諸
問
題

に
取
り
組
む
こ
と
は
で
き

な

い
も

の
で
あ
ろ
う

か
。
こ

の
段
階
で

は
も

は
や
「
表
」

の
仕
切
り
（
１
～

５
）
を
形

づ

く
る

各
宗
教

の
特

殊
性
は
問
題

で
は

な
く
、
様

々
な
祈

り
の

ヴ

ェ
ク
ト
ル
が
ひ
と

つ
の
線

に
合
流
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
る
。

時
代

は
、
こ
の
世
界

を
無
限
大
の
宇
宙
空
間
に
浮

か
ぶ

一
個

の
天
体
と
し

て
眺
め
る
次
元

に
ま
で

移
行
し

つ
っ
あ
る
。
諸
宗
教

に
お
け

る
「
至
聖
所
」



も
ま
た
無
限
の
宗
教
的
空
間
を
背
景
と
し
て
存
続

し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
諸

説
（
Ｉ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）
か
ら
「
空

の
御
座
」

は
、

現
代

に
お
け

る

宗
教
理
解

の
キ
ー
・
ワ

ー
ド
と
し
て
有
効
で

あ
る
と
考
え

る
。

（

１

）
　

釈

迦

仏

（

第

七

仏

）

を

含

む

過

去

七

仏

。

（

２

）

「

万

有

が

そ

の

中

か

ら

あ

ら

わ

れ

、

ま

た

そ

の

中

に

帰

滅

す

る

と

こ

ろ

の

も

の

で

あ

る

」

空

間

は

、

絶

対

者

も

し

く

は

宇

宙

の

根

本

原

理

と

し

て

崇

拝

さ

れ

る

可

能

性

を

も

つ

。

中

村

元

『

仏

教

思

想

６

・

空

（

上

巻

）

』

仏

教

思

想

研

究

会

、

一

九

八

三

年

、

二

八

―

三

三

頁

。

（

３

）
　

拙

稿

「

仏

教

と

キ

リ

ス

ト

教

の

初

期

美

術

に

み

ら

れ

る

人

間

観

の

対

比

」

（
『

宗

教

学

論

集

』

第

一

四

輯

、

駒

沢

大

学

宗

教

学

研

究

会

、

一

九

八

八

年

）
、

四
五
頁
の
図
表
Ｂ
―
１
参
照
。

（

４

）
　

藤

田

富

雄

『

宗

教

哲

学

』

大

明

堂

、

一

九

八

五

年

、

二

二

二

頁

に

同

様

の

「

仏

像

」

解

釈

が

み

ら

れ

る

。

（

５

）
　

藤

田

、

前

掲

書

、

二

三

二

頁

、

（

６

）
　

例

Ｔ

ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｇ

ａ
ｔ
ｈ
ａ

　
４
６
９
.

（
７
）
「
空
所
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
Ｍ
ｏ
ｔ
ｉ
ｖ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
”
L
ｅ
ｅ
ｒ
ｅ
”
　
）
が
聖
な
る
も
の
を

あ

ら

わ

す

極

限

の

芸

術

形

式

で

あ

る

と

い

う

視

点

は

、
Ｈ

ｅ
ｉ
ｎ
ｒ

ｉｃ

ｈ
 
Ｌ
ｕ
ｔ
ｚ
ｅ

ｌｅ
ｒ

，

Ｓ

ｉｎ

ｎ

　
ｕ
ｎ

ｄ

　
Ｆ
ｏ
ｒ
rｎ

ｅ
ｎ

　
Ｒ

ｅ
ｌ
ｉｇ

ｉ
ｄ
ｓ
ｅ
ｒ

　
Ｋ

ｕ

ｎ
ｓ
ｔ

（

山

本

正

男

監

修

『

比

較

芸

術

学

研

究

・

第

３

集

・

芸

術

と

宗

教

』

美

術

出

版

社

、

一

九

八

一

年

、

一

三

―

七

三
頁
に
和
訳
が
、
ⅳ
―
L
V
頁
に
原
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
も
取
り

