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宗
教
史
の
縁
起
性
と
啓
示
性

―
そ
の
識
別
か
ら
還
元
ま
で
の
多
次
元
的
時
間
に
つ
い
て
―

比

較
は
、
二
つ
以

上
の
物
事
を
認
識
・
区
別
し
て
相
違
点
や
共
通

点
を
見

出
す

と
い
う
人
為

的
な
仕
分
け
作
業

に
始
ま
り
、
比
較
以

前
の
、
あ

る
が
ま

ま

の
物
事
へ
立
ち
戻

ろ
う
と
す
る
時
点
に
お

い
て

、
一
応
の
終
わ
り
を
み
る
。

こ
の
、
識
別
↓

比
較
↓

還
元
と

い
う
思
考
プ

ロ
セ
ス
は
、
諸

々
の
事
象
を
分

析

・
総
合
す
る
た
め
の
「
時
間
」
で
あ
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
象

そ
れ
ぞ
れ

の
性
質
に
即
し
て
流
れ
る
固
有

の
「
時
間
」
を
識
別
・
体
験
す

る
「
時
間
」

と
も
な
る
。
つ
ま
り
、
比
較

作
業

に
か
か
る
「
時
間
」

は
、
比
較
対
照

が
多

様
化
す
れ
ば
そ
れ

だ
け

「
多

次
元

的
」

に
な
り
、
作
業
者

の
「
時

間
」

感
覚

は
豊

か
に
な

っ
て
ゆ

く
。

本
稿
も

、
限
ら
れ

た
紙
数

と
い
う
「
空
間
」
の
な

か
で
そ
れ
を
実
験
す

る
「
時
間
」
研

究
で

あ
り
、
比
較
宗

教
学
の
宗
教
史
的

論
考

に
終
わ

る
も

の
で

は
な
い
。

田
　

中
　

か
の
子

一
　
「
預

言

者

の

宗

教
」

と

「
覚

者

の

宗

教

」

の

識
別

―
八
宗
教
の
選
択

こ
の
世
界

に
流
れ

る
時
間
を
人
類
は
様
々
に
費
や
し
て
き

た
。
そ
こ
か
ら

ま
ず
「
宗
教
史
」

の
時

間
を
切
り
取
り
、
さ
ら
に
、
或
る
諸
宗

教
の
歴
史
を

系
統
的

に
選

び
出
し
て
配
列
す

る
と

い
う
限
定
的
作
業
。

そ
れ
は
、
一
宗
教

の
発
祥

・
成

立
・
展

開
や
、
諸
宗
教
間
の
歴
史
的
連
関
を
示
す

「
宗
教
史
的

時
間
」

と
、

各
宗
教
の
世
界

観
に
も
と
づ
く
「
宗
教
的
時
間
」

の
識
別
を
も

可
能

に
し
な
が
ら
、
「
多
次
元
的
時
間
」
の
認
識

に
い
ざ

な
う
恰
好
の
一
例

と
な

る
で

あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
こ
れ

か
ら
試
み
る
の
は
、
唯
一
神
の
意
志

に
し

た
が
う
「
預
言
者
の
宗

教
」
（
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
、

ユ
ダ

ヤ
教
、

キ
リ

ス
ト
教
、
イ

ス
ラ

ー
ム
）

と
、
業
報
輪
廻

の
理

法

に
も
と

づ
く

「
覚
者
の

宗
教
」
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
。

ジ
ャ
イ

ナ
教
、
仏
教
、

シ
ー
ク
教
）
の
識
別
・



対
比
で

あ
る
。

前
者
は
、
神

か
ら

の
一
方

的
な
意
志
伝
達
（
啓
示
）

を
受
け

た
人

間
の
使

命
遂
行

と
い
う
任
務

に
起
因

す
る
。
い
つ
、
ど
こ
で
、

誰
に
そ

れ
が

起
こ

る
の
か
は
、
神

の
み
ぞ

知
る
。

そ
の
不
可

思
議
・
不
可
測

な
啓
示

現
象

を
重

視
す

る
場

合
は
「
啓
示
宗

教
」

と
呼
ぶ
。

み
ず

か
ら
志
願

し
て
、

あ

る
い
は
職

業
と
し
て
預
言
者
と

な
っ
た
事
例
は
、
含
ま

れ
て

い
な
い
。
対

す

る
後
者

は
、
真
実

の
追
究
や
衆
生

の
救
済

な
ど
を
目
指
す

瞑
想
修
行

に
起

因
し
、

そ
の
究
極

的
到
達
点

に
お

い
て
覚

っ
た
内
容
の
開
示

を
目

的
と
す

る
。

業

に
因
る
輪
廻
を

苦
と
観
て
、
そ
こ

か
ら

の
解
脱
を
は
か
る
た
め
の
智
慧

を

修
得
し

た
覚
者

は
、
イ
ン
ド
思
想

の
共
有
す

る
理
想
の
人
間
像
。
何

度
も
生

ま
れ
変
わ

る
こ
と

に
期
待
感
を
込
め
て
説

か
れ

た
転

生
思
想
と
は
異
な
り
、

で
き

る
も
の
な
ら
今
生
で
覚

っ
て
迷

い
の
生
存
を
終
息
さ
せ
た
い
と
切
望
す

る
。
こ
の
特
徴
あ
る
思
想
的
共
通
項
を
踏
ま
え
て

