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そ

れ

以
来
教
会
敷
地
内
の
一

室
に

住
み、

典
礼
を

司
る
一

方、

崇
敬
者
と

し
て

彼
の

も
と

を
訪
れ
る

人
々

に

バ

ラ

カ

（

祝
福
）

を

与
え
て

い

る
。

　

ア
ブ
ー

ナ

ー
・

イ
ン

ジ

ー
リ

ウ
ス

は
、

あ
る

と

き

か

ら
悪

魔
祓
い

が

で

き

る

司
祭
と

し

て

有
名
に

な
り
、

の

ち

に

は

彼
の

と

り
な

し

（
シ

ャ

フ

ァ

ー
ア）

に

よ

っ

て

信

徒
た
ち

の

病
気
治
癒
を

中
心
に

さ

ま
ざ

ま
な

奇
跡
が

起
こ

る

と
し
て、

さ

ら
に

多
く
の

人
々

が

彼
の

も
と

を

訪
れ

る
よ

う
に

な

っ

た
。

現
在
は

、

通

常
の

コ

プ

ト
教
会
同

様
金

曜
と

日

曜
に

行
な
わ
れ
る

典
礼
を、

彼
と

ほ

ぼ

同
じ

時
期
に

着
任
し

た
も
う
一

人
の

司
祭
ア
ブ
ー

ナ

ー
・

ス

レ

イ

マ

ー
ン

と

と
も
に

司
っ

て

い

る

が、

ア

ブ
ー

ナ

ー
・

ス

レ

イ

マ

ー
ン

は

崇
敬
の

対
象
と
は
な

っ

て

い

な
い
。

ア

ブ
ー

ナ

ー
・

イ
ン

ジ
ー

リ

ウ
ス

は、

自
分
の

も
と

を

訪
れ

る

崇
敬
者
た
ち
に

は

典
礼
以
外
の

時

間

に

応
対
す
る
一

方
で
、

月
の

は

じ

め

に

は
、

修
道
生

活
に

集
中
す
る
た
め

日

曜
午
後
か

ら

火
曜
ま

で

は

隣

県
の

修
道
院
で

生
活
す
る

。

妻
帯
者
も

多

い

コ

プ
ト

司
祭
の

な

か

で
、

司
祭
を

兼
任
し

な
が

ら
も

頻
繁
に

修
道
院
を

訪
れ、

清
貧
を

守
り
な

が

ら

共
同
体
の

た

め

に

も
祈
り
を
さ
さ

げ

る
彼
の

姿
は
、

信

徒
に

と

っ

て

特
別
な

存
在
と

し

て

映
る

。

　

生
者
に

は
正

式
な

列
聖
が

な
い

な
か

で
、

ア
ブ

ー

ナ
ー
・

イ

ン

ジ

ー
リ

ウ

ス

を
聖
人
た
ら
し
め

て

い

る
の

は、

人
々

の

崇
敬
実
践
で

あ
る

。

彼
ら

が

ア
ブ
ー
ナ
ー
・

イ

ン

ジ
ー

リ
ウ

ス

を
聖
人
と

み
な
す
理
由
は

、

 
修
道

士
と

し
て

の

生

活、

 
奇
跡
譚
の

二

点
に

大
別
で

き
る

。

彼
は

修
道
院
と

い

う
神
へ

の

純
粋
な

信
仰
を

実
践
す
る

場
に

属
し

な
が

ら、

村
の

教
会
と

い

う
世
俗
に

開
か

れ
た

場
所
に

も

属
し
、

「

聖
」

と

「

俗
」

の

橋
渡
し
を

し
て

い

る
。

世
間
の

喧
噪
を

離
れ、

神
へ

の

献
身
と
祈
り
に

身
を

捧
げ

、

人
々

に

奇
跡
を
起
こ

し

続
け
る

修
道
士
と

し
て

の

ア
プ

ー
ナ
i
・

イ
ン

ジ

ー

リ

ウ
ス

の

姿
は
、

俗
人
に

は

容
易
に

到
達
で

き

な
い

理
想
的
キ
リ
ス

ト

教
徒
の

在
り

方
を

示
し

、

る
。

聖

人
と

し
て

の

崇
敬
を

受
け

て

い

る

の

で

あ

ク

ザ
ー
ヌ

ス

に

お

け

る

”

神
の

名
”

の

問
題

島

田

　
勝

巳

　

