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イ
ン

ド

宗
教
に

お

け
る

「

宗
教
と

倫
理
」
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シ

ク

教

研
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を

中
心

と

し

て

の

関
係

性
の

考
察
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小
論
で

は
、

ま

ず
イ
ン

ド
に

お

け
る
宗

教
と

倫
理

の

関
係

性
を
論
ず
る

前
に

、

「

倫

理
」

と
い

う

言
葉
の

意
味
背
景
を

明
ら

か

に

し、

　
R
本
語
の

倫
理
と

い

う

言
葉
が

持
つ

問
題
点
を

明
ら
か

に

し
た

。

そ
の

後、

イ

ン

ド

中
世
に

お

い

て

独
自
の

思
想
で

教
団
を

創
設
し

た
ナ

ー

ナ
ク

の

教

　
え
を

中
心
に
、

そ

の

宗
教
教
理

が
、

シ

ク

教

徒
の

日
常
倫
理
と

ど

の

様
に

リ
ン

ク

し、

現
実
生
活
に

お

い

て

シ

ク
教
徒
が

そ

れ

を

如
何
に

実
践
し、

現

　

実
世
界
に

お

い

て

独

白
性
を

発
揮
し

て

き
た
か

を

明
ら

か

に

し

た
。

　

　
特
に

、

シ

ク

教
徒
の

合
理

的
で

、

現
実
主

義
的
な

教
え
は、

世
俗
生
活
に

お

け
る

行
動
規
範
に

強
く
生
か

さ

れ
、

シ

ク

教
徒
は

イ

ン

ド
の

近
代
化
に

　
大
き

く
貢
献
を
し

て

き

た

の

で

あ
る

。

そ
こ

に

は、

シ

ク
教
の

宗
教
的
な

理
想
を
現

世
に

お

い

て

実
践
し
よ

う
と

す
る

近

代
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

と

は

異
な

る

　
形
で

あ
る

が、

宗
教
と

倫
理
の
】

致
の

思
想
が
あ
る

。

八
キ
ー
ワ

ー

ド
V

翻
訳

語、

宗
教
か

ら

倫
理
へ
、

ダ
ル

マ
、

シ

ク

教、

ナ

ー

ナ

ク
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本
小
論
は

、

イ
ン

ド

宗
教
思
想
に

お

け

る

「

宗
教
と

倫
理
」

の

関
係
性
に

つ

い

て
、

シ

ク

教
の

事

例
を

中
心
に

考
察
を

試
み

る

が
、

本
論
に

入
る

前
に

本
テ

ー
マ

を
イ
ン

ド

宗
教
に

お

い

て

考
察
す
る

に

当
た

り、

若
干
の

問
題
点
に

つ

い

て

検
討
を

試
み

た
い

。

筆
者
の

個
人

的
な

体
験
と

い

う
べ

き
レ

ヴ
ェ

ル

の

こ

と

で

あ
る

が
、

イ
ン

ド

人

の

研

究
者
と

の

議

論
の

中
で

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
は

宗
教
（
11
英

語
で

の

会
話
な

の

で

邑
鐙
8）
と

い

う
よ

り
、

む

し
ろ

ダ
ル

マ

（
国

8
費
∪

審

鬘
曽）

で

あ

る
」

あ
る

い

は

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
は

宗
教
と

い

う
よ
り
生
き

方
（
タ・
9・
団

。
h

籠
Φ）

で

あ
る
」

と
い

う
よ
う
な

見

解
を
よ

く

耳
に

す
る

。
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こ

の

よ

う
な
イ
ン

ド

人

研
究
者
の

発
言
の

背
後
に

は
、

筆
者
自
身
も

現
在
の

「

宗

教
」

や

「

倫
理
」

と

い

う
言
葉
に

感
じ

て

い

る

疑

問
と

の

共
通
点
が

あ
る

よ

う

に

考
え
て

い

る
。

そ
こ

で
、

ま

ず
現
在
我
々

が

用
い

て

い

る

「

宗
教
」

や

「

倫
理
」

と
い

う

言
葉
に

感
じ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

T）

て

い

る

疑
問
点
に

つ

い

て
、

以

下
で

簡

単
に

検
討
し
て

み

た
い

。

翻
訳
語
と

し
て

の

宗
教
と

倫
理

の

問
題
点

　

