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小
原
克
博
　
一
神
教
研
究
を
始
め
た

き
っ
か
け
は
い
く
つ
か
あ
る
け
れ
ど
、

一
番
は
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
で
す
。

同
志
社
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
キ
リ

ス
ト
教
と
他
の
宗
教
を
教
え
る
伝
統

が
あ
る
と
こ
ろ
。
開
か
れ
た
キ
リ
ス

ト
教
っ
て
い
う
の
か
な
。
イ
ス
ラ
ー

ム
と
の
接
点
な
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で

一
神
教
の
研
究
を
始
め
て
、
普
段
対

話
に
参
加
し
な
い
人
を
引
き
込
ん
で

化
学
反
応
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ

と
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
衝
突
を
目

撃
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
世
界
を
包

括
す
る
枠
組
み
が
見
え
て
き
ま
す
。

内
藤
正
典
　
原
理
的
に
自
分
た
ち
の

宗
教
を
出
さ
な
い
と
ど
こ
が
衝
突
点

か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
特
定
の
宗

教
が
強
い
と
そ
れ
が
で
き
な
い
。
私

は
２
０
１
０
年
に
着
任
し
ま
し
た
が
、

同
志
社
は
キ
リ
ス
ト
教
の
大
学
だ
と

思
っ
て
い
た
の
で
、「
こ
れ
は
面
白

い
」
と
。
世
界
に
類
例
の
な
い
一
神

教
学
際
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
に
対
話
や
研
究
が
で
き
ま

す
。

小
原
　
宗
教
間
の
対
話
と
ま
で
は
い

か
な
く
て
も
、
緊
張
関
係
を
正
し
く

見
る
よ
う
な
学
術
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ

を
同
志
社
で
開
き
ま
し
た
。
カ
ル
ザ

イ
大
統
領
の
閣
僚
と
タ
リ
バ
ン
の
公

式
代
表
、
他
の
反
政
府
勢
力
も
来
ま

し
た
が
、
政
権
側
と
タ
リ
バ
ン
と
そ

の
中
間
の
反
対
派
が
そ
ろ
っ
た
の
は
、

後
に
も
先
に
も
そ
の
時
だ
け
。

小
原
　
チ
ャ
ペ
ル
で
会
議
を
し
て
、

終
わ
っ
た
後
は
居
酒
屋
で
一
緒
に
鍋

を
つ
つ
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

内
藤　
欧
米
は
自
分
た
ち
が
キ
リ
ス

ト
教
徒
だ
か
ら
憎
ま
れ
る
と
思
っ
て

い
る
け
れ
ど
、
問
題
の
根
源
は
そ
こ

に
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
キ
リ
ス

ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
同
じ
一
神
教
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対

し
て
憎
し
み
の
感
情
は
な
く
、
彼
ら

が
憎
ん
で
い
る
の
は
、
力
ず
く
で
中

東
社
会
を
作
り
変
え
た
欧
米
の
国
家

で
す
。

小
原
　
中
東
で
は
一
緒
に
暮
ら
し
た

歴
史
が
あ
る
の
に
、
欧
米
の
国
々
が

ォ
ー
ム
は
必
要
で
す
よ
ね
。

内
藤
　
敵
な
の
は
仕
方
が
な
い
け
れ

ど
、
越
え
て
は
い
け
な
い
一
線
が
あ

る
。
そ
う
い
う
緊
張
関
係
を
「
敵
対

的
共
存
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
人
間

の
尊
厳
を
侵
さ
な
い
範
囲
で
和
議
を

結
ぶ
、
そ
の
糸
口
が
あ
る
と
す
れ
ば

世
界
中
で
同
志
社
だ
け
。
こ
れ
だ
け

人
道
の
危
機
が
頻
発
す
る
中
で
、
改

善
策
を
真
剣
に
学
び
研
究
で
き
る
ほ

ぼ
唯
一
の
場
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

小
原
　
現
状
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と

イ
ス
ラ
ー
ム
の
研
究
者
は
棲
み
分
け

て
い
て
、
宗
教
研
究
は
タ
コ
壺
化
し

て
い
ま
す
が
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

を
作
れ
れ
ば
大
き
な
貢
献
で
す
ね
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

和
平
会
議
を
同
志
社
で

内
藤
　
２
０
１
２
年
に
は
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
の
和
解
と
平
和
構
築
の
会
議