「
イ

ン
ド
宗
教
」
も
し
く

は
「
イ

ン
ド
諸
宗
派
」
と
い

っ
た
呼

び
方

を
す

る
こ

と
も
で
き
る
。
―

と

り
あ
え
ず

は
、
以
上
の
ご
と
き
二
つ

の
グ
ル
ー
プ

を
作
っ
て
み
る
。

そ
う
す

る
と

い
か
に
も
両
者
を
分
離
さ
せ
た

か
の
よ

う
だ
が

、
実
際

に
は
ど

の
宗
教

も
「
宗
教
史
的
時
間
」
を
形

成
・
共

有
し
て
き

た
し
、
「
宗
教

的
時
間
」
も

そ
の
過
程
で
進
行
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
を

ど
の
よ

う
に
示
す
か
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
　

宗

教

史

の

「
縁

起

性

」

と

「
啓

示

性

」

あ
ら
ゆ
る
物
事
が
因

や
縁

と
な
り
相
依

っ
て
、
あ

る
事
象
を
完
全

に
引
き

起
こ
す
、
神

の
意
志
な
ど
が

一
切

介
入
し
な

い
自
然
的
時
間
。
そ
れ
を
積
極

的
に
活

か
し
て

覚
ろ

う
と
す
る
人
間

に
生
き
方
を
説
く
深
信
因
果
の
仏
教

に

代
表
さ
れ
る
「
縁
起
」
思
想
。
そ
れ
は
、
刻
一
刻
と
変
化
し
て
や
ま
な
い
万

象
と
向
き

合
う
実
践
倫

理
的
時
間
論

を
基
礎

に
し
て

い
る
。
「
縁

起
」

の
理

法
に
即

し
て

お
の
ず

か
ら
流
れ
る
時
間

は
無
始
無
終
で
あ

る
か
ら
、
一
切
衆

生
が
解
脱
し

終
え

た
と
し
て

も
止
む

こ
と
は

な
い
。

他
方
、
「
啓
示
」
思

想

は
、
世
界

の
歴

史
に
神

の
瞬
間
的
創
造
行
為
の
持
続
を
観

る
神
学
的
時
間
論

へ
と
行

き
着

く
。
何
一
つ
と
し
て
自
然

に
生
起
し
た
事
象

は
な

い
と
観
る
か

ら
、
万

象
に
神

の
意
志
を
観
る
人
間
の
生
き
方
が
望
ま
れ
る
。
神
が
い
つ
こ

の
歴
史

的
時
間
を
終
わ
ら
せ
る
の
か
予
測
の
つ
か
な
い
有
限
的
時
間
で

あ
る
。

宗
教
用
語
と
し
て
の
「
縁
起
」
と
「
啓
示
」

は
、
こ
の
よ
う
に
次
元

の
異

な
る
「
宗
教
的
時
間
」
を
対
比
さ
せ
る
。
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て

「
宗
教

史
的

時
間
」
へ

と
意

識
を

転
ず

る
た

め
に

は
、
〔
仏
教

的
な

読
み

の
「
え

ん

ぎ

し

ょ
う
」
で

は
な

い
〕
「
縁
起
性
」
（
先
行
・
並
行

・
後
続
す
る
他
宗
教
と
の

相
対
性
、
民
族
的

こ
一
言
語
的
・
社
会
的
環
境
と
の
相
関
性
な
ど
）
と
「
啓
示

性
」
（
あ

る
時
と
場
所
で
特
定
の
人
物

に
起
こ

る
特
殊

な
体
験
と
そ
の
実

践

的
応
用
）
が
「
預
言
者
の
宗
教
」
と
「
覚
者
の
宗
教
」
の
ど
ち
ら
に
も
認

め

ら
れ

る
と

い
う
事
実
を
指
摘
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
各
宗
教
の
生

成
過

程
を
「
因
↓

縁
↓

果
」
に
識
別
し
て

列
ね
、
一
覧
し
て
比

較
す
る
作
業

が
役

立
つ
で
あ
ろ
う
（
「
一
覧
表
」
と
そ
の
註
を
参
照
）
。
点
線
で

仕
切

っ
た

の
は
、
そ
れ
が
仮
設
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
往
き
来
の
で
き
な

い
壁

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
"
仕
切
り
”
は
、
人
間
の
認
識
能
力
に
"
限
界
”

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。



三

「
宗
教
史
的
時
間
」
の
「
空
間
」
的
把
握

―
「
一
覧
表
」
の
活
用

1
「
因
（
縁
）
」
は
、
預
言
者
や
覚
者
と
な
る
べ
き
人
物
に
焦
点
を
当
て

た
個

人
的
要
因

で
あ

る
。

啓
示

や
覚
り

に
到

る
ま
で

の
生

い
立
ち

・
生
き

方
・
考
え
方
、

お
よ

び
使
命

の
自
覚

な
ど

を
指

す
。

2
「
縁
（
因
）
」
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
み
ら
れ
る
問
題
点
（
主
と
し