日

本
人
で

あ
る

筆
者
が

、

イ
ン

ド
に

お

け

る

「

宗
教
」

や

「

倫
理
」

、

さ

ら
に

は

「

宗

教
と

倫
理
」

と

い

う

テ

ー

マ

を

考
え

る

上

で

感
じ

る

問
題

点
は

、

以

下
の

二

つ

の

点
で

あ
る

。

　

ま

ず、

我
々

が

日

常
用
い

て

い

る

日

本
語
と

し

て

の

「

宗

教
」

と

「

倫
理
」

と

い

う

言

葉
が

持
つ

問
題

点
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

宗

教
」

も

「

倫
理
」

も

ど

ち

ら

も
、

現
代
は

日

本
語
と

し

て

定
着
し
て

い

る

言
葉
で

あ
る
が
、

そ

の

言
葉
の

意
味
背
景、

さ

ら

に

そ

の

用

法
に

お

い

て
、

必
ず
し

も

日

本
の

知
的
な

伝
統
を

基
礎
と

し

て

い

る

も

の

で

は

な
い

、

と

い

う

点
で

あ
る

。

つ

ま

り、

こ

れ

ら

の

言
葉

は
、

漢
籍
に

起
源
を
持
っ

て

い

る

が
、

現
在
の

言

葉
の

意

味
内
容
か

ら
み

る

と

翻
訳

語
と

い

っ

て

も

差
し

支
え

な
い

も
の

で

あ

る
。

し

か

も
こ

れ

ら

の

言
葉
が

日

本
語
と

し

て

定
着
す
る

過
程
で

、

独
自
の

意

味
を

付
与
さ

れ

て

き

た

言
葉
で

あ
る
、

と
い

う

点
で

あ
る

。

本

小
論
は
こ

の

点
を

正

面
か

ら

扱
う
も

の

で

は

な
い

が
、

日

本
人

と

し

て

イ
ン

ド

宗
教
を

扱
う
筆
者
の

思
考
に

お

け

る

無
意

識
下
の

偏
り

を

招
き
か

ね

な
い

問
題
な

の

で
、

簡
単
に

議
論
し

て

お

き

た

い
。

但
し

、

「

宗
教
」

と
い

う

言
葉
に

つ

い

て

は
、

筆
者
自
身
他
の

機
会

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
2）

に

検
討
済
み

で

あ

る

し
、

多
く
の

先
学
の

優
れ

た

研
究
も
あ
る

の

で
、

今
回
は

「

倫
理
」

に

つ

い

て

簡
単
に

検
討
す

る
。

　

現
在
一

般
に

用
い

ら

れ

て

い

る

「

倫
理
」

と

い

う

言
葉
は

、

元

来
は

「

礼
記
』

の

こ

と

ば

で

あ

る
が

、

そ

の

意
味
は

「

事
物
の

倫
類

各
其
理

あ

る

を
指
す

も

の

な

り
。

必

ず
し

も

道

徳
と

は

限
ら

れ

ず
」

（
『

哲

学
辞
典
』

同
文
館、

一

九
一

二

年）

と

口

本
最
初
期

の

哲
学
辞
典

（602〕 314
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に

記
さ

れ

て
い

る

よ

う
に

、

ご

く
一

般
的
な

法
則
性
を
表
す

言
葉
で

あ
っ

た

が
、

そ

の
一

方
で

わ
ざ

わ
ざ

道
徳
と

同
義
語
で

は
な

い
、

と

断
っ

て

い

る

点
が

注
目
さ

れ

る
。

つ

ま

り、

現
在
で

も

そ

の

傾

向
は

あ
る

が
、

「

倫
理
」

と

「

道

徳
」

と

い

う

言
葉
の

意

味
は

重
な

り

合
っ

て

お

り

必
ず
し

も
明

確
で

は

な
い

。

実
は
、

両

者
は

漢
語
で

あ

り
な
が

ら

翻
訳
語
と

し

て

の

意
味
を

明
治
以

降
付
与
さ

れ
た

た

め

に

「

宗
教
」

と
い

う
言
葉

同
様
に

複
雑
で

、

混

乱
し

た

意

味
内
容
を

持
つ

言
葉
と

な
っ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

ま

ず
「

倫
理
」

あ
る

い

は

「

道
徳
」

と

訳
さ

れ

る

関
連
の

言

葉
を

英

語
中
心
に

次
に

検
討
し

よ

う
。

　

