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で

リ
ー

ダ
ー
と

し
て

活
躍
し、

五

四

年
に

は

修
道
士
と

な

り、

六

二

年
に

は

キ
リ
ス

ト
教
教
育
の

主

教
に
叙
任
さ
れ
た

。

総
主
教
と

な
っ

た

七
一

年

当
時、

エ

ジ

プ

ト
国
内
で

は

イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
や
サ
ー

ダ

ー

ト

大
統
領
の

イ

ス

ラ
ー

ム

主

義
寄
り
の

政
策
に

よ

り
コ

プ
ト
ー

ム

ス

リ

ム

関
係
は

危
機

に

瀕
し
て

い

た
。

か
か
る

社
会
・

政
治
状
況
の

な
か
で

コ

プ
ト

の

権
利
擁

護
の

た
め

積
極
的
に

政
治
に
介
入

し
た

シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
は

サ

ー

ダ
ー

ト

と

鋭
く
対
立
し
、

最
終
的
に

は

八
一

年
サ
ー

ダ
〜

ト
が

シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世

を

西
方
砂
漠
の

修
道
院
に

幽
閉
さ
せ

る

事
態
に

ま
で

発
展
し

た
。

他

方
、

ム

バ

ー

ラ

ク

政
権
下
で

は
、

コ

プ

ト
共
同
体
の

置
か

れ

た
立
場
に

対
す
る

積

極
的
改
善
は

な
か
っ

た

も
の

の
、

政
権
が

イ
ス

ラ

ー

ム

主
義

勢
力
と

は

距

離
を

置
き

、

急

進
派
の

弾
圧

に

力
を

入
れ

た

た

め
、

結

果
的
に

教
会
−

政

権
関
係
は

改
善
さ
れ

た
。

こ

れ
に

と

も
な
い

、

シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
の

姿

勢
も
そ
れ
ま
で

の

闘
争
的
な
も
の

で

は

な
く、

よ

り
融
和
的
な
も
の

と

な

っ

た
。

　
つ

ぎ
に

シ
ュ

ヌ

ー
ダ
皿

世
が
民

衆
に

よ
っ

て

ど
の

よ
う
な
イ
メ

ー

ジ

を

持
た

れ
て

い

た
の

か

見
て

み

よ
う

。

考
察
の

対
象
と

す
る
の

は
、

筆
者
が

二

〇
一

二

年
七
月
に
首
都
カ

イ
ロ

と
南

部
ミ
ニ

ヤ

県
の

農
村
で

三
三

名
に

対
し
て

行
な
っ

た
シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
の

業
績
等
に

関
す
る
イ
ン

タ
ビ
ュ

ー

調
査
の

結
果
で

あ
る

。

　
シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿
世
の

イ
メ

！

ジ

と
し
て

ま

ず
挙
が
っ

た
の

が
「

賢
者
」

と
い

う
回
答
だ

っ

た
。

こ

れ
は
、

政
権
と
の

対
立
、

急
進
的
イ
ス

ラ

；

ム

主

義
勢
力
に
よ

る
コ

プ

ト
教
会
へ

の

襲

撃
、

海
外
移
住
者
の

増
加
な
ど
、

新
た

な
問
題
が

顕
在
化
し
た

困
難
な
時

代
に
コ

プ
ト
共
同
体
の

代
表
と

し

て

活
動
し
た

彼
の

姿
勢

を
肯

定
し、

評
価
し
て

い

る
こ

と

を

表
し
て

い

る
。

「

教

育
者
」

と
い

う
イ
メ

ー

ジ

は

毎
週
水
曜
日

に

カ

イ

ロ

の

聖
マ

ル

コ

大
聖