て
、
戦
乱
や
身
分
差
別
に
因
る
弱
者
の
苦
し
み
）
、
他
宗
教
と
の
思
想
闘
争
、

他
民
族

と
の
対

立
抗

争
・
交

流
・
混

血
な
ど

を
包
括
す
る
社
会
的
要
因
で

あ

る
。
1
が
対
自
的
課
題
の
追
究
だ
と
す
れ
ば
、
②
は
対
他
的
問
題
と
の
直
面

で
あ

る
。

3
「
果
」
は
、
一
回
的
・
個
別
的
・
最
後
的
な
召
命
体
験
お
よ
び
啓
示
体

験
、
不

退
轉

の
正

覚
、
詩
的
直
観
と
し
て

の
天

啓
な
ど
に
よ

っ
て
熟
成
の
時

機
を
迎
え

た
一
宗
教
の
基
本
型

（
根

本
思
想
と
そ
の
実
践
方
法
）
を
あ
ら
わ

す
。

そ
れ
は
以

後
の
歴
史
的
展
開
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
、
世
々

に
立
ち
帰
り
を
促
す
原
点
と
な
る
。
時
代
を
超
え
て
存
続
し
て
ゆ
く
宗
教
的

特
質

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

4
つ
ま
り
、
1
や
2
の
「
縁
起
性
」
は
3
の
「
啓
示
性
」
が
発
現
す
る
た

め
に
必
要
な
条
件

を
整
え

、
「
啓
示
性
」

は
そ
の

「
縁

起
性
」

に
お

い
て
顕

在
化
し
て
ゆ
く
と

い
う
不
即
不
離
の
相
互
関
係
が
み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
こ

こ
で

の
「
縁
起
」
と
「
啓
示
」
は
、
決
し
て
矛
盾
・
対

立
す

る
も

の
で
は
な

い
。

5
た
ん
な
る
「
因
果
性
」
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
因
縁
生
起