ま

ず
モ

ラ

ル

で

あ
る
が
、

日

本
初
の

英
和
辞

典
で

あ

る
ヘ

ボ

ン

の

『

和
英
語

林
集
成
』

の

初

版
（
一

八

六

七

年）

に

は
、

目
o

鑓
一

の

項

目
は

な

く
、

初
版

、

第
二

版
（
一

八

七
二

年）

と

も
に

「

目

自
巴

o

運
o
ω

8
身

シ

ン

ガ

ク
」

を

挙

げ
て

い

る
。

そ

れ

が

第
三

版
で

は

「

ド

ー

ト

ク

ノ
」

と

な
り

、

さ

ら

に

「

日

自
巴

O

冨
δ
ω

o
づ
プ
団

シ

ン

ガ

ク
、

ヨ
o

盡

＝
o
芝

ド
ウ

ト

ク
ホ

ウ
、

ヨ
o
『

巴
ω

島
 
コ
o
Φ

ド

ー

ギ

ガ

ク
、

リ
ン

リ

ガ

ク
」

を

挙
げ
て

い

る
。

ま

た

日

本
人
が

最
初
に

著
し

た

英
和
辞

典
、

通
称
「

薩

摩
辞
書
』

で

は
、

モ

ラ

ル

は

「

作
法

ノ

協
ヒ

タ
ル
」

と

な
っ

て

い

る
。

さ

ら

に

東
京
帝
国
大
学
の

教
授
で

あ
り

、

口
本
の

哲
学
史
上

に

大
き

な

影
響
力
を
残
し

た

井
上

哲
次

郎
が

混
乱
す

る

翻
訳
語
の

整
理
・

統
一

を

目
指
し

て

著
し

た

と

さ

れ
る

『

哲
学
字
彙
』

で

は
、

初
版
（
一

八

八
一

年）

に

モ

ラ
ル

の

項
目

の

掲
載
は

な

く
、

一

九
一

二

年
の

第
三

版
で

「

道
徳
的
」

「

倫
理

的
」

と

し

て

い

る
。

　
ま

た

ヨ

霞

塾
身
に

関
し

て
ヘ

ボ

ン

は
、

「

ミ

チ
、

ド

ー

リ
」

（

初
版）

、

「

ミ

チ
、

ド
ー

リ
、

レ

イ
ギ
」

（
二

版）
、

「

ミ

チ
、

ド

ー

ギ
、

レ

イ
ギ

、

ド

ー

ト

ク
、

ド

ー

ギ
」

（

三

版）

と

し

て

お

り
、

同

様
に

『

薩
摩
辞
書
』

で

は
、

「

行

儀
正

し

き
、

式

作
法
ノ

教
工

」

で

あ

り
、

「

哲
学
字

彙
』

で

は

「

行
状
」

「

道
義
」

（

初
版）

、

「

行
状
」

「

品
行
」

「

道
義
」

「

倫
理
」

「

道

徳
」

（
三

版）

と

な
っ

て

い

る
。

　
一

方
「

倫
理
」

と

訳
さ

れ
る

卑
三
。
ω

に

つ

い

て

は
、

ヘ

ボ
ン

の

『

和
英

語
林
集
成
』

で

は
、

初

版、

二

版
と

も

項

日
に

記
載
さ

れ

て

お

ら

ず
、

漸
く
そ

れ

が

扱
わ
れ

る
一

八

八

六

年
刊
行
の

第
三

版
に

お

い

て

「

道

徳
学、

修
身

学
」

と

し
て

い

る
。

さ

ら

に

『

薩
摩
辞

315 （603）
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書
』

で

は

「

躾

方
、

修
身

斉
家
の

教
え
」

（
．

八

六

九

年
附）

と

な
っ

て
い

る
。

そ

の

後
の

辞

典
類
も

概
ね

こ

の

よ

う

な

訳
を

当
て

て

い

る
。

　

と

こ

ろ

が
、

井
上

哲
次
郎
の

『

哲
学
字
彙
』

で

は
、

エ

シ

ッ

ク
ス

を

「

倫
理

学
」

と

訳
し

、

学
術
用

語
と

し

て

の

性
格
を

鮮
明
に

し

て

い

る
。

　

こ

の

様
に

近

代
初
頭
の

翻
訳
語
の

変
遷
を

見
た

だ
け

で

も
、

「

倫
理
」

と

「

道
徳
」

と

い

う
言
葉
の

翻
訳
」
L

の

区
別
基

準
が

不

明
瞭

で

あ
る
こ

と

は

明
ら
か

で

あ

り
、

そ

の

意
味
内
容
も

決
し

て

明
確
と

は

言
え

な

い
。

　

仮
に

、

エ

シ

ッ

ク
ス

や

モ

ラ

リ

テ
ィ

な

ど

の

訳

語
を

、

井
上

の

よ

う
に

「

倫
理
（

学
）

」

や

「

道
徳
」

と

せ

ず
に

、

明
治
初
期
の

翻
訳

者
た

ち
の

よ

う
に
、

「

道
」

や

「

礼
儀
作
法
」

・
「

道
理
」

あ
る
い

は

「

道
義
」

「

行
状
」

と

い

う
よ

う
な

行
動
規
範
の
ニ

ュ

ア

ン

ス

を

含

む

伝

統
的
な

言
葉
で

表

現
し

て

い

れ

ぼ
、

エ

シ

ッ

ク

ス

も
モ

ラ

リ
テ

ィ

も

随
分
そ
の

語
感
が

変
わ

り
、

よ

り

凵

本
人
に

わ

か

り

や

す

く、

ま

た

現
実
生

活
に

近
い

言
葉
と

な
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

つ

ま

り、

エ

シ

ッ

ク

ス

や
モ

ラ
リ

テ
ィ

が

本
来
持
っ

て

い

た

行

為
規
範
の

イ

メ

ー

ジ

が
、

こ

の

言
葉
の

語
感
に

自
然
に

受
け

継
が

れ
た

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。

少
な
く
と

も
エ

シ

ッ

ク

ス

や
モ

ラ

リ

テ
ィ

も
日

常
規
範
と

深
い

関

係
性
を

持
つ

言

葉
と

し

て

理

解
さ

れ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　

し

か

し
、

井
ト

は
、

あ
え

て

馴

染
み

の

な

い

翻

訳
語
「

倫
理
（

学）
」

を

こ

れ

ら
の

言
葉
と

し

て

採
用

し

た

の

で

あ
る

。

つ

ま

り

「

倫

理
」

に

し

ろ
、

あ

る

い

は

そ

れ

を

学
問
と

し

て

探

究
す

る

「

倫
理

学
」

と
い

う

言
葉
に

し

ろ
、

明

治
期
に

お

い

て

あ
ま

り
】

般
的
で

な

か
っ

た

倫
理
と

い

う

言
葉
を

用
い

る
こ

と

に

よ

り
、

「

薩
摩

辞
書
』

の

編
集
者
が

訳
し

た
よ

う
な
エ

シ

ッ

ク

ス

が

本
来

持
っ

て

い

た

意

味
を
「

抽

象
化
」

し
、

そ

の

意
味
を
曖

昧
に

し

た
の

で

あ
る

。

た

し

か

に

そ

の

た

め

に

倫
理

観
、

あ
る

い

は

学
問
的
な

議
論
の

視
点
が

強
調
さ

れ

る
こ

と

に

な
っ

た
こ

と

は

事
実
で

あ
る

。

し

か

し
、

そ

の
一

方
で
エ

シ

ッ

ク
ス

が

本
来
持
っ

て

い

た

宗
教
と

の

関
連

性
、

さ

　

　

