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曾
Q。）

の

バ

ク

テ

ィ

詩

が
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

神
々

と
並
ん

で

フ

セ

イ
ン

を
も
称
え
た

よ

う
に
、

フ

セ

イ
ン

の

殉
教
伝
説

は

北
イ

ン

ド
で

ひ

ろ

く

知
ら
れ

信
仰
の

対

象
と

な
っ

て

い

た
と

思
わ

れ

る
。

十
九

世
紀
に

頂
点
に
達
し
た

ウ
ル

ド
ゥ

ー

詩
の

形
式
マ

ル

シ

ア

は

フ

セ

イ

ン

伝
説
（
カ

ル

バ

ラ

ー

の

戦
い
）

の

描
写
に
特
化
し
た
文

学
ジ
ャ

ン

ル

だ

が、

こ

れ
が
当
時
の

北
イ
ン

ド
で

は

シ

ー

ア

派
ム

ス

リ

ム

に

限
ら
ず

広
く
行
わ

れ
た

ジ
ャ

ン

ル

だ
っ

た

こ

と

も
想
起
さ
れ
る
べ

き
だ

ろ

う
。

　

ま
と

め

る
と
、

ゴ

ー

ガ

ー

は
従
来
の

学
術
研
究
で

は
、

十
九
世
紀
以
降

に

整
っ

た

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

パ

ン

テ

オ

ン

に

入
ら
な
い

「

ロ

ー

カ
ル
」

で

「

小
さ
な
」

神
と

さ
れ
て

き
た

。

し
か
し

右
の

よ

う
な
そ
の

成
立

史
を

概

観
す
る
と
、

ゴ

ー

ガ

i
信

仰
は

「

非
体
系
的
で

シ
ン

ク

レ

テ

ィ

ッ

ク

な

民

間

信
仰
」

と
い

う
よ
り
は
む
し

ろ
、

北
イ
ン

ド
の

特
定
の

時
代
と
パ

ラ

ダ

イ
ム

を
体

現
す
る

信
仰
と

考
え
た

方
が
よ
さ
そ
う
で

あ
る

。

た
だ

、

ゴ

ー

ガ

i
信
仰
は
中
世
か
ら
近

世
の

長
期
間
に
わ

た

っ

て

醸
成
さ

れ
、

地
理
的

に

も
非
常
な
広

範
囲
を
カ

バ

ー

し
て

い

る
た

め
、

そ
の

現
状
は

複
雑
に

複

層

化
し
て

い

る
。

こ

れ

が
、

そ

の

ま
と

ま
っ

た

研

究
が
こ

れ

ま
で

行
わ

れ

て

こ

な
か
っ

た
原

因
と
思
わ

れ

る
。

諸

宗
教
間
対
話
は

進
ん

で

い

る

か

　

　
　

教
会
の

保
守
化
傾
向
を
考
え
る

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

高
橋

勝
幸

　