性
」

は
、
あ
ら
ゆ
る
結
果

を
生
じ

さ
せ
る
可
能
性

に
み
ち
た
条
件

（
縁
）
が

間
接
原

因
と
し
て
、
直
接
原
因

（
因
）
と

そ
の
結
果
（
果
）
に
作
用
す
る
と

い
う
状
況
変
化
の
な
り
ゆ
き
（
相
依
性
）

を
表
現
す
る
。
い
わ
ゆ
る
決
定
論

的
な
因

果
律
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
歴
史
現
象

の
真
実
を
柔

軟
に
捉
え

る

こ
と
が
で
き
る
。
相
依

的
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
「
因
」
と
「
縁
」

の
内
容

に

は
互
換
性
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
イ

ス
ラ

ー
ム
以
前
の
時
代

に
お
け

る

部
族
闘
争
や

〔「
表
」
に
は
な
い
が
〕

カ
ァ
バ
神
殿
を
拠

点
と
す
る
多
神
教

の
退
廃
な
ど
か
ら
生
じ
た
社
会
問
題

を
「
因
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
解
決
を
断

行
し
た
預
言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
い
立

ち
が
「
縁
」
と
な
り
、
一
神
教

の
成

立
と

い
う
「
果
」
に

つ
な
が

る
が
、

こ
の

「
縁
」

を
「
因
」
と
み

な
し
、

「
因

」
と
し
た
も
の
を

「
縁
」

と
考
え
て
も

、
同

一
の
「
果
」
に
達
す

る
。

た
だ
、

ユ
ダ
ヤ
教

の
発

祥
は
神
の
選

民
を
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
帰

拠
す

る

ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
は
詩
仙
の
霊

感
（
「
天

啓
」
と
呼

ば
れ
る
詩
的
直
観
）
を
動

か
し
が

た
い
第
一
原
因
と
し
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
何
ら

か
の
社
会
的
な
要

請
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

遊
牧
民

の
族
長
ア
ブ
ラ

ム
（
「
高
貴

な

る
父
」
）
を

ア
ブ
ラ

ハ
ム
　（
「
諸
国
民
の
父
」
）

と
命
名
し
、
そ
の
子
孫

に
啓

示
を
下
し
て

い
っ
た
神
の
意
図
は
測
り
が
た
く
、
神
秘

的
で
あ

る
。
ま
た
、

天
啓
を
受
け
て
詩
作
し
た
往
昔
の
聖
者
た
ち
は
、
周
囲
の
社
会
状
況
に
関
心

を
向
け

る
よ
り

は
、
天
界
の
神

々
を
い

か
に
勧
請
す
る
か
と
い
う
祭
儀
上
の

知
識
を

追
究
し
て

い
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
、
後
続
す
る
諸

宗
教

に
影
響

を
与
え

た
普
遍
的
な
思
想
を
も
生
み
出
し
な
が
ら
、
な
お
民
族



性
の
強

い
宗

教
と
み

な
さ
れ
て

き

た
理
由

を
、
こ

の
「
因
」

と
「
縁
」

の

不
可

逆
性

に
観
る
こ
と
が
で

き
る
。

㈲
各
宗
教

の
「
因
↓

縁
↓

果
」
を
示

す

ヨ
コ
軸
か
ら
今
度
は
、
こ
れ
ら
諸

宗
教
を
貫
く

タ
テ
軸
に
眼
を
移
し
て

み
ょ

う
。
こ
こ
に
み
る
宗
教
の
配
列
は
、

「
預
言
者

の
宗
教
」
で

は
最
古
層

に
属
す

る
ゾ

ロ
ア
ス

タ
ー
教
か
ら
順

に
始

ま
る
。

そ
の
終

末
思

想
を
捕
囚

民
時
代
に
取

り
込
ん
だ
と
み

ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ

教
は
キ
リ
ス
ト
教
の
母

体
と
な
り
、
父
祖
ア
ブ
ラ

ハ
ム
の
一
神
教
は
イ
ス
ラ

ー
ム
成

立
の
理
念
と

な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
預
言
者
イ
エ
ス
の
復
活
信
仰

を
起

点
と
す

る
が
、
神

殿
祭

儀
を
中
心
と
す
る
祭
司

の
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る

批
判
精
神
を
主
動
因
と

し
て

い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
も

、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス

ト
教
の
批
判
な
く
し
て

は
成

立
し
え

な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

こ
れ
ら
三
つ
は
、

セ
ム
語
族
の
宗
教
と
し
て
ま

と
ま
っ
て

い
る
。

イ

ス
ラ
ー
ム
か
ら
学

び
つ
つ
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

的
背
景

を
も
つ

シ
ー

ク

教
は
、
輪
廻
世
界
を

統
括
す

る

唯

一

神

を
説
く
。
神

の
意
志

で
持

続
す
る

時
間
と
、
業
報
輪
廻

に
因
り

継
続
す
る
時
間
が
渾
然

と
し
て

い
る
の
が
特
徴
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

は
、
原

イ
ン
ド

ー
イ
ラ
ン
語

族
の
時
代

に
遡
れ
ば
、
ゾ

ロ
ア

ス
タ
ー
教
と
同
源
で

あ
る
。

唯
一
神
ア
フ
ラ

ー
マ
ヅ
ダ
ー
は
、
正

義
を
具
現

化
す
る
宇
宙
の
法
則
を

創
造
し
て

か
ら
、
そ
れ
に
み
ず

か
ら
も
従

っ
た
。
そ

れ

は
、
万
有
の
運
行
を

統
べ
る
天

則
の
は
た
ら
き

を
説
く
聖
典
ヴ
ェ
ー
ダ
の

根
本
思
想
と
つ
な
が

っ
て

い
る
。
一
神
教
と

は
い
え

、
立
法

者
と
し
て
の
神

が
遵
法
者
と
し
て
の
模
範
を
示

し
、
万

有
を
法
支
配

に
委
ね
て

い
る
点
、
さ

ら
に
は
、
イ
ラ

ン
古
来

の
善
き
神

々
を
否
定
せ
ず

に
、
神

の
作
品
・
配
下

と

し
て

統
率
す
る
点
に
お
い
て

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
、

セ
ム
語
族
の
一
神
教
と

は
一
線
を
画
す
る
「
原
イ
ン
ド

ー
イ
ラ

ン
語
族
起
源
の
一
神
教
」
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
に
古
い
起
源
を
も
つ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
祭
式
万

能
の
階
級
社
会
を

基
盤
と
す
る
が
、
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
（
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
）
の
時
代

に

は
既
に
、
梵
我
一
如
の
体
得
に
因

る
輪
廻
解
脱
が
説
か
れ
、
祭
式
に
拠
ら
ず

と
も
救
わ
れ
る
様
々
な
解
脱
道
の
可
能
性
が
あ
ら
わ
れ
て

い
た
。

自
由
思
想

を
唱
え

る
諸
宗
派
の
生
ま
れ
る
素
地
を
つ
く

っ
た
の
で

あ
る
。

こ
れ
が
な
け

れ
ば
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
や
仏
教
は
成

立
し
え
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
。

あ
る

い
は
、

い
ま
知
ら
れ
て

い
る
の
と
は
別

の
か
た
ち
を
取

っ
て

い
た
か
も
し

れ
な
い
。

7
「
一
覧
表
」
と
い
う
空
間
的
形
式
を
か
り
て
俯
瞰
す
る
こ
れ
ら
八
つ
の

宗
教
は
、
互

い
に
異
な
る
個
性
を
分
か
ち
も
つ
。

各
宗
教

は
他
宗
教
か
ら
の

影

響
を
否

定
し
て

、
独
立
自
存
を
主
張
す
る
立
場

に
あ
る
。
し

か
し
諸
宗
教

間
の
歴

史
的
相
関
は
。
先
行

・
並
行
・
後
続
す
る
他
宗
教
と
の
相
対
性
な
く

し
て

は
一
宗
教
の
存
続
・
展
開
し
え

ぬ
事
実
を
証
明
し
て

い
る
。

い
か
な
る

個
性
も
、
対
他
的
に
仕
上
げ
ら
れ
る
。

8
 
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
縁
起
性
」
の
及
ぶ
範
囲
（
現
象
世
界
）
を
超
え

た
永
遠
不

滅
の
実
体
と
し
て
崇

拝
を
受
け
る
唯
一
神
を
「
縁
起
性
」
の
な
か

で

い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
て

こ
よ
う
。

い
ま
一
つ
の
答
え
方
と
し
て

は
、
人
間
世
界

に
関
与
し
て
く

る
神
の
意
志

が
個
人

的
か
つ
社

会
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
で
顕

現
す
る
そ

の
時
点

か
ら
始
ま

る

「
縁

起
的
」

な
は
た
ら
き
に
注
目
せ
よ
と
言
う
こ

と
で
あ

る
。
ど

ん
な
に
超

自
然
的

な
啓
示

現
象
も
、
そ
の
意
味
を
自
分
な
り

に
咀
嚼
し
て
伝
達
に
努
め



る
当

の
人
間
が

い
な
け
れ
ば
影
響
力

を
も
つ
こ
と
は
で

き
な
い
。
神
の
歴
史

計
画

を
推
進
し
、
固
有

の
思
想

や
文
化

を
形

成
す
る
実
際
の
担
い
手
で
あ
る

人
間
ど

う
し

の
相
互
作
用

は
、

ま
さ
に
「
縁
起
的
」

な
関
わ
り
と
い
え
る
。

も

う
一
つ

は
、
先

の
神
学
的

視
点
と
は
違
い
、
唯
一
神
と
い
う
観
念
を
も

と

か
ら

あ
る
実
体
と
し
て
考
え

る
の
で

は
な
く
、
多
神
教
的
背
景
か
ら
徐
々

に
形

を
成
し
て

い
っ
た
経
過

（
「
唯
一

神
」

の
生
成
過

程
）

を
指
摘
す

る
宗

教
史

的
視
点
か
ら
答
え

る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
預
言
者
の
宗
教
」
と

シ

ー
ク
教
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
特
に
シ
ー
ク
教
の
神
は
、
ま
さ
に
因
縁
生