本
発
表
で

は
、

ニ

コ

ラ

ウ
ス
・

ク

ザ

ー
ヌ

ス

に

よ
る

神
の

名
を
め

ぐ
る

思
索
を、

偽
デ
ィ

オ
ニ

シ

オ
ス

的
な

肯
定
／
否
定
神
学
の

枠
組
み

に

則
っ

て

議
論
が

展
開
さ
れ

て

い

る

b
鴨

§
ら

尉

帰

耄
ミ
蕊

韃
（
一

四

四
〇）

を

中
心
に

検
討
す

る
。

特
に

こ

こ

で

は
、

神
の

名
を

め

ぐ
る

ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

議
論
に

形
而
上

学
的
基

盤
を
与
え
る

「

包
含
」

と

「

展
開
」

の

理
論

、

さ

ら

に

「

縮
限
」

の

理
論
の

性
格
に

注

目
し

な
が

ら、

そ
れ
と

デ
ィ

オ
ニ

シ

オ

ス

的
な
神
名
の

階
梯
論
と

の

違
い

を

明
ら
か

に

し
た
い

。

　
ク
ザ

ー
ヌ

ス

に

と

っ

て
、

理
性
に

よ
っ

て

与
え
ら

れ
る

名
称
は、

不
可

避
的
に

区
別
（
島帥
ω

O
「

Φ

け一
〇
）

、

あ
る
い

は

対
立
（
o

署
翕
錻
o）

を
も
た
ら

さ

ざ
る

を
得
な
い

も
の

で

あ
る

。

し

た
が

っ

て

そ

れ

は、

一

切
の

対
立
か

ら

自
由
な
神
に

は

本
来
的
に

適
合
し

得
な
い

も

の

と

さ

れ

る
。

だ
が
一

方

で

彼
は、

コ

性
」

（
口

巳

鼠
の
）

に

つ

い

て

は
、

そ

う
し

た
対
立

関
係
に

も

た

ら
さ

れ

な
い
、

神
に

適
合
す
る

も
の

と

し

て

も

語
っ

て

い

る
。

し

か

し、

こ

う
し

た

ク

ザ
ー
ヌ

ス

の

両
義
的
な

視
点
は

あ
い

矛
盾
す
る
も
の

で

は
な
い

。

そ

の

背
後
に

は
、

彼
が

神
と

被
造
物
の

形

而
上
学
的
連
関
を

規

定
す

る

際
に

用
い

た

「

包
含
」

（

oo

ヨ
覧凶
om

匡
o）

と

「

展

開
」

（
Φ
図
O
＝°

O
固

獻
o）

と

い

う
理

論
的
基
盤
が

あ
る

。
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ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

よ

れ
ば、

神
は

そ

の
一

性
に

お

い

て

万
物
を
包
含
す
る

一

方
で
、

そ
の

神
の
一

性
は

事
物
の

多
性
に

お

い

て

展
開
す

る
。

つ

ま
リ

ク

ザ

ー
ヌ

ス

は
、

万
物
の

包
含
と
し
て

の

神
を
「

固

有
で

語
り
得
な
い

名

称
」

と

す
る
一

方
で

、

さ

ま
ざ
ま

に

あ
り

得
る

肯
定

的
名
称
を

、

そ
の

固

有
の

名
称
に

よ

っ

て

包
含
さ

れ

て

い

る

も
の

の

展
開
と

し

て

捉

え
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に、

包
含
と

展
開
の

理
論
は、

ク

ザ

ー
ヌ

ス

の

神
名
論
の

形
而
上

学
的
基
盤
を
な

す
も
の

と

し
て

見
る

こ

と

が

で

き
る

。

　