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

（

８

）
　

い

ま

も

イ

ン

ド

亜

大

陸

で

観

察

さ

れ

る

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教

、

ヴ

ェ

―

ダ

の

宗

教

、

ジ

ャ

イ

ナ

教

、

シ

ー

ク

教

の

各

「

至

聖

所

」

に

つ

い

て

は

稿

を

改

め

て

論

じ

た

い

。

（

９

）
　

論

者

が

一

九

九

四

年

四

月

、

イ

ン

ド

の

デ

リ

―

大

学

に

提

出

し

た

博

士

論

文

、

Ａ

ｎ

　
Ｅ

ｎ

ｑ

ｕ

ｉｒ
ｙ

　ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　Ａ

ｂ

ｓ
ｅ

ｎ

ｃ
ｅ

　ｏ
ｆ

 Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ
ａ

　Ｉ
ｍ

ａ
ｇ

ｅ

ｓ

　ｉ
ｎ

　Ｅ

ａ

ｒ

ｌｙ

　
Ｂ

ｕ

ｄ
-

ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ａ
ｒ
ｔ
の
第
四
章
（
'
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｔ
ｙ
　
Ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｎ
ｅ
’
）
で
用

い

た

表

に

大

幅

な

変

更

を

加

え

た

も

の

で

あ

る

。

（

1 0

）
　

小

口

偉

一

・

堀

一

郎

監

修

『

宗

教

学

辞

典

』

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

八

三

年

、

一

六

四

―

一

六

六

頁

の

「

空

間

」

に

関

す

る

項

で

は

、

「

至

聖

所

」

と

い

う

語

を

用

い

る

こ

と

な

く

「

聖

な

る

空

間

」

の

諸

相

を

記

述

す

る

試

み

が

み

ら

れ

る

。

（
1
1

〉
　

中

村

廣

治

郎

『

イ

ス

ラ

ム

・

思

想

と

歴

史

』

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

八

三

年

、

六

六

―

六

八

頁

は

、

「

聖

な

る

共

同

体

」

の

あ

る

姿

と

あ

る

べ

き

姿

の

双

方

に

着

目

す

る

こ

と

の

重

要

性

を

説

く

。

（
1
2
）
　
既
成
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
以
前
の
、
「
ヤ
ハ
ウ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
べ
き

段

階

。

（
1
3

）
　

Ｅ

ｘ

ｏ

ｄ

ｕ

ｓ

 

２

５
　
:
　
３
１

―

４
０

．

（

1
4

）
　

神

殿

の

祭

司

を

中

心

と

す

る

ユ

ダ

ヤ

教

。

（

1 5

）
　

シ

ナ

ゴ

ー

グ

の

教

師

を

中

心

と

す

る

ユ

ダ

ヤ

教

。

（

1 6

）
　

こ

の

点

、

同

じ

「

民

族

宗

教

」

の

枠

組

に

あ

る

ヒ

ン

ド

ゥ

―

教

と

の

類

似

が

指

摘

さ

れ

る

。

（

1 7

）
　

拙

稿

「

十

誡

の

第

二

誡

に

み

ら

れ

る

ユ

ダ

ヤ

教

の

現

世

志

向

に

つ

い

て

」

（

『

宗

教

学

論

集

』

第

一

七

輯

・

第

一

八

輯

合

併

号

、

駒

沢

大

学

宗

教

学

研

究

会

、

一
九
九
二
年
）
、
二
〇
七
―
ニ
一
○
頁
参
照
。

（
1
8
）
　
イ
タ
リ
ア
の
ト
ル
チ
ェ
ロ
大
聖
堂
内
（
西
壁
）
の
モ
ザ
イ
ク
壁
画
『
最
後
の

審
判
』
（
十
二
世
紀
）
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
備
え
ら
れ
た
「
空
の
御

座

」

（

Ｈ

ｅ

ｔ
ｏ

ｉ
ｍ

ａ

ｓ

ｉａ

）

み

ら

れ

る

。

ｃ

ｆ
.　

Ｏ

ｔ
ｔ

ｏ

　

Ｐ

ａ
ｃ

ｈ

ｔ
，

　
Ｍ

ｅ

ｔ
ｋ

ｏ

ｄ

ｉｓ

ｃ

ｈ

ｅ
ｓ

ｚ

ｕ

ｒ

　

Ｋ

ｕ

ｎ

ｓ
ｔ
ｈ

ｉｓ

ｔ
ｏ

ｒ

ｉ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　

Ｐ

ｒ

ａ
ｘ

ｉｓ

　

Ａ

ｕ

ｓ
ｇ

ｅ
ｗ

ｄ

ｈ

ｌ
ｔ
ｅ

　

Ｓ

ｏ

ｈ

ｒ

ｉｆ

ｔ
ｅ
ｎ

， 　

Ｍ

ｉｉ
―

ｎ

ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

，
　
１

９
７

７
.