起

の
渦
中
と

い
う
べ
き

輪
廻
世
界

に
関
与

す
る

点
で

、
「
縁

起
性
」

に
お
け

る
「

啓
示
性
」

の
顕
現

を
示
す

好
例
で

あ
る
。

四
　

人

間

の

脳
裡

に

蓄

積

し

た

「
多

次

元

的

時

間

」

の
還

元

も
と
よ
り
一
頁

を
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
「
一
覧
表
」
の
空
間
で
あ
ら
わ
せ

る
内

容
は
ご
く
限
ら
れ
て

お
り
、
諸
宗
教
の
歴
史
を
め
ぐ
る
「
多
因
多
果
」

の
状
況
を
捉
え
き
れ
る
も

の
で

は
な
い
。
「
表
」
の
作

成
に
と
も

な
う

”仕

切
り
”
は
、
推
移
と
変
化
（
動
態
）
を
特
質
と
す
る
「
時
間
」
を
ど

ん
ど

ん

逃
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
各
宗
教
の
世
界

に
流
れ

る

「
時
間
」
と
宗
教
間
で
共
有

さ
れ
る

「
時

間
」

は
、
そ
れ
ら

を
詳
ら

か
に
識

別
・
比
較
す
る
人
間
の
脳
裡
に
、
多
次
元
的

な
層
を
な
し
て
蓄
積
し
、
記
憶

に
と
ど
ま
る
。
「
宗
教
史
」
の
研
究
と

は
、
そ

の
よ
う
な
「
多
次
元
的
時
間
」

の
各
層
を
一
つ
一
つ
経
歴
し
な
が
ら
、
時
計

の
針
が
刻
む
「
時
間
」
と

は
ま

る

で

違

っ

た

進

み

方

を

す

る

「

時

間

」

の

多

様

な

あ

り

か

た

を

探

り

あ

て

る

作

業

で

あ

る

と

も

い

え

よ

う

。

研

究

者

の

思

考

プ

ロ

セ

ス

で

扱

わ

れ

る

い

く

つ

も

の

事

柄

に

先

後

関

係

が

生

じ

る

の

は

避

け

ら

れ

な

い

が

、

複

数

の

デ

ー

タ

を

同

時

に

意

識

し

な

が

ら

思

考

す

る

そ

の

や

り

方

は

、

ち

ょ

う

ど

、

パ

ソ

コ

ン

の

ス

ク

リ

ー

ン

に

ウ

ィ

ン

ド

ウ

ズ

を

重

ね

な

が

ら

作

業

す

る

の

と

似

て

い

る

。

作

業

中

の

ウ

ィ

ン

ド

ウ

を

見

て

い

て

も

、

背

後

で

接

続

中

の

ウ

ィ

ン

ド

ウ

ズ

が

常

に

意

識

さ

れ

て

お

り

、

い

つ

で

も

そ

の

ど

れ

か

に

戻

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

は

、

か

の

「
多

次

元

的

時

間

」

を

体

験

す

る

人

の

「

時

間

」

感

覚

を

端

的

に

あ

ら

わ

し

う

る

恰

好

の

例

と

い

え

る

。

た

だ

し

、

人

間

の

脳

は

、

操

作

す

れ

ば

消

え

て

し

ま

う

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

接

続

履

歴

と

は

異

な

り

、

一

度

認

識

し

た

事

柄

は

か

な

ら

ず

ど

こ

か

に

記

憶

し

て

容

易

に

は

忘

れ

な

い

も

の

で

あ

る

。

殊

に

、

何

度

も

反

芻

し

た

こ

と

の

あ

る

重

要

事

項

は

、

そ

の

人

の

身

に

付

い

て

離

れ

な

い

。

諸

宗

教

が

憶

念

す

べ

き

教

え

の

復

唱

を

勧

め

る

の

も

、

そ

れ

を

人

の

心

に

響

か

せ

れ

ば

そ

れ

だ

け

、

理

想

的

な

境

地

に

到

達

す

る

の

を

早

め

、

は

か

な

い

「

い

の

ち

」

を

救

え

る

か

ら

で

あ

る

。

限

り

あ

る

人

生

の

「

時

間

」

も

、
「
多

次

元

的

」

に

経

歴

す

れ

ば

、

永

く

も

な

ろ

う

。

本

稿

で

展

開

し

た

テ

ー

マ

は

、

そ

の

参

考

と

な

る

事

例

を

提

供

し

て

い

る

。

そ

も

そ

も

、
「
宗

教

史

」

の

「

時

間

」

を

諸

宗

教

の

縁

起

的

生

成

（
縁

起

性

）

と

啓

示

的

存

続

（
啓

示

性

）

に

識

別

す

る

と

い

う

作

業

は

、

も

と

の

不

可

分

な

状

態

に

戻

す

と

い

う

帰

結

を

前

提

と

し

て

い

る

。

そ

れ

が

い

か

な

る

「
多

次

元

的

時

間