土
地
を
分
割
し
て
支
配
し
、
そ
れ
が

傷
痕
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
前
提
と

し
て
宗
教
間
の
軋
轢
は
な
く
、
タ
リ

バ
ン
も
そ
こ
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

内
藤
　
あ
れ
だ
け
過
激
だ
と
言
わ
れ

た
タ
リ
バ
ン
が
な
ぜ
同
志
社
に
来
た

の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
国
立

で
は
な
い
か
ら
。
外
交
上
米
国
と
共

同
歩
調
を
と
る
日
本
政
府
は
仲
間
で

は
な
い
。
し
か
し
、
同
志
社
は
私
学

と
し
て
独
自
の
教
育
機
関
だ
と
い
う

こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
他
の
宗
教
に

押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
い
こ
と
。
チ

ャ
ペ
ル
に
は
、
十
字
架
が
な
い
。

小
原
　
あ
え
て
な
く
し
て
い
ま
す
。

西
欧
は
十
字
架
を
掲
げ
て
植
民
地
を

支
配
し
た
の
で
、
十
字
架
は
支
配
の

シ
ン
ボ
ル
と
も
見
な
さ
れ
ま
す
。
代

わ
り
に
あ
る
の
は
荊い
ば
ら

の
冠
で
、
苦
し

み
に
心
を
寄
せ
ま
す
。

内
藤
　
そ
こ
が
同
志
社
の
す
ば
ら
し

い
点
。
キ
リ
ス
ト
教
は
平
和
を
強
く

説
い
て
い
る
の
に
、
戦
争
を
起
こ
し

た
の
は
西
欧
諸
国
で
す
。

小
原
　
そ
う
い
う
矛
盾
を
理
解
す
る

意
味
で
も
、
宗
教
史
や
宗
教
と
政
治
、

国
家
の
関
係
を
見
る
の
は
大
事
。
人

を
裁
く
な
か
れ
と
イ
エ
ス
は
言
っ
て

い
る
の
に
裁
き
ま
く
り
、
そ
れ
を
人

間
の
組
織
が
正
当
化
す
る
。
キ
リ
ス
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「新島は日本人の目を開いていくのだ
という強い意志があった」

内藤正典

「同志社の中と外から来た人の融和で
新しい伝統を作る」

小原克博

う
に
立
派
な
感
じ
で
キ
リ
ス
ト
教
主

義
を
言
う
と
本
末
転
倒
で
す
。

内
藤
　
幕
末
に
国
禁
を
犯
し
て
ア
メ

リ
カ
に
行
き
、
明
治
に
戻
っ
て
き
て

保
守
的
な
京
都
に
キ
リ
ス
ト
教
の
学

校
を
開
く
。
こ
の
革
新
性
で
す
よ
ね
。

小
原
　「
同
志
社
大
学
設
立
の
旨
意
」

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
と
い
う
言

葉
に
よ
っ
て
私
が
伝
道
す
る
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
が
誤
解
だ
、
と
言
っ

て
い
る
。
考
え
て
い
た
の
は
、
そ
れ

以
上
の
も
の
。
新
島
の
目
指
し
た
そ

れ
以
上
の
も
の
と
は
、
現
代
に
お
い

て
何
な
の
か
。
人
を
従
わ
せ
る
た
め

で
な
く
、
時
流
に
批
判
的
に
立
ち
向

か
う
力
と
し
て
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
主
義
は
今
な
お
同
志
社

に
と
っ
て
生
き
た
理
念
で
あ
る
し
、

い
う
感
覚
も
大
事
で
す
。

内
藤
　
時
流
に
乗
っ
た
人
材
育
成
は

他
大
学
が
や
れ
ば
い
い
。

小
原
　
キ
リ
ス
ト
教
主
義
が
今
の
同

志
社
に
お
い
て
生
き
た
理
念
な
の
か

も
考
え
る
べ
き
で
す
。
新
島
は
な
ぜ
、

キ
リ
ス
ト
教
で
日
本
を
立
て
直
そ
う

と
思
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
あ
の
時
代
、

国
家
が
示
す
秩
序
に
対
抗
で
き
る
理

念
が
ほ
か
に
な
か
っ
た
か
ら
。
国
家

は
儒
教
道
徳
を
普
及
さ
せ
、
型
に
は

め
て
役
に
立
つ
人
間
を
育
て
よ
う
と

し
て
い
た
。
新
島
は
自
分
の
足
で
立

ち
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
人
間
を
理

想
と
し
、
生
涯
か
け
て
自
由
の
精
神

を
守
ろ
う
と
し
た
。
新
島
に
と
っ
て

キ
リ
ス
ト
教
は
、
巨
大
な
力
に
対
抗

す
る
武
器
。
だ
か
ら
、
掛
け
軸
の
よ

に
激
し
く
葛
藤
し
な
が
ら
新
た
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
生
ん
で
き
た
。
困
っ
た