（

1
9
）
　

シ

―

ク

教

の

「

至

聖

所

」

の

よ

う

に

、

聖

典

が

歴

代

の

グ

ル

に

代

わ

っ

て

天

蓋

の

下

に

鎮

座

す

る

場

合

も

あ

る

。

考
亅

座御の空ｒ―0
3

１



（
2
0

）
　

Ｊ
ｏ

ｓ
ｅ

ｐ

ｈ

　
Ｂ

ｒ

ａ

ｕ

ｎ

，
　
Ｄ

ｅ
ｒ

　
ｃ

ｈ

ｒ

ｉ
ｓ
ｔ
ｌ
ｔ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ａ

ｌ
ｔ
ａ

ｒ

　
２

　
Ｂ

ａ

ｎ

ｄ
ｅ

，
　

Ｍ

ｉ
ｉｎ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

，

１
９
２
４
―
Ｄ
ｅ
ｒ
ｓ

．
，

　
Ｄ

ａ

ｓ

　ｃ

ｈ

ｒ

ｉ
ｓ
ｔ
ｈ

ｃ

ｈ
ｅ

　
Ａ

ｌ
ｔ
ａ

ｒ

ｇ

ｅ

ｒ
ａ

ｔ
，

　
Ｍ

ｕ

ｎ

ｃ

ｈ

ｅ

ｎ

，
　
１
９

３

２

．

（
2
1

）
　

参

考

、

エ

ル

サ

レ

ム

の

聖

墳

墓

教

会

は

、

キ

リ

ス

ト

復

活

を

象

徴

す

る

「

空

の

墓

」

を

記

念

し

て

い

る

。

（
2
2

）
　

ｃ

ｆ
．
　
Ｊ
ｏ

ｈ

ｎ

　
Ｍ

ｅ

ｙ

ｅ
ｎ

ｄ

ｏ

ｒ

ｆ
ｆ

，
　
Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ

ｔ

　
ｉｎ

　
Ｅ

ａ

ｓ
ｔ
ｅ
ｒ

ｎ

　
Ｃ

ｈ

ｒ

ｉ
ｓ

ｔ
ｉａ

ｎ

　
Ｔ

ｈ

ｏ
ｕ

ｇ

ｈ

ｔ
，

ｂ

ｔ

．
　
Ｖ

ｌａ

ｄ

ｉ
ｍ

ｉ
ｒ

　
ｓ

　
ｂ

ｅ

ｍ

ｉ
ｎ

ａ

ｒ

ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ

ｓ

， 　
Ｎ

ｅ
w

　
Ｙ

ｏ

ｒ

ｋ

， 　
１
９

７
５

，　
ｐ

ｐ

．
　
１
７

３
-
１
９

２
.

（
2
3

）
　
　

Ｌ

ｕ

ｔｚ

ｅ

ｌｅ

ｒ

，
　
ｏ

ｐ

．ｃ

ｉ
ｔ
.

，
　
ｐ

ｐ

．
２

７
-
２
８

，
　
ｐ

．
　
ｘ

ｉ
ｉ
ｉ
.

（
2
4
）
　
Ｉ
ｂ
ｎ
　
ａ
ｉ
-
　
Ａ
ｒ
ａ
ｂ
i
　
（
ａ
ｌ
-
Ｆ
ａ
ｔ
ｈ
ｕ
ｈ
ａ
ｆ
　
ａ
ｌ
-
Ｍ
ａ
ｋ
ｋ
ｉ
ｙ
ａ

，
　

ｉ
　

７

３
３

）
，
　
ｃ

ｆ
．

　
Ｅ

．
　
Ｊ

．

Ｂ

ｒ

ｉ
ｌ
ｌ

’ｓ

　
Ｆ

ｉｒ

ｓ

ｔ
　
Ｅ

ｎ

ｃ
ｙ

ｃ

ｌｏ

ｐ

ｅ

ｄ

ｉａ

　
ｏ
ｆ

　Ｉ
ｓ

ｌ
ａ

ｍ

，
　
１
９

１
３

　
-
　
３
６

，

ｐ

．
５

８
８

．

（
2
5

）
　

Ｓ

ｕ

ｒ

ａ

ｈ

　
Ｃ

Ｖ

Ｉ
　
３

．

（
2
6

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，

　
Ｖ

９
７

．

（
2
7
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ⅲ
９
６
-
９
７
.