」

を

実

現

し

よ

う

と

も

、

そ

の

全

過

程

は

、

我

々

の



刪ぐ因 ｊ因ぐ縁 果

ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教

゜
の

に

と

祀

ラ

教

拝

祭

卜

聞

神

崇

の
　
ュ

見

多

―
一

火

シ

の

の

ダ

ー

ス

情

ン

ヅ
，
戳

ラ

世

ラ

マ

象

ア

と

イ

る

の

ゾ
，
ち

代

け

’義

司

立

古

お
（
正

祭

旅

た

た

し

れ

化

さ
　
　

る
，
性

鋭

乱
　

う

容

尖

り
　

し

寛

に

よ
　

‰
聴

の

代

に

和

傾

朝

時

争

平

に

王

器

闘

の

者

ィ

銅

力

村

言

ゥ

青

武

農

預

力

て
　
ヽ

を

ラ

し

し

善

フ

と

員

り

ア

者

動

よ

神

示

働

・
　
に

ー
　啓

協
６
造

性

唯

の

う

創

属

る

一

闘

を

の

す

ダ

と

々

つ

現

ヅ

悪

神

七

具

マ （
唯
一
神
の
意
志
に
し

た
が
う
）
預
言
者
の
宗
教

ユ
ダ
ヤ
教

らか

長

を

ル

族

孫

の

ゥ

た

子

神
，
志

の
　
っ

の

た

意

ア

か

そ

し

る

デ

向

と

福

な

ル

に

ム

祝

議

カ

ン

ラ
　
ヽ
思

郷

ナ

ブ

び

可

故

カ

ア

選

不

拝

の

崇

型
　

の

ル

耕
　

゜
と

ア

農
，
争

オ

バ

る

鬪

ラ

る

れ

想

ァ

よ

さ

思

フ

に

表

の

や

人

代

と

族

争

ン

に

教

民

抗

ナ

ど

神

住

立

力

な

多

先

対

に

約

の

る

ｊ

セ

契

セ

す

称

一

の

一

杷

呼

モ

神

モ

奉

の

て

一

乱

が

神

に

唯

ー

ロ

の

山

た
（

ｔ

方

イ

れ

Ｗ

ェ

地

ナ

さ

．

父

山

シ

下

げ

岳

火

キ
リ
ス
ト
教

し

た

に

と

直

し

る
1０
場

法

見

化

す

登

律

を

体

覚

の

の

神

一

自

ス

ル

精

と

を

ェ

ェ

の

神

ら

イ

ラ

者

る

か

た

ス

言

な

ず

っ

イ

預

父

み

到

たし
　
　

・

化
　
　

者
　

‰
き

族
　

い

外

ゆ

貴

；

な

疎

り

り

義

き

の

成

よ

主

で

者

の

に

法

守

む

難

敞

律

遵

し

受

祭

の

を

苦

ス

毆

司

法

み

ェ

神

祭

律

病

ィ

ス

死

的

を
1
3立

工

罪

後
1
2約

独

イ

贖

最

契

，

き
　
ヽ

｀
の

離

べ

肉

と

と

分

る

受

程

神

の

た

に

過

な

派

ア

涯

の

的

一

シ

生

活

回

る

メ

の

復

一

観

イ
ス
ラ
ー

ム

に

化

ド

ヽ

い

文

マ

末

商

神

ン

た

な

精

（

し

調

の

ム

労

順
1
4徒

た

苦

と

教

い

て

庭

異

て

し

家
　
ヽ
し

と

な

れ

接
1
5存

児

福

ま

も

実

孤

幸

恵

に

の

ｏ
　
　

ｏ

躍

た

争

や

外

活

れ

闘

児

疎

の

さ

の

孤

と

人

縛

間
　
・

窮

詩

束

族

き

困

る

に

部

引

の

よ

係

諸

間

ど

に

関

ブ

の

な

’
霊

縁

ラ

児

婦

愚

血

ア

女

寡

・
　
　

に

と
1
7立

神

を

神

示

確

高

丿

一

啓

成

至

亅

唯

な

形

の

噂

る

的

の

来

ぐ

す

後

体

古

一

と

最

同

ブ

ラ

名
　
ヽ

共

ラ

ッ

び

る

仰

ア

ア

呼

よ

信

シ
ー
ク
教

流

に

交
　

な

想

の

人

的

瞑

と

養

道

て

ム

教

求

し

り

の

の

と

ス

俗

身

一

ム

在

自

ウ
　

｀
だ

ク
1
8活

ド

み

ん

ナ

生

ン

し

学

一

常

ヒ

親

に

ナ

日

・

゜
ム
　

゜
習

’別

化

り

轢

悪

差

骸

ス

軋

の

間

形

ム

・

ど

人

の

と
ａ
交

な

の

拝

一

親

死

度

礼

ゥ

・

殉

制

や

ド

存

の

姓

竢

ン

共

婦

四

祭

ヒ

の

寡

く
　

｀
づ

ク

な

い

と

ナ

開

は

な

も

一

展

で

も

に

ナ

と

教

で

想
　

惱
発

一

ム

思

の

啓

ウ

ー

廻

教

る

ド

ラ

輪

神

け

ン

ス

報

一

お

ヒ

イ

業

唯

に （
業
報
輪
廻
の
理
法

に
も
と

づ
く
）
覚
者
の
宗
教

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

夕
則

の

リ
天

ら
　