人
を
助
け
る
の
は
聖
書
の
根
源
的
な

教
え
で
、
絶
対
薄
め
て
は
な
ら
な
い

し
、
固
有
と
普
遍
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
つ
な
ぎ
留
め
る
仕
組
み
は
、
時
代

を
超
え
て
継
承
す
べ
き
で
す
。

内
藤
　「
官
学
に
で
き
な
い
も
の
を
」

と
新
島
が
言
っ
た
の
は
正
し
か
っ
た
。

国
策
だ
け
で
人
は
育
た
な
い
し
、
宗

教
が
な
い
社
会
に
生
き
る
こ
と
が
当

然
と
思
っ
て
い
て
も
、
世
界
に
目
を

向
け
れ
ば
全
く
そ
う
で
は
な
い
。

小
原
　
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
情
勢
に

対
応
で
き
る
体
制
で
、
キ
リ
ス
ト
教

主
義
を
刷
新
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
を
媒
介
と
し
、
対
立
す
る

も
の
を
つ
な
ぐ
場
を
提
供
す
る
。
同

志
社
の
中
と
外
か
ら
来
た
人
の
融
和

で
新
し
い
伝
統
を
作
る
の
で
す
。

内
藤
　
伝
統
校
だ
け
れ
ど
、
伝
統
を

守
る
こ
と
を
新
島
は
望
ん
で
い
な
か

っ
た
点
も
、
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。

小
原　
そ
の
点
が
面
白
い
。
新
島
は

そ
れ
も
予
見
し
て
い
て
、
同
志
社
は

盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
機
械
的
に
流
れ

る
か
ら
注
意
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
。

小
さ
い
集
団
だ
っ
た
当
時
の
生
き
生

き
と
し
た
精
神
を
ど
う
共
有
す
る
か
、

考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
枯
れ
た
理
念
で
す

よ
。
放
っ
て
お
け
ば
化
石
化
す
る
理

念
に
命
を
与
え
る
の
は
、
我
々
の
仕

事
で
す
。

伝
統
校
だ
か
ら
こ
そ

新
た
な
伝
統
を
つ
く
る

内
藤
　
新
島
は
な
ぜ
、
同
志
社
を
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
し
な
か
っ
た

の
か
。
こ
こ
も
大
事
で
す
ね
。

小
原
　
ま
さ
に
そ
こ
が
、
同
志
社
の

起
源
が
ユ
ニ
ー
ク
な
理
由
で
す
。
宣

教
師
た
ち
は
伝
道
師
養
成
学
校
に
し

ろ
と
言
い
、
あ
ら
が
っ
た
新
島
は
孤

立
無
援
の
状
態
に
置
か
れ
た
。
そ
れ

で
も
、
才
能
あ
る
若
者
の
戸
を
閉
ざ

す
こ
と
は
絶
対
に
し
た
く
な
か
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
主
義
と
い
う「
固
有
性
」

と
、
そ
れ
を
超
え
た
広
い
学
び
の
場

を
め
ざ
す
「
普
遍
性
」
が
、
新
島
の

中
で
結
び
つ
い
て
い
た
。
二
つ
は
時

同
志
社
大
学
が
考
え
る

グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
像

小
原
　「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
い
う
言

葉
が
氾
濫
し
て
い
る
け
れ
ど
、
他
大

学
や
国
が
言
う
国
際
主
義
や
グ
ロ
ー

バ
ル
人
材
は
勝
ち
組
志
向
で
す
よ
ね
。

同
志
社
の
視
点
の
持
ち
方
は
違
う
。

内
藤
　
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
を
養

成
す
る
文
部
科
学
省
の
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
大
学
院
に
採
択
さ
れ
た
時
、
世
界