堂
で

行
な
っ

て

い

た
一

般
信
徒
に

対

す
る
教
育
的
レ

ク

チ
ャ

ー

に

よ

る

と

こ

ろ
が

大
き
い

。

霊

的
な

事
柄
だ
け
で

な
く、

日

常
的、

個
人

的

な
こ

と

な

ど

多
岐
に

わ
た
る

質
問
に
対
応
す
る

シ

ュ

ヌ

ー

ダ

皿

世
の

姿
は

一

般
信
徒
に
親
し

み

や

す
さ
を

与
え
た

。

ま
た

彼
は

「

デ

イ

ア

ス

ポ

ラ

の

た

め

の

活
動
」

を

積
極
的
に

行
な
っ

た

総
主
教
と

し
て

も

評
価
が

高
い

。

政
治
・

経
済
・

宗
教
的
理
由
か

ら

永
続
的
に
欧
米
諸
国
へ

移
住
し
た

コ

プ

ト
は
、

現
在
で

は

二

〇
〇

万

人
以
上

い

る
と
い

わ

れ

る
。

シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
は
、

自
身
の

定
期
的
な
訪

問
だ

け
で

な
く、

主

教、

司

祭
、

修
道
士
の

派
遣、

現
地
で

の

教
会
・

修

道
院

建
設
に
ま
で

活
動
の

幅
を
広

げ
た

。

　
こ

の

よ

う
に

民
衆
の

シ
ュ

ヌ

ー

ダ

皿

世
の

評
価
は

肯
定
的
な

も
の

ば
か

り
だ
っ

た

が
、

こ

の

背
景
は
コ

プ
ト

正

教
会
の

あ
る

種
の

権
威
主

義
的

体

質
が

考
え

ら
れ

る
。

コ

プ
ト
正
教

徒
に

と
っ

て

は
、

総
主

教
を
は

じ

め
と

し

た

高
位
聖
職
者
は
神
と
一

般
信
徒
を

媒
介
す
る

聖
な

る

存
在
で

あ
る

た

め
、

一

般
信
徒
が

彼
ら
の

言

動
に

対
す
る
疑
問
や
批
判
は

原
則
的
に

は

不

可
能
で

あ
る

。

し

か
し、

実
際
に

は

内
部
批
判
が

あ
っ

た
こ

と
も
ま
た

事

実
で

あ
る

。

今
後
は

そ
の

点
に

つ

い

て

の

検
討
も
お
こ

な
っ

て

い

き
た

い
。

中
世
ユ

ダ
ヤ

教
の

聖
書
解
釈
に

お
け

る

基
準
の

問
題

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

志
田

　
雅

宏

　
中

世
の

ユ

ダ
ヤ

教
聖
書
解
釈
は

、

従
来
の

ラ

ビ

た

ち
の

聖
書

釈
義
（
「

デ

ラ

シ
ュ

」）

か
ら
、

聖
書
テ

ク

ス

ト
の

字
義
的
解
釈
（
「

プ
シ

ャ

ト
」）

へ

の

転
回
と

し
て

描
か

れ

る
。

方
法
的
に

言
え
ば

、

「

デ

ラ

シ
ュ

」

と
は

聖

書

か
ら

法
規
や

教
訓

、

説
話
を

導
き
出

す
解
釈
を
さ

す
の

に

対
し、

「

プ

シ

ャ

ト
」

と
は

「

テ

ク

ス

ト
が
意
味

す
る

こ

と
」

の

理

解
を
目
的
と

す
る

解
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釈
で

あ
る

。

十
世

紀
の

バ

ビ

ロ

ニ

ア

の

ラ

ビ
・

サ

ア

デ

ィ

ア
・

ガ

オ
ン

は
、

聖
書
テ

ク

ス

ト

は

字
義
的
に

理
解
さ

れ

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

と

す
る

「

プ
シ

ャ

ト
」

主

義
を
提

唱
し、

聖

書
の

ア

ラ

ビ

ア

語
訳
と

註

解