　

を

る

仙
　

々

た

詩
　

神

源

た
　

せ

祀

始

観
　

ら

祭

の

を

瓦

昇

の

教

有
2
3啓

を

火

宗

万

天

煙

る

ド

う

ぐ

の

す

ン

従

感

物

請

イ

に

霊

供

勧

を

を

化

念
　

族

血

織

観
　

民

混

組

の
　

住

・

級

能
　

゜
先

流

階

万
ａ
会

の

交

の

式

社

人

・

心

祭

る

ヤ

争

中

る

す

リ

闘

司

か

容

一

の

祭

は

許

ア

と

と
。
教
　

゛
を

の

教

宗

に

化

々

神

儀

説

文

神

多

祭

学

の
　

、
2
6
う

の

哲

系

つ

か

系

の

ヤ

つ

向

ヤ

脱

リ

せ

に

リ

解

一

さ

化

一

廻

ア

合

元

ア

輪

非

融

一

ジ
ャ
イ

ナ
教

に

の

よ

派
2
7ナ

し

の

タ

ー
放

そ

ン

マ

解

と

ガ

ダ

ら

向

ニ

ル

か

蔭

の

ア

体

想

視

ヴ

肉

思
2
8行

重

た

を

る

修

行

っ

魂

す

践

苦

入

霊

と

実

・

習
3
1罪

゜
て
Ｊ
想

慣

浄

丿
観

じ

思

会

る

間

乗

由

社

よ

人

に

自

の

に

の

勢

た

敬

浴

度

優

し

崇

沫

制

の

化

者

や

姓

族

発

聖

犠

四

王

活

諸

供

な浄

拭
　

ぉ`
た

説

清

払

し

っ

教

来

を

成

成

の

本

質

完

と

ナ

ヽ

物

を

ｊ

一

り

業

道

者

マ

よ

ら

脱

勝

ダ

に

か

解

く

ル

行

魂

る

ナ

ァ

苦

霊

す

ジ

ヴ

仏
　
　

教

｀
　

て

修

し

る

め

践

く

す

深

実

・

亡

覚

を

の

し

を

自

想
　

兆

母

を

瞑

マ

の

に

苦
　
ヽ

夕

亡

ぐ

の

り

一゙

滅

す

死

至

コ

国

後

病

に

た

故

生

老

齢

つ

゜

誕

生

年

い

行

、
　
　

説

は
　

を

我

目
　

‥
ｊ

無

項
　

‥
我

ぐ

同
　

７‐
ぐ

学

の

ｊ

体

上

丿

教

用

実

而

景

ナ

通

の

形

背

イ

も

変

る

的

ャ

で

不

す

想

ジ

こ

住

究

思

ぐ

こ

常

顯

の

た

の
　

｀
　っ

が

め
3
3り

成

も

た

悟

と

誰

る

を

ｊ

説

｀
得

方

者

教

て

を

き

覚

の

捨

い

生

く

マ

を

救

な

ダ

タ

行

の

実

ツ

ー

苦

心

確

ブ

ゴ

の性示啓と性起縁きべうり有にれぞれこ
亅
　
φ

教

に

宗

畄

回者
　

゛

覚

的

厂
　
説

Å乙宗

尹

潔万
｀
還

は
　

ヽ

表

み

覧

試

一
　
を

の

別

こ

識

※

性示啓と性起縁の史教宗
－

8
3

１



の
一
方
的
な
意
志
伝
達
（
啓
示
）
と
区
別
し
て

「
啓
発
」
と
い
う
。
2
3．
民
全

体

に
関
わ
る
伝
達
内
容
を
も

つ
預
言
と
異
な
り
、
祭
祀
者
専
有

の
知
識
を
啓
発
。

天

則
の
万

有
に
お
け

る
作
用

と
そ
の
総
和
を

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
と
呼
ぶ
。
2
4．
祭
司
の

権

威
に
抗
わ
ず

信
順
し
た
民

族
性
。
2
5．
同
じ
ア
ー
リ
ア
系
の
イ
ラ
ン
人
は
、

こ
れ
を
一
神
教
に
発
展
さ
せ
た
。
2
6
．
R
g
=
Ｖ
ｅ
ｄ
ａ
　
１
.
１
６
４
.
４
６
以
来
の
一
元

論
。
2
7
・
尊
称
（
Ｍ
ａ
ｈ
ａ
ｖ
i
ｒ
ａ
）
で
は
な
い
本
名
。
他
方
、
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う

呼
称
は
一
族
の
姓
。
2
8．
四
住
期
の
人
生
観
が
出
家
遍
歴
を
許
容
。

ゴ
ー
タ
マ

の
場
合
も
同
様
。
2
9．
制
度
改
革
で
は
な
く
、
人
間
性
向
上
の
自

己
改
革
を
説

く
の
は
、
仏
教
と
共
通
。
3
0．
為
政
者

に
よ
る
諸
宗
派
の
庇
護
と
、
有
徳

の
修

行
者

に
布
施

・
聴
聞
し
て
功
徳
を
積
む
在
家
倫
理
。
3
1．
と
り

わ
け
、
供
犠
の

殺

生
を
非
難
。
自
己
浄
化
は
儀
礼

に
よ
ら
ず
行
為
に
よ
る
と
説

く
。
3
2

成
道

の
瞬
間

に
、
本
人

の
思
弁
も

追
い
つ

か
な
い
迅
速
で
神
秘
的
な
智
慧

の
発
現
を

観

れ
ば

、
「
啓
示
的
」
な
体
験
と
い
え

る
で
あ
ろ

う
。
ブ

ッ
ダ

の
場
合
も
同
様
。

ジ
ナ
や
ブ
ッ
ダ
は
覚
れ
ば
誰
で
も
成
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
歴
史
的
登
場
は
一