の
困
難
を
緩
和
で
き
る
新
た
な
知
の

体
系
を
作
る
、
そ
う
い
う
人
物
こ
そ

我
々
の
考
え
る
リ
ー
ダ
ー
だ
と
プ
レ

ゼ
ン
し
ま
し
た
。
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
や

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
で
は
な
い
、

と
言
っ
た
ら
、
驚
か
れ
た
。

小
原
　
そ
こ
は
核
心
的
な
と
こ
ろ
で

す
。
最
貧
困
国
の
イ
ン
フ
ラ
に
ど
う

貢
献
で
き
る
か
。
弱
者
に
配
慮
で
き
、

問
題
解
決
で
き
る
人
物
を
育
て
る
の

が
同
志
社
で
す
。
そ
し
て
、
ト
レ
ン

ド
の
国
際
主
義
に
一
矢
報
い
、
時
流

へ
の
抵
抗
原
理
と
し
て
の
良
心
を
持

つ
。
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
同
志
社

に
は
あ
る
。
国
際
社
会
で
活
躍
す
る

に
は
、
住
む
人
の
宗
教
を
知
り
、
信

頼
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

違
う
価
値
観
の
人
が
大
切
に
し
て
い

る
も
の
を
リ
ス
ペ
ク
ト
で
き
る
か
と

そ
う
は
し
な
い
。
知
恵
を
は
た
ら
か

せ
、
学
生
が
大
事
だ
と
示
す
。
お
祈

り
の
前
に
手
足
を
洗
う
と
知
っ
た
時

も
、
ト
イ
レ
に
足
洗
い
場
を
作
り
ま

し
た
。
留
学
生
は
最
初
水
浸
し
に
し

た
け
れ
ど
、
年
長
の
学
生
が
「
綺
麗

に
使
お
う
」
と
マ
ッ
ト
を
買
っ
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
互
い
の
理
解
が
始
ま

る
。
学
生
の
た
め
に
一
歩
踏
み
出
す

対
応
は
、
同
志
社
的
で
す
。

小
原
　
一
歩
踏
み
出
し
、
自
分
た
ち

の
見
て
い
る
世
界
が
す
べ
て
じ
ゃ
な

い
と
い
う
こ
と
を
引
き
出
す
役
割
を
、

同
志
社
教
育
は
果
た
す
べ
き
で
す
ね
。

当
た
り
前
の
感
覚
に
慣
ら
さ
れ
た
日

常
を
批
判
的
に
相
対
化
す
る
非
日
常

の
視
点
を
、
ど
う
持
ち
う
る
か
。
宗

教
を
学
ぶ
と
、「
本
当
に
そ
れ
で
ベ

ス
ト
か
」
と
絶
え
ず
問
わ
れ
る
。

内
藤
　
そ
れ
が
、
宗
教
を
核
に
持
っ

て
い
る
強
さ
で
も
あ
り
ま
す
。

新
島
は
蒔
い
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

小
原
　
そ
う
思
い
ま
す
。
教
義
や
ま

と
ま
っ
た
本
は
一
冊
も
な
い
け
れ
ど
、

学
生
へ
の
手
紙
や
個
人
的
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
種
を
残
し
て
い
る
。
手
紙
を

読
む
と
、
一
人
一
人
を
大
切
に
し
た

こ
と
が
分
か
る
。
下
手
な
理
念
よ
り

よ
ほ
ど
、
人
は
尊
厳
を
も
っ
た
存
在

だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

内
藤
　
一
人
一
人
が
大
切
と
い
う
同

志
社
の
姿
勢
は
生
き
て
い
ま
す
。
イ

ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
の
留
学
生
の
た
め

に
学
食
の
メ
ニ
ュ
ー
に
ハ
ラ
ー
ル
を

取
り
入
れ
る
時
も
、
価
格
が
高
い
と

食
べ
ら
れ
な
い
の
で
生
協
と
学
生
が

話
し
合
い
、
安
価
に
提
供
で
き
る
方

法
を
考
え
た
。
業
者
に
外
注
し
て
１

０
０
０
円
と
か
取
れ
ば
簡
単
だ
け
ど
、

ト
教
が
変
質
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
帝

国
に
公
認
さ
れ
、
力
を
手
に
し
た
が

た
め
。
変
化
を
批
判
的
に
捉
え
、
戻

す
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

内
藤
　
ト
ー
タ
ル
に
学
ぶ
こ
と
で
宗

教
の
本
質
的
な
部
分
に
迫
れ
ま
す
。

一
人
一
人
が
大
切
と
い
う

同
志
社
の
姿
勢

小
原
　
理
念
が
変
質
す
る
点
で
は
同

志
社
も
同
じ
。
新
島
の
理
念
と
違
う

方
向
に
向
か
っ
て
い
な
い
か
と
い
う

批
判
的
な
視
点
で
見
る
、
そ
う
い
う

良
心
教
育
な
ら
意
味
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

内
藤
　
新
島
は
教
義
を
教
え
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
の
目
を

開
い
て
い
こ
う
と
し
た
。
そ
の
種
を
、
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