今
年
は

、

第
ニ

ヴ
ァ

チ

カ

ン

公
会
議
開
催
か
ら
五

〇

年
の

節
目

を
迎
え

る
。

こ

れ
を

機
会
に

「

開
か
れ

た
教
会
」

と
し
て

進
め
ら
れ

て

き
た
「

宗

教
問
対
話
」

の

進
捗
状
況
を
再
検

討
し
て

見
た

。

　
キ

リ

シ

タ

ン

史
に

お

け
る

日
本
巡
察

師
ヴ
ァ

リ
ニ

ャ

ー

ノ

の

「

適
応
主

義
布
教
方
針
」

が、

日
本
や

中
国
の

布
教
に

大
き
な
成

果
を

あ
げ
て

い

た

こ

と

に

着
目
し、

そ
の

霊
性
が
三

五

〇

年
の

時
を

経
て

第
ニ

ヴ
ァ

チ

カ

ン

公
会
議
の

『

キ
リ

ス

ト
教
以
外
の

諸
宗
教
に

対

す
る

態
度
に

つ

い

て

の

宣

言
』

に

お
い

て

結
実
し
た

。

こ

の

精
神
に

よ
っ

て

神
学
者
カ

ー

ル
・

ラ

ー

ナ
ー

が
指
導
的

役
割
を
果
し

「

開
か
れ
た

教
会
」

は

従
来
の

「

教
会
の

外

に

救
い

は

な
い
」

と
し
て

き
た
態
度
か
ら
一

八
〇

度
の

転
換
と

な
っ

た
。

多
く
の

人
に

希
望
を

与
え

、

諸
宗
教
と

の

対
話、

相
互

交
流
等
に

よ
っ

て

明
る
い

展
望
を

持
て

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　

し
か
し
、

五

〇

年
経
っ

て

も

期
待
し
た

成

果
は

得
ら
れ

ず、

グ
ロ

ー

バ

ル

化
・

世

俗
化
の

流
れ
は

止
め

ら
れ
ず、

教
義
や

儀
式
を
重
ん

じ
る

既

成
宗
教

離
れ
は

加
速
し、

若
者
の

教
会
離
れ
は

顕
著
に

な
っ

て

き
た

。

ニ

ュ

ー
エ

イ
ジ

等
に

代
表
さ
れ

る

よ

う
に
簡
略

化
さ
れ

た

新
宗
教
が

流

行
る
よ

う
に

な
っ

て

き
た

。

現
状
に

失

望
し、

宗

教
の

厳
格
さ
を
求
め

る

揺
り

戻
し
か
ら

再
び

保
守
化
傾
向
が

強

ま
っ

て

き
た

。

　

諸
宗
教
も

同
じ

悩
み

を
持
っ

て

い

る

と

思

う
が

、

教
会
を
例
に
取
る

と

危
機
感
か
ら

保
守
的
に

ト

リ
エ

ン

ト
公

会
議
以

来
の

引
き
締
め

を
計
っ

た

厳
し
い

規

則
を

当
て

は
め

て

原
理
主
義
的
な
旧

習
を

懐
か

し
む

勢
力
が

盛

り
返

し
て

き

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

保
守
派
は

既
に

公

会
議

直
後
か
ら

『

教
会
法
典
』

の

改
正
等
で

教

導
職
の

「

不
謬

性
」

等
の

地
歩
を

着
実
に

固
め
て

い

た
。

従
っ

て

「

キ

リ

ス

ト

教
的
自
由
」

は

位
階
性
の

「

聖
な

る

源
泉
」

「

聖
な
る

支
配
」

の

中
で、

こ

の

「

聖
な
る

支
配
」

を
キ

リ

ス

ト

教
的
な

真
の

自
由
と

理
解
し
、

受

け
入
れ

る

こ

と
に

な
る

。

反
抗
す
る

自

由
は

認
め

ら
れ

て

い

な
い

こ

と

に

な
る

。

「

キ
リ

ス

ト

教
的
自
由
」

は

従

順
の

中
で

の

み

満
た

さ
れ

る

と
い

う
も
の

で
、

教
導
職
の

絶
対
的
な
権
力

の

行

使
に

従
わ

な
け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
に

変
り
は

な
く
な
っ

た
。
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特
に

顕
著
な
も
の

は
、

イ
ン

ド
人
イ
エ

ズ

ス

会
止
ア

ン

ト
ニ

ー
・

デ
・

メ

ロ

神
父
の

「

出
版
停
止

令
」 、

ベ

ネ
デ

ィ

ク

ト

会
士
ヴ
ィ

リ

ギ

ス

・

イ

ェ

ー

ガ

ー

神
父
へ

の

（
禅
の
）

「

活
動
停
止
令
」

で

あ
ろ

う
。

　

東

洋
的
な

瞑
想
の

世

界、

仏
教
的
な
も
の

を

排
除

す
る

な
ら、

宗
教
間

対
話
に

も

暗
雲
が
立
ち

籠
め
て

く
る

。

中

世
の

キ

リ

ス

ト
教
的
神
秘
主

義

者
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
が

異

端
審
問
に
か
け
ら
れ
た

時
代
が
思
い

出
さ
れ
る

。

新
教
皇
に

な
っ

て

か
ら
の

問
題
発
言
は
目
立
っ

て

多
い

が、

二

〇

〇
七

年

の

自
発
教
令
「

ス

ン

モ

ー

ル

ム
・

ポ

ン

テ

ィ

フ

ィ

ク

ム
」

で

禁
止
さ
れ

て

い

た

ラ

テ

ン

語
ミ

サ
を
認
め

た
。

さ
ら
に
翌

年
に

は

ピ

オ
十
世
会
の

司
教

四

名
の

破
門
罰
を
撒
回
す
る

。

こ

の

司
教
の

中
に

ホ

ロ

コ

ー

ス

ト

の

毒
ガ

ス

使
用
を
否
定
し
た
リ
チ
ャ

ー

ド
・

ウ
ィ

リ

ア

ム

ソ

ン

が
含
ま
れ

て
い

て

批

判
も
起
っ

て

い

る

が、

保
守
化
色
は

濃

厚
に

な
っ

て

き
た

。

多
く
の

批

判
が
あ
っ

て
も、

既
に
地
歩
を

固
め

て

い

た
「

教
会

法
典
」

か
ら

自
発
教

令
の

形
で

教
皇
権
の

不
謬
性
が

唱
え

ら
れ、

意

義
を
唱
え
る

こ

と

さ
え
封

じ

ら
れ

て

い

る
。

　

