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教すず書房

今
日

「世
界
宗
教
」
と
い
う
言

葉
を
耳
に
し
た
と
き
、
多
く
の
人

は
、
信
者
数
が
多
く
、
比
較
的
安

定
し
た
構
造
を
も
つ
、
い
く
つ
か

の
宗
教
を
並
列
的
に
思
い
浮
か
ベ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
、

仏
教
、
イ
ス
ラ
ト
ム
（
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
儒
教
、
道
教
、

神
道
等
々
で
あ
る
。
ど
の
宗
教
を

「世
界
宗
教
」
の
リ
ス
ト
に
入
れ

る
か
の
細
部
に
関
し
て
意
見
が
分

か
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、

現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、

世
界
の
宗
教
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め

の
本
が
決
々
と
出
版
さ
れ
、ま
た
、

多
く
の
大
学
で
世
界
の
諸
宗
教
を

学
ぶ
授
業
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
世
界
の
主
要
宗
教
の
リ

ス
ト
は
、
■
９
２
０
年
代
の
北
米

で
急
速
に

一
般
化
し
、
そ
の
リ
ス

ト
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
に
今
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
限
ら
れ
た

数
の

「大
」
宗
教
だ
け
で
は
な

く
、
世
界
各
地
に
あ
る
複
数
の
宗

教
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
、
き

わ
め
て
平
等
で
現
代
的
で
は
な
い

か
、
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な

′い
。し

か
し
本
書
は
、
そ
れ
が
私
た

ち
の
思
い
込
み
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
せ
て
く
れ
る
。
「́世
界
宗
教
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
系
譜

（主

と
し
て
・９
世
紀
か
ら
２０
世
紀
前
半

ま
で
）
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
す

る
本
書
は
、
「世
界
宗
教
」
と
い

う
言
葉
や
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
宗

教

一
覧
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

で

「発
明
」
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
宗
教
と
い
う
言

葉
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
そ
の

系
譜
は
宗
教
の
研
究
者
の
間
の
マ

ニ
ア
ツ
ク
な
議
論
で
は
な
い
か
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

本
書
が
示
し
て
い
る
射
程
は
そ
れ

よ
り
、
は
る
か
に
広
い
。
キ
リ
ス

ト
教
や
他
の
宗
教
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
思
想
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
、
再
定
義
す
る
か
は
、
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
直
接
か
か
わ
る
問
題
で
あ

り
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
本
書
の

副
題
に
も
あ
る

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普

遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
」
と

い
う
言
葉
に
示

‐さ
れ
て
い
る
。
近

代
以
降
、
非
西
洋
世
界
に
お
け
る

膨
大
な
多
様
性
と
否
応
な
く
向
き

合
う
中
で
、
西
洋
人
た
ち
は
、
自

ら
の
普
遍
性
を
ど
の
よ
う
に
維
持

で
き
る
の
か
、
と
い
う
難
間
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
西
洋
社

会
や
そ
の
思
想
の
根
拠
と
な
る
普

遍
性
の
基
盤
が
模
索
さ
れ
た
の
で

あ
る
。「世

界
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の

生
成
に
は
、
多
様
な
宗
教
の
分
類

と
類
比
の
試
み
だ
け
で
な
く
、
西

洋
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構

築
が
伴
っ
て
い
た
。
本
書
を
通
じ

て
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、

我
々
が
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見

た
り
、表
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
、

い
か
に
難
し
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
人
間
は
誰
し
も
、
分
類
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
知
の
対
象

を
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
。
そ^

し
て
多
く
の
場
合
、
自
分
に
都
合

よ
く
、
対
象
と
の
類
似
性
や
相
違

を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、
今
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
西
欧
世
界

に
お
け
る
反
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
感

情
や
表
現
は
、
９

ｏ
ｌｌ
以
降
に
突

発
的
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
ヽ

少
な
く
と
も
数
世
紀
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
の
で
き
る
深
い
根
を
持
ち
、