（
2
8
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ⅲ
　
１
２
５
，
　
Ⅲ
９
７
.
　
ｃ
ｆ
．
　
Ｉ
　
Ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
１
　
：
　
５
０
，
　
２
　
：
　
２
８
．

（
2
9

）
　

Ｅ
.

　
Ｊ

． 　

Ｂ

ｒ

ｉ
ｌ
ｌ

，
　ｏ
ｐ

．ｃ

ｉ
ｔ
.

，
　ｐ
.

４
８

５

．

（
3
0
）
　
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
あ
る
ソ
ク
ル
・
メ
フ
メ
ッ
ト
・
パ
シ
ャ
の
モ
ス
ク
（
一

五

七

一

年

－

七

二

年

に

建

造

）

で

は

、

壁

龕

の

上

方

に

聖

句

の

パ

ネ

ル

を

い

く

つ

も

配

置

し

て

い

る

。

そ

の

中

心

部

に

引

用

さ

れ

て

い

る

の

は

、

ザ

カ

リ

ヤ

が

神

殿

の

「

至

聖

所

」

で

神

に

仕

え

る

少

女

マ

リ

ア

を

訪

れ

る

と

い

う

『

コ

ー

ラ
ン
』
の
一
場
面
（
Ｓ
ｕ
ｒ
ａ
ｈ
　
ｍ
　
３
７
）
で
あ
る
。
ｃ
ｆ

．
Ｄ
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
　
Ｔ
ａ
ｉ
ｂ
ｏ
ｔ
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
，

Ｉ
ｓ

ｌａ

ｍ

ｉ
ｃ

　
Ａ

ｒ

ｔ

，　
Ｔ

ｈ
ａ

ｍ

ｅ

ｓ

　ａ

ｎ

ｄ

　
Ｈ

ｕ

ｄ
ｓ

ｏ

ｎ

，

Ｌ

ｏ

ｎ

ｄ
ｏ

ｎ

，　
１
９

８
４

，
　
Ｐ

Ｉ
．
　
２

０
０

。

（
3
1

）
　

Ｅ

．
　
Ｊ

． 　
Ｂ

ｒ

ｉ
ｌ
ｌ
,　
ｏ

ｐ

，
　
ｃ

ｉ
ｔ

．
，
　
ｐ

．
　
５

８

５
.

（
3
2

）

『

コ

ー

ラ

ン

』

は

ユ

ダ

ヤ

教

徒

・

キ

リ

ス

ト

教

徒

・

イ

ス

ラ

ム

教

徒

を

同

じ

唯

一

神

に

導

か

れ

る

「

啓

典

の

民

」

（

Ｓ

ｕ

ｒ

ａ

ｈ

　
Ｅ
Ｉ
　
５
７
-
６

１

．
　
ｅ

ｔ
ｃ

．
」

と

し

て

と

ら

え

る

。

し

か

し

、

キ

リ

ス

ト

を

預

言

者

の

一

人

と

み

な

し

ム

ハ

ン

マ

ド

に

「

預

言

者
た
ち
の
封
緘
」
（
Ｓ
ｕ
ｒ
ａ
ｈ
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ⅲ
　
４
０
）
と
い
う
特
別
な
地
位
を
与
え
る

『

コ

ー

ラ

ン

』

の

啓

示

は

、

ユ

ダ

ヤ

教

徒

や

キ

リ

ス

ト

教

徒

の

「

唯

一

神

」

観

と

対

立

せ

ざ

る

を

え

な

い

。

神

の

啓

示

か

ら

宗

教

間

の

相

違

を

超

え

た

人

類

の

指
針
を
引

き
出
さ
な

い
か
ぎ
り
、
「
神
」

の
像
を
た
だ
一
つ

に
絞

る
こ
と
は
難

し
い
。

＊

本
研
究
は
、
平
成
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

（

た
な

か
・

か

の

こ

、
宗

教

学
、

日
本

学

術

振

興

会

特

別
研

究
員

）

0
4

１
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