を

著
し

た
。

そ

の

後
、

イ
ス

ラ

ー

ム
・

ス

ペ

イ
ン

で

は
ア

ラ

ビ

ア

語
圏
に
お
け
る

言
語
学
の

発
展
を
受
け、

聖
書
テ

ク

ス

ト

の

文
法
的
説
明
を
主

眼
と

す
る

方
法
が

確
立

さ

れ
た

。

そ
し
て
、

十
一
・

十
二

世
紀
に

入
る

と
、

キ
リ
ス

ト

教
圏
の

フ

ラ

ン

ス

北
部
に

学
派
を
ひ

ら
い

た
ラ

シ

と
、

イ
ス

ラ

ー

ム
・

ス

ペ

イ

ン

の

聖
書
解
釈
の

頂
点
に

位
置
す
る

ア

ブ

ラ

ハ

ム
・

イ
ブ
ン
・

エ

ズ
ラ

が

そ

れ

ぞ
れ
聖
書
註
解
を
著
し
た
。

こ

の

二

つ

の

註
解
は

そ
の

後
の

ユ

ダ

ヤ

教
に

お

け
る
聖
書
学
習
の

テ

ク

ス

ト

と

し
て

位
置
づ

け
ら
れ、

き

わ

め

て

大
き
な
影
響
力
を
持
っ

た

が、

そ
の

学
習
を

も
っ

と

も
体
系
的
か

つ

詳
細
に

お
こ

な
っ

た

の

が、

十
三

世
紀
の

ラ

ビ
・

ナ
フ

マ

ニ

デ

ス

で

あ

っ

た
。

　
こ

う
し
た

聖
書
解

釈
の

営
み

を

解
釈
史
と

し

て

記
述
し
よ

う
と

す
る

と

き、

そ
こ

に
は

大
き

く
分

け
て

二

つ

の

立
場
が

存
在
す
る

。

ひ

と
つ

は

注

釈
家
を
取
り
巻
く

文
化
的
・

社
会
的
状
況
に

着
目
し、

彼
ら
が
遭
遇
し
た

出
来
事
や
体
験
と

彼
ら
の

解
釈
テ

ク

ス

ト
の

関
連
性
を
み
る

と

い

う
も
の

で

あ
る

。

た
と

え
ば
そ
れ
は

、

ラ

ビ

た
ち
の

口

伝
律
法
を
否
定
す
る

ユ

ダ

ヤ

教
異
端
派
と

の

戦
い

が
、

サ

ア

デ

ィ

ア

の

聖
書
解
釈
の

方
針
に

決
定
的

な

影
響
を

及
ぼ
し
た
と
い

う
説
明
や、

ラ

シ

の

聖
書
註
解
に

は

当
時
の

十

字
軍
に

よ
る

迫

害
の

悲

劇
が

反
映
さ
れ
て

い

る

と
い

っ

た
説
明
で

あ
る

。

し
か

し、

そ
の
一

方
で、

「

プ
シ

ャ

ト
」

主

義
が
「

聖

書
テ

ク

ス

ト
そ
の

も
の

の

意

味
」

を

探
求
す
る

普
遍
的
な
志
向
性
を
持
っ

て

い

る

と

す
る

な

ら
ば、

そ
れ
が

体
現
さ

れ

た

彼
ら
の

解

釈
テ

ク

ス

ト
を
個
々

の

歴

史
的

文

脈
に

す
べ

て

還
元

す
る

べ

き
で

は

な
い

と
い

う
立

場
も
あ

る
。

た

と

え

ば
、

ナ
フ

マ

ニ

デ

ス

は

『

ト
ー

ラ

ー

註
解
』

執
筆
時
に
キ
リ

ス

ト
教
徒
と

の

宗
教
論
争
や
故
郷
か
ら
の

追
放、

パ

レ

ス

チ

ナ
へ

の

渡
航
と

い

っ

た

苛

烈
な

体
験
を

し
て

い

る
が、

彼
の

註
解
で

は

そ
れ
ら
の

要

素
よ

り
も、

ラ

シ

と
イ

ブ

ン

・

エ

ズ

ラ
の

註
解
に

対
す
る

学
習
が
大
半
を
し
め
て

い

る
。

そ
し

て
、

そ
の

解
釈
者
の

関
心
が

同
時
代
的
な
事
柄
に

と
ど
ま
ら
な
い

と

す
れ

ば
、

第
一

の

立
場
を
排
他
的
に

取
る

こ

と

に
つ

い

て

は

慎
重
で

あ
る

べ

き
だ
と

考
え
ら

れ
る

。

　