宗
教
問
対
話
の

進
捗
状
況
を

知
ろ

う
と

し
て

、

返
っ

て

保
守
化
色
で

逆

回

転
し
て
い

る
こ

と

に

驚
か

さ

れ

た
。

し
か
し

、

こ

の

傾
向
を
放
置
し
て

は

な
ら

ず、

東
西
を
超
え
た

新
た

な
真
理
の

捉
え
直
し
が
必

要
と

な
っ

て

く
る

。

こ

れ
ま
で

の

主

知
主

義、

合
理
主
義
的
な
欧

米
思
想
の

二

元
対
立

の

ま
ま
で

は

キ
リ
ス

ト

教
の

真
実
も
理
解
さ
れ
な
い

よ

う
に

思
え

る
。

守

旧

的
な

保
守
化
傾
向
も
同
じ

過

ち
を

繰
り
返
し

、

結
論
が
得
ら
れ

な
く
な

っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

東
洋
的
と

言
わ
れ
な
が
ら、

東
西
を

超
え
た

「

行
」

の

方

法
か

ら
真
理
の

通
底
が

見
え
て

く
る

よ

う
に

思

う
。

西
田
・

西

谷
に

代
表
さ
れ
る

京
都
学
派
の

哲
学
が
見
直
さ
れ
て

い

る

こ

と

が
今
後

の

大
き

な
支
え
と

な
る

し
、

学
ぶ

べ

き
こ

と

が

多
い

と

思
う。

第
五

部
会

親
鸞
に

お
け
る

聖
徳
太
子
像
に

つ

い

て

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

内
記

　
　

洸

　

現
在
の

浄
土
真
宗
各
派
を
中
心
と

し
て、

親
鸞
が
聖
徳
太
子
に

強
い

信

仰
を
抱
い

て

い

た
と

い

う
こ

と

は
ひ

と

つ

の

常
識
に

な
っ

て

い

る

が、

そ

の
一

方
で

、

近
年、

親
鸞
の

太
子
関
連
の

著
作
を
め
ぐ
る

真
偽
問
題
を
中

心
に、

親
鸞
の

抱
い

た

太
子
像
に
つ

い

て

疑
い

が
唱
え
ら
れ
る

よ

う
に

な

っ

て

き
た

。

実
際
の

と

こ

ろ
、

太
子
に

関
す
る
親
鸞
自
身
に

よ

る
言
及
が

量
・

質
共
に

非
常
に

頼
り
な
い

も
の

で

あ
る
一

方
で

、

親
鸞
や
そ
の

周
辺

が

遺
し
た
記
述
か
ら

太
子
の

痕
跡
を
完
全
に

消
し
去
る

こ

と

も
ま
た

困
難

で

あ
り、

親
鸞
に
と

っ

て

太
子
と
は

ど

の

よ

う
な
存
在
で

あ
っ

た
の

か
と

い

う
問
題
は

極
め
て

曖
昧
な
状
態
に

止
ま
っ

て

い

る
。

し
か
し
こ

の

「

瞹

昧
さ
」

と

い

う
こ

と
自

体
が、

親
鸞
の

抱
え
た

課
題
を
そ
の

「

語
り

」

の

発

出
点
か
ら
考
え
て

い

く
う
え
で
、

ひ
と

つ

の

重
要
な

意

味
を
も
っ

て

い

る
。

　

普
通、

一

つ

の

物
事
は

様
々

な
角
度
か
ら
様
々

な
切
り
口

の

も
と

で

問

題
に

さ
れ
得
る

が、

こ

こ

で

の

太
子
像
を
め

ぐ
る
紛
糾
は
こ

の

複
数
の

視

点
の

混

乱
か
ら
生
じ
て

い

る
と

考
え
る

こ

と

が
で

き
る

。

歴

史
学
的
・

文

献
学
的
な
観
点
か
ら
の

探
究
と

信
仰
の

伝
承
の

問
題
の

探
求
と

で

は
、

そ

も
そ
も

親
鸞
の

「

何
」

を
追
求
し
よ

う
と

し
て

い

る
の

か
と

い

う
関
心
の

所
在
に

従
っ

て
、

そ
れ
ら
が
語
り
得
る

範
囲
・

領
域
と

い

う
も
の

が
お
の

ず
か
ら
違
っ

て

く
る

。

こ

の

意
味
で
、

同
じ

「

太
子
像
」

を

問
題
に

す
る

に

し
て

も
、

親
鸞
が

表
現
し
よ

う
と

し
た
こ

と
は

何
な
の

か
と

い

う
問
い

を
抱
え
て

お
く
こ

と

は

重
要
な
意
味
を
も
つ

。
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