鵬
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ら

に

は

修
行
や

日

常
行
為
へ

の

関
心
が

薄
れ

、

そ

の

結
果、

倫
理
と
い

う
言

葉
か

ら

行
為
へ

の

関
心
が

希
薄
化
し

た
、

と

い

う
こ

と

に

な

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

ゆ

え

に

現
在
我
々

が

倫
理

と
い

う

言
葉
を

用
い

る
と

、

日

常
生

活
に

お

け

る

行
為
と

、

そ

れ

を

支
え

る

思

想
や

宗
教

教
義
と
の

結
び
つ

き
、

あ

る
い

は

関
係
性
が

薄
れ
て

し

ま

う
こ

と

に

な
っ

た

の

で

は

な
い

か
。

つ

ま

り
、

宗
教
倫
理
の

実

践
行
と

し
て

の

「

戒

律
」

や

「

宗

教
的
義
務
」

と

の

関
連
性
が
、

倫
理

や

倫
理

学
と

い

う

言
葉
か

ら

イ

メ

ー
ジ

し

難
く
な
っ

て

い

る
、

と

筆
者
は

推
測
す

る
。

で

は

な
ぜ

こ

の

よ

う
な

訳
語
を

付
与
し

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ

の

点
は

近
代
西

洋
に

お

け
る

宗
教
と

倫
理

の

関

係

史
に

よ
っ

て

明
確
と

な

る
、

と

考
え

て

い

る
。

そ
し

て
、

こ

の

点
が

第
二

の

問
題

点
で

あ

り
、

明
確

化
し

て

お

か

な

け
れ

ば
な

ら

な

い

点
で

あ
る

。

西

欧
近
代
に

お
け
る

「

倫
理
」

と

翻
訳
語
の

関
係

　

筆
者
の

理

解
に

よ

れ

ば
、

西
欧
に

お

い

て

も

キ

リ

ス

ト

教
会
の

宗
教
権
威
が

圧
倒
的
に

強
か

っ

た

中
世
で

は
、

日

常
倫
理
と

宗
教
倫

理

の

乖
離
は

、

近

代
以
降
の

そ

れ

と

は

比

較
に

な

ら

な
い

ほ

ど

小
さ

か
っ

た
、

と

思
わ

れ

る
。

し

か

し
、

キ

リ
ス

ト

教
団
が

新
旧
に

分

裂
し

、

両
者
の

間
に

宗
教
倫
理

に

対
す
る

認
識
の

相
違
が

顕

在
化
し

た
。

特
に

保
守
的

・

伝
統
的
な

教
会
勢
力
に

対
抗
し

た
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
の

教
え

は
、

い

わ
ゆ

る

世
俗
化
と

呼
ば
れ

る

方
向
性
を

強
め

た
。

こ

れ

は

宗
教
エ

リ

ー

ト

が

優
位
に

立
つ

聖

俗
二

元
の

救
済
構

造
を
形

成
し

て

き

た

カ

ト

リ
ッ

ク

に

対
し
て

、

宗

教
エ

リ

ー

ト

を

排
除
し

、

す
べ

て

の

信
徒
が

自
ら
の

信
仰
と

倫
理

的
な

行
い

に

よ
っ

て

救
済
さ

れ

る
ど

い

う

世
俗
化
の

論
理、

あ

る
い

は

日

常
聖
化
の

救

済
構
造
を

生
み

出
す

に

い

た

っ

た
。

　
し

か

し
、

こ

の

日

常
聖

化
の

運

動
は

更
に

進
化
し

、

宗
教
と

日
常
は

逆
転
し

た

関

係
、

つ

ま

り

日
常
生
活

優
位
の

近
代
的
思
想
を

生

み

出
し

た
。

そ

の

結
果
、

宗
教
と

倫
理
、

特
に

日

常
倫
理

と

世
俗
倫
理
を

中
心
に

据
え

る

近

代
的
倫
理

観
は

、

対
立

的
、

少
な

く
と

も

317 （605）
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非
連

続
の

関
係
と

し
て

と

ら

え
る

方

向
性
を

強
め

た

と

考
え

ら

れ
る

。

そ

の

た

め

に

日
常

倫
理
の

中
に

宗
教
倫
理
、

特
に

宗
教
的
な

救

済
の

可

能
性
を

見
出
す

と
い

う
側
面
を

強
調
す

る
こ

と

と

な
っ

た

が
、

さ

ら

に

は

日

常
生
活
か
ら

神
の

支
配
を

後
退

さ
せ

る

と

い

う

傾

向
を
生
み

、

結
果
と

し

て

宗
教
倫
理

と

世
俗
倫
理

の

峻
別
と
い

う
近

代
西
洋
独
自
の

宗
教
と

倫
理
の

関
係
が

生

み

出
さ

れ

た
。

い

わ

ゆ

る

ス

チ
ワ

ー

ド
シ

ッ

プ

の

考
え

方
（

入

問
が

、

神
の

代
わ

り

に

世
界
を

維
持
管
理

す

る

権
利
を

行
使
す
る

と

い

う

考
え

）

で

あ
る

。

　
こ

の

宗
教
倫
理

か

ら

距
離
を

置
く
人

問
中
心

の

倫
理

観
を
形

成
し

た

西
欧
近

代、

そ

し

て

こ

の

近
代
西
洋
ア

カ

デ

ミ
ズ

ム

を
い

ち

早

く
学
ん

だ

井
上
が
、

エ

シ

ッ

ク

ス

に

伝

統
的
な

日

常
規
範
を

イ
メ

ー
ジ

す
る

「

修

身
斉
家
の

教
え
」

や

「

道
義

学
」

で

は

な

く
、

「

倫

理
（

学
と

と
い

う

耳
慣
れ

な
い

新
し
い

翻

訳
語
を

当
て

た

背
景
は

、

こ

の

よ
う
な

も

の

で

は

な
い

か

と

推
測
で

き

る
。

し
か

し
、

こ

の

た
め

「

倫
理
」

と

い

う

言
葉
か

ら
は

、

行
為
性
つ

ま

り

行
を

重
視

す
る

宗
教
と

倫
理

の

関

係
が

薄
れ

、

「

宗
教
と

倫
理
」

と
い

う
よ

う

に

両
者
は

「

と
」

で

結
ば
れ

る

関
係
と

な
っ

た

と

考
え
ら

れ

る
。

　

以
上
簡

単
に
［
［

本
語
の

倫
理
と
い

う

言
葉
の

背
景
と

そ

れ

を

無
条
件
に

用
い

る

こ

と

の

問
題
点
を

紹
介
し

た
。

そ

の

意
図
は

、

こ

の

よ

う

な

背
景
を

持
っ

た

「

倫
理
」

を

無
意
識
に

使
う

こ

と

は
、

世
俗
化
を

成
し

遂
げ
た

西

洋
近
代
の

分

析
に

は

有
益

で

も
、

そ

れ

以

外

の

地
域
の

分

析
に

こ

の

概
念
や

方
法

論
を

無

批
判
に

持
ち

込
む

こ

と

に

は
、

注

意
せ

ね

ば

な

ら
な
い

の

で

は

な

い

か
、

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

た

だ

し
、

以
上
の

検
討
の

意
図
は

、

翻
訳
語
の

是

非
を

問
題
に

す
る
こ

と

で

は

な

く
、

日
本
語
と

し

て

定
着
し
た

言
葉
が

持
つ

意
味
の

偏
り

、

あ

る
い

は

限
界
性
を
確
認
す

る
こ

と

の

必
要

性
と
い

う
点
で

あ
る

。

こ

の

点
を
意
識
し
つ

つ
、

イ
ン

ド
に

お

け
る

「

宗

教
と

倫
理
」

の

関
係
性
に

つ

い

て
、

以
下
で

検

討
す

る
。

（606） 318
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イ ン ド宗教 に お ljる 「宗教 と倫理 」の 関係性の 考察

宗
教
と

倫
理

と

の

多
様
な
関
係

　

イ
ン

ド

宗
教
思
想
の

研
究
者
の

中
に

も
、

当
然
西
欧
近

代
概
念
を
前

提
と

す
る

「

宗
教
」

や

「

倫
理
」

に

つ

い

て
、

そ
の

概
念
を

直

接
イ
ン

ド

思

想
研
究
に

持
ち

込
む

こ

と

に

注
意
を

喚
起
す
る

学
者
は
少
な
く
な
い

。

彼
ら

は

冒
頭
で

上
げ
た

よ

う
な

西
洋
的
な

言
葉
で

あ

る

「

宗
教
（
11

邑
喧
8）
」

を

拒
否
し

て
、

伝
統
的
な

言

葉
（

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ダ
ル

マ
）

に

置
き

換
え

る

と
い

う
よ

う
な

方
法
は

取

ら

ず
、

西
洋
と

イ

ン

ド

の

伝
統
を

厳
密
に

考

察
し

て

い

る
。

特
に

、

二

〇
〇
七

年
に

刊
行
さ

れ

た

『

イ
ン

ド

の

倫
理
（
ミ
ミ
§

粤
ミ
覇

二

で

は
、

冒
頭
に

お
い

て

編

集
者
は
エ

シ

ッ

ク
ス

と

い

う

言
葉
の

も

つ

限
界
性
に

触
れ
、

「

エ

シ

ッ

ク
ス

と
い

う
言
葉
は

、

人
類

学
同
様

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
？）

に

（

西

洋
）

近

代
の

発
明
で

は

な
い

か
」

と

疑
問
を

投
げ
か

け

る
こ

と

で
、

筆
者
が

常
に

違
和
感
を

持
っ

て

き

た

「

倫
理
」

と

い

う
言

葉
の

問
題
点
を

明
ら

か

に

す
る

。

つ

ま

り
、

近

代
西
欧
ア

カ

デ
ミ

ズ
ム

の

提
示

す

る

倫
理

観
で

は
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
に

お

け

る

『

バ

ガ

ヴ
ァ

ッ

ト
・

ギ
ー

タ

ー
』

に

提
示

さ

れ

る

よ

う
な

、

あ
る
い

は
仏

教
に

お

け
る

悟
り

へ

の

道
で

あ
る

八

正
道
の

教
え
な

ど

が
、

西
洋
の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
4）

エ

シ

ッ

ク
ス

や
モ

ラ

リ

テ
ィ

の

概
念
で

は
、

と

ら

え

き

れ

な
い

か

ら
と
い

う

理

由
で

あ
る

。

　
イ

ン

ド

宗
教
に

お

い

て

日

常
生

活
は

、

宗
教
的
な

救
済

状
態

獲
得
の

た

め

の

過

程
あ
る

い

は

段
階
（

シ

ク

教
で

は

こ

れ

を
パ

ン

タ

（
O

穹
陛）

と

よ
ぶ
）

と

意
義
づ

け

て

い

る
。

つ

ま

り

人

聞
の

生
活
は
、

み

な
宗
教

的
救
済
へ

向
か

っ

て
い

る
と

い

う
発
想
で

あ
る

。

そ

の

意

味
で
、

日

常
世
界

、

世

俗
世
界
と
い

え

ど

も
宗
教
空

間
の
一

部
、

少
な

く
と

も

直
接
的
連
続
性
の

上
に

成
り

立
っ

て

い

る

関
係
で

あ
る

、

と

表
現
で

き

る
。

こ

の

宗
教
の

位
置
づ

け
が

、

西
欧
近
代
に

お

け

る
エ

シ

ッ

ク
ス

の

位
置
づ

け
と

異
な

る

故
に

、

前
述
の

よ

う

な

問
題

点
が

生
ま

れ
る
の

で

あ

る

と

筆
者
は

考
え

て

い

る
。

し

か

し
、

こ

の

様
な

相
違
点
を

認
識
し

た

上

で
、

西
欧
近

代
に

お

け
る

エ

シ

ッ

ク
ス

も
モ

ラ

リ
テ
ィ

も

そ

の

基

本
に

「

人
と

し

て

よ

く

生
き

る
」

こ

と

が

あ
り

、

ま

た

『

バ

ガ

ヴ

ァ

ト
・

ギ
ー

タ

ー
』

の

提
示

す

319 （607＞
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る

義
務
の

教
え

も
、

仏
教
の

八
正

道
も

い

ず
れ

も

「

よ

く
生
き

る
」

た

め

の

教
え

や

実
行

規
定
で

あ

り、

そ

の

た

め
の

思
索
で

あ
る

と

い

う
点
に

、

最
大
公

約
数
的
な

共
通
項
を
見

出
し

得
る

と

い

う
こ

と

も

で

き

る

の

で

あ
る

。

　

つ

ま

り
、

イ
ン

ド

に

お

け

る

日

常
の

諸
規
範

、

法

律、

諸
規
則
な

ど

な
ど

は
、

す
べ

て

こ

の

「

よ

く
生
き

る
」

た

め

に

あ

る
、

と

い

う
基

本
認

識
を
と

る

な

ら

ば
、

西
欧
近

代
に

お

け

る
エ

シ

ッ

ク
ス

や
モ

ラ

リ
テ
ィ

と

同
様
な

意

味
を

持
つ

言

葉
と

し

て
、

ダ
ル

マ

（

倖
碧
ヨ
餌
）

を

あ
げ
る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る
。

こ

の

サ
ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語
の

ダ

ル

マ

は

辞
書

的
に

は

「

確
定
し

た

秩

序
、

習

慣
、

風
習、

法

則
、

義
務

、

徳
、

美

徳
、

善
行

、

宗

教
、

教
説
」

（
荻

原
梵）

と

あ
り

、

こ

の

言
葉
が

宗
教
や

道
徳
全

般、

さ

ら

に

は

祉

会
秩

序
や

制
度
を

表

す、

広
い

概
念
を

持
つ

言
葉
で

あ
る
こ

と

が

分
か

る
。

と

同
時
に

イ
ン

ド