回
的
価

値
を
有

し
、
「
啓
示
的
」
で
あ

る
。
だ
が
や
は
り
、
「
覚
り
」
は
人
間
の

到
達

点
で
あ

っ
て

、
神
か
ら
の
賜
物
で
は
な
い
。
3
3．
今
生
で

の
心
解
脱

（
生

前
解
脱

・
現

法
涅
槃
）
を
本
旨
と
す
る
縁
起
説
。

（
３
）
　
詳
細
は
、
拙
著
『
比
較
宗
教
学
―
「
い
の
ち
」
の
探
究
―
』
北
樹
出
版
、

二
〇
〇

四
年
、
六
四
頁
を
め
ぐ

る
第
２
章
参
照
。

（
４
）
　
道
元

禅
師
の

『
正

法
眼
蔵
』
（
『
有

時
』
）

に
い
う

「
経
歴

」
は
、
修
證

一
如

の
時
間

（
過

去

・
現
在

・
未
来
の
三
世
）

を
往
来
し

て
「
発
心
・
修
行

・
菩

提
・
涅
槃
」
を
つ
ね

に
現
成
す

る
こ
と
で
あ

る
。

（
５
）
　
た
ん
な
る
「
履
歴
」
と
註
4
の
い
う
「
経
歴
」
と
の
違
い
を
こ
こ
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
た
な
か
・
か
の
こ
、
比
較
宗
教
学
、

イ

ン
ド
精

神
文

化

史

、

駒

澤

大

学

非

常

勤

講

師

）

「
現

在

」
と

も

交

錯

し

な

が

ら

、
も

と

よ

り

一
本

の

流

れ

を

な

し

て

い

る

の

で

あ

る

。
「
識

別
↓

比

較
↓

還

元

」

を

繰

り

返

せ

ば

そ

れ

だ

け

物

事

の

理

解

も

深

ま

り

、
「
時

間

」

感

覚

も

冴

え

て

く

る
。

。
い

ま

”

に
潜

む

多

次

元

性

は

、

人

間

の

主

体

的

な

「
時

間

」

と

の
取

り

組

み

に

よ

っ
て

こ

そ

知

ら

れ

る

の
で

は

な

い

か
。

世

界

の
諸

宗

教
が

説

き

教
え

る

の

も

、

有

意

義

な

「
時

間

」

の
過

ご

し

方

で

あ

る

か

と
思

わ
れ

る

。

（
１
）
　
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ

ト
ン
、

エ
ン
ペ
ド

ク
レ
ス
な
ど

の
唱

え
た
哲
学
説
を

指
す
。

（
２
）
　
1
．
叡
智
を
象
徴
す
る
最
高
神
。
２
．
同
じ
ア
ー
リ
ア
系
の
イ
ン
ド
人
が
崇

め
る
火
は
、
天
則

の
象
徴
で

は
な
い
。
し

か
し

、
Ｖ
ｅ
ｄ
ｉｃ
:　ｒ
ｔａ

と

Ａ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔａ
ｎ
:

ａ
■
ａ
は
同
源
の
至
高
価
値
で
あ
る
。
３
．
悪
霊
崇
拝
者
と
結
託
し
た
父
と
の
決

別
。
４
．
「
傾
聴

」
自
体
、
「
崇
拝

に
値
す
る
者
」
と
し
て
既

に
神
格
化

さ
れ
て

い
た
。
５
．
宮
廷
の
呪
術
師

た
ち

に
勝
利
し
た
預
言
者
の
優

遇
。
６
．

一
神
教

と
し
て
の
弁
証
法

。
７
・

動

か
し
が
た

い
第
一
原
因
。
８
．

神
々
の
存

在
を
初

め
か
ら
否
定
で
き
な

か
っ
た
過
程
。
９
・

神
の
山

ホ
レ
ブ

に
お
け

る
モ
ー
セ
の

召
命
体
験
。
1
0．
宣
教

を
決
意
し
て
公
生
涯

に
入

っ
た
時
点

。
1
1・

十
字
架
上

の
死
を
成
就

さ
せ

た
敵
対
者

と
同
行
者
の
言
動
。
1
2．
「
新
約
」
。
1
3．

ユ
ダ
ヤ

教
団
、
イ

エ
ス
を
待
望

の
メ

シ
ア
と
信
じ

る
一
派
を
永
久

追
放
。
1
4．

主
と
し

て

ユ
ダ

ヤ
教

徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
。
1
5．
神

の
霊

の
拠
り

代
と
な
り
う
る
生
存

1
6．
妖
霊

の
懸

霊
。
1
7．

預
言
者

ム
（

ン
マ
ド
晩
年
の
使

命
。
1
8．
幼
少
時
よ

り
グ
ル
と
成
る
素
養
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
1
9
．
グ
ル
=
ナ
ー
ナ
ク
が
創
始
し
た

無
料
奉
仕

に
よ

る
万
人
平

等
の
会
食
は
、
こ
れ

に
対
抗

し
た
社
会
活
動
。
2
0．

特

に
、

神
と
の
一
体
化
を
志
す

ｂ
ｈ
ａ
ｋ
ｔ
ａ
と
ｓ
ｕ
ｆ
ｌ
の
交
流
。
2
1．
業
報
輪
廻

を

支
配
す

る
唯

一
神
。
2
2．

瞑
想
に
因

る
智
慧

を
求
め
る
自

発
的
行
為
。
神
か
ら
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