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

お

け
る

神
の

名
の

議
論
が

包

含
と

展
開
の

理

論
を
そ

の

基
盤
と
し
て

持
つ

と

い

う
こ

と

は、

そ

の

枠
組
み

が

彼
の

肯
定
／

否
定
神

学
の

理

解
と

密
接
に

連
関
し
て

い

る

こ

と

を
意
味
す

る
。

実
際
に

彼
は、

「

肯
定
神

学
」

は

必
然
的
に

「

否
定
神
学
」

に

よ
っ

て

補
わ

れ
る
必
要
が

あ
る

と

し

て

い

る

が
、

そ

の

理

由
を、

包

含
と

展
開
の

理

論
か

ら

与
え
て

い

る
。

つ

ま
り、

一

方
で

は
、

い

か

な
る

宗
教
に

お

い

て

も
そ

の

礼
拝
は

必
然
的
に

神
に

つ

い

て

の

積
極
的
な
肯

定
に

よ

っ

て

基

礎
づ
け

ら

れ
ね
ば

な
ら
な
い

が
、

他
方
で

は、

似
像
そ
の

も
の

が

真
理
と

取
り

違
え

ら
れ
る

「

偶
像
崇
拝
」

（
達
o一
讐
比
餌）

を

避
け

る

た

め

に

も

否
定
神
学
は

不
可
欠

と

さ
れ

る
。

こ

う

し
た

見
解
は

、

基
本
的
に

は

デ
ィ

オ

ニ

シ

オ

ス

的
な

枠

組
み
を
ほ
ぼ

忠
実
に

踏
襲
す
る

も
の

だ

が
、

デ
ィ

オ

ニ

シ

オ
ス

が

神
名
の

議
論
に

お

い

て

そ

の

形
而
上

学
的

前
提
と

し

た

階

梯
論
的
枠
組
み
と、

ク

ザ

ー

ヌ

ス

の

神
の

名
の

論
点
に

は、

明
確
な

違
い

が

認
め

ら

れ
る

。

　
ク

ザ

ー

ヌ

ス

に

は
、

包

含
と

展
開
の

理

論
を

補
足
す

る

も
の

と

し

て

「

縮
限
」

（

oo

昌

窪
po

菖
o）

の

理

論
が

あ

り
、

そ

の

プ
ロ

セ

ス

は

確
か

に

「

自
然
の

秩
序
」

（

c

乱
o

＝

舞
コ

達
 
）

を

背
景
と

し
た

段
階
的
な
も
の

と

し

て

描
か

れ

て

い

る
。

だ
が
そ

れ

は、

神
名
の

位
階
と

し

て

の

意
味
を
持

つ

も
の

で

は
な

い
。

む
し
ろ

そ

れ

は、

神
と

宇
宙、

さ

ら

に

は

個
々

の

被

造
物
の

形
而
上

学
的
連
関
を

説
明
す

る

理
論
的
枠
組
み

と

し

て

の

意
味
を

持
つ

も
の

で

あ
る

。

　

ク

ザ

ー
ヌ

ス

に

お

い

て

そ

う

し
た

視

点
が
可
能
と

な
る

の

は
、

彼
が

神

を
、

自
然
の

秩

序
の

頂

点
に

位
置
す

る
よ

う
な

存
在
と

し

て

捉
え

て

は

い

な
い

た

め

で

あ
る。

彼
に

と

っ

て

神
と

は
、

空

間
的
な

比

喩
に

お

い

て、

宇
宙
の

縮
限
の

諸
段
階
の

上
に
、

そ

れ
ら

を
超
越
し

て

あ
る

よ

う
な

存
在

で

は

な

い
。

む

し

ろ
「

神
は
、

宇
宙
と

個
々

の

も

の

の

始
め

で

あ
り

中
央

で

あ
り

終
わ

り

で

あ
る

の

で
、

万
物
は

、

上
昇
し

よ

う
と、

下
降
し
よ
う

と
、

中
央
に

向
か

お

う

と
、

い

ず
れ

に

せ

よ
、

神
に

向
か
っ

て

い

く
」

の

で

あ
る

。

こ

う

し

た

神
の

観
念
に

立

て

ば、

神
名
の

階
梯
で

あ
れ

自
然
の

秩
序
で

あ
れ、

神
を

目
指
し

て

登
り

詰
め

る

べ

き

も
の

と

し
て

の

梯
子、

あ
る

い

は
階

梯
は
そ

の

必
要
性
を

失
う

こ

と

に

な

る
。

神
と

の

類
似
に

従

っ

て

階
梯
を
段

階
的
に

登
り
つ

め

る

と

い

う
デ
ィ

オ
ニ

シ

オ
ス

的
な
神
名

論
の

、

ま
た

そ
の

流
出
論
的
な

肯
定
／
否
定
神
学
の

性
格
そ

の

も
の

が
、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

お

い

て

は

変
容
を
余

儀
な
く
さ
れ

る

の

で

あ
る

。

永
遠
に

つ

い

て

の

瞑
想

　

　
　

　

時
間
と

永
遠
を
め

ぐ
る

神
学
的
哲
学
的
考
察

福

嶋

揚

　

過
去
と
現

在
と

未
来
か

ら

成
り
立

つ

時
問
は

、

人

間
の

実

存
形
式
で

あ

る

が
、

同
時
に

そ

の

実
存
の

統
一

性
と

同
一

性
を

脅
か

す
よ

う

な、

い

わ

ば

非
形
式
で

も
あ
る

。

時
間
は

死
と

同
様
に、

入

間
の

生

命
の

不
可
欠
の
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