精
緻
に
構
成
さ
れ
た
言
説
の
歴
史

が
あ
る
こ
と
を
本
書
は
教
え
て
く

れ
る
。

・７
世
紀
か
ら
１９
世
紀
の
前
半
ま

で
、
世
界
の
諸
民
族

（宗
教
）
を

語
る
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
繰
り

返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
マ
ホ

メ
ッ
ト
教

（
イ
ス
ラ
ー
ム
）
、
そ

の
他

（偶
像
崇
拝
、
異
教
、
多
神

教
）
で
あ
り
、
三
つ
の

一
神
教
の

間
に
す
で
に
様
々
な
軋
蝶
が
あ
っ

た
と
は
い
え
ヽ
こ
の

一
神
教
ト
リ

オ
は
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
多
神

教
的
異
教
と
は

一
線
を
画
す
る
存

在
と
し
て
、　
一
体
性

（普
遍
性
）

を
有
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
場
合
も
、
キ
リ
ス
ト
教
が
普
遍

性
の
中
心
基
盤
と
見
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
四
分
法
が
１９
世
紀

前
半
に
は
衰
退
し
、

１９
世
紀
は
新

た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
模
索
す
る
時

代
と
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
を

作
っ
た
の
は
、
新
し
い
言
語
の
科

学
、
す
な
わ
ち
、
比
較
言
語
学
で

あ
っ
た
。

セ
ム
語
族
と
ア
ト
リ
ア
語
族

（イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
）

が
発
見
さ
れ
、
同
時
に
、
ア
ー
リ

ア
語
族
に
属
す
る
仏
教
が
キ
リ
ス

ト
教
に
並
ぶ
世
界
宗
教
と
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
反
動
を
受
け
る
か
の
よ
う

に
、
一
神
教
ト
リ
オ
は
解
体
さ
れ
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ア
ー
リ
ア
語
族

に
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
は

セ
ム
語
族
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

っ
た

（
「
ユ
ダ
ヤ
Ｈ
キ
リ
ス
ト
教
」

と
い
う
新
た
な
結
合
表
現
は
ア
メ

リ
カ
の
政
治
事
情
の
中
か
ら
形
成

さ
れ
て
い
る
）
。
キ
リ
ス
ト
教
が

セ
ム
的
な
起
源
を
持
つ
こ
と
は
歴

史
的
に
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ

の
連
続
性
よ
り
も
、
ギ
リ
シ
ア
的

・
ア
ー
リ
ア
的
な
特
性
に
自
己
同

一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た

な
普
遍
性
獲
得
の
道
を
選
ん
だ
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
比
較
言
語

学
の
副
産
物
の

一
つ
で
あ
る
、
科

学
に
依
拠
し
た
反
セ
ム
主
義
が
、

ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
に

対
す
る
差
別
的
な
言
説
を
生
み
出

し
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
何
を
も
た

ら
し
た
か
に
つ
い
て
は
歴
史
が
教

え
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
十

数
個
の
世
界
の
諸
宗
教
を
共
存
さ

せ
る
多
元
主
義
的
言
説
が
生
じ
て

い
く
。
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

・
覇
権
主
義

か
ら
の
解
放
と
し
て
祝
福
す
べ
き

変
化
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の

批
判
的
視
線
は
、
多
元
的
な
普
遍

主
義
と
も
言
え
る
西
洋
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
ヘ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。

キ
リ
ス
ト
教
的
残
滓
を
執
拗
に
抹

消
し
、
多
元
主
義
を
称
揚
す
る
こ

と
に
満
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
、

な
お
十
分
で
は
な
い
何
か
が
あ
る

こ
と
を
本
書
は
示
唆
し
て
い
る
。

本
書
が
描
き
出
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
の
知
的
営
為
は
、
宗
教
的
伝

統
と
近
代
的
合
理
性
の
は
ざ
ま
で

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
行
っ

た
近
代
日
本
の
営
み
に
も
響
き
合

う
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、

「
一
神
教
」
対

「多
神
教
」
と
い

っ
た
安
直
な
対
立
図
式
が
、
な
ぜ

今
も
日
本
社
会
に
お
い
て
繰
り
返

さ
れ
る
の
か
を
、
日
本
史
的
文
脈

だ
け
で
な
く
、
世
界
史
的
な
文
脈

に
お
い
て
も
批
判
的
に
考
え
る
こ

と
の
必
要
性
を
本
書
は
促
し
て
く

れ
て
い
る
。　
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