中
世
の

注
釈
家
は
共
同
体
を
指
導
す
る

教
師
で

あ
り、

教
典
を

学
ぶ

学

者
で

も
あ
っ

た
。

そ
し
て

、

こ

の

役
割
は
、

教
典
を
読
む

営
み

の

同
時

代

性
と

普
遍
性
を
彼
ら
に
意
識
さ
せ

た

の

で

は

な
い

か
。

だ
と

す
れ
ば

、

彼

ら
自
身
が

す
で

に

「

解
釈
史
」

を
意
識
し
て

い

た
可
能
性
が
浮
か
び
上
が

る
。

な
ぜ

な

ら、

彼
ら
は
そ
れ

ぞ
れ

の

方
法
で

「

正
し
い
」

解
釈
の

基

準

を
作

り
出

す
中
で
、

革
新
的
な
「

プ
シ

ャ

ト
」

と

伝

統
的

な
「

デ

ラ

シ

ュ

」

の

関
係
性
の

構
築
に

取
り
組
ん

だ

か

ら
で

あ
る

。

さ
ら
に

、

そ

こ

に

は

教
典
と

読
者
の

関
係
に

お

け
る

視
点
の

移
行
も
確
認
さ
れ
る

。

最
初
の

「

プ
シ

ャ

ト
」

主

義
の

提
唱
者
で

あ
る

サ

ア

デ
ィ

ア

は

読
者
に

視
点
を

置

い

た

基
準
の

構

築
に

努
め
た

。

そ
れ

に

対
し、

ラ

シ

や

イ
ブ
ン
・

エ

ズ

ラ

は

解
釈
内
容
や

解
釈
方
法
に

視
点
を
定
め
、

ナ
フ

マ

ニ

デ
ス

は
聖

書
テ

ク

ス

ト
の

定
義
に

そ
の

視

点
を

置
い

た
。

こ

う
し
た
基

準
の

構
築
に

関
す
る

彼
ら
の

主

張
に

対
し
て

、

個
々

の

時
代
に

お
け
る
学
問
的
な

発
展
や

思

想

的
な
背
景
が

影
響
を

及
ぼ

し
て

い

る

こ

と

は
間
違
い

な
い

。

し
か
し

そ
れ

と

同
時
に、

彼
ら
は
そ

う
し
た

時
代
や

地
域
を
超
え
た
と
こ

ろ

に
、

聖

書

テ

ク
ス

ト
の

「

正
し
い
」

意
味
を
め

ぐ
る

議
論
の

場
を
想
定
し

て

い

る

と

も
い

え
る

。

注

釈
家
た
ち
は

し
ば
し

ば

現
実
に

お
け
る

出

来
事
を
聖

書
に

書
か
れ
た

事
柄
の

成
就
と
し

て

認
識
す
る
一

方
で

、

テ

ク
ス

ト
の

意
味
を
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め

ぐ
る

議
論
の

蓄
積
に

自
ら
を

位
置
づ

け
た

。

ひ

る

が

え
せ

ぱ

そ
れ
は
、

教

典
を

学
ぶ

営
み

が
持
つ

意
義
を
と
ら
え
る
た
め
に

は
、

同
時
代
性
と

普

遍

性
の

双
方
に

目
を
向
け
る
複
眼
的
な
視
点
が
必
要
と
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

第
四

部
会

『

金

剛
般
若

経
』

に

お

け
る

即
非
の

論
理
と

「

如
」

の

思
想

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

末
村
　
正

代

　

即
非
の

論
理
と

は
、

「

金
剛

経
の

禅
」

（
『

鈴
木
大

拙
全

集
』

第
五

巻、

以
下
〔

巻

数
／
頁
数
〕

と

略
記
）

に
お

い

て

鈴
木
大
拙
に

よ

っ

て

提
唱
さ

れ

た

矛
盾
的
論
理
で

あ
る

。

他
方
「

如
」

の

思

想
と
は

、

彼
が

そ
の

仏
教

論
で

再
三

言
及
す
る

超

論
理

的
と

も
い

え
る

思

想
で

あ
る

。

本
稿
で

は

大

拙
の

思
想
に

通

底
す
る

何
ら
か
の

構
造
を
読
み

解
く
手
か
が

り
と
し

て
、

こ

の
｝

見

相
矛

盾
す
る
両
者
の

共
通
項
を
考
察
し
た
い

。

　
初
め

に、

大

拙
が
即
非
の

論
理
を

見
出
し
た

『

金

剛
般

若
経
』

と
、

即

非
の

論
理
に

つ

い

て

略
説
し

た
い

。

『

金
剛
般

若
経
』

は

般

若
経
典
群
の

ひ

と
つ

で
、

無
著
・

世
親
・

智
顎
・

吉
蔵
に

よ
る

註

釈
が

遺
さ
れ
て

い

る

こ

と

か
ら
わ

か
る

よ

う
に、

各
地
で

非

常
に

重

視
さ
れ

た

経
典
で

あ
っ

た
。

特
に

中
国
仏
教、

と
り
わ
け

禅
宗
は

こ

れ
を
重
ん

じ
る

こ

と
で

知
ら

れ
て

い

る
。

そ
し
て

即
非
の

論
理
と
は、

こ

の

『

金
剛
般

若
経
』

第
十
三

節
に

基
づ

い

て

以
下
の

よ

う
に

公
式
化
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

。

「

A
は

A

だ
と

云
ふ

の

は
、

A
は

A
で

な
い
、

故
に
、

A
は
A
で

あ
る

。

こ

れ
は

肯

定
が
否
定
で
、

否
定
が

肯
定
だ
と

云
ふ

こ

と
で

あ
る

。

」

〔

五

／
三

八
〇

1

三

八
一
〕

次
い

で

漢
訳
語
と

し
て

の

「

如
」

に
関
し
て

も
そ
の

変
遷
に

触

れ
て

お

き
た

い
。

「

如
」

と

は

元

来

サ
ン

ス

ク
リ

ッ

ト

語

畠
跨
鋤

及
び

8
島
蝉

S
と
い

う
指
示
語
の

漢

訳
で

あ
り

、

当
初
は

本
無
と

意

訳
さ
れ

て

い

た
。

そ
し
て

本
無
に

代
わ
っ

て

本
格
的
に
真
如
を

採
用
し
た

釈
道
安
に

至
る

ま
で

、

本
無
・

如
・

如
如
な

ど
が

乱
用
さ
れ
る

時
代
が

続
い

た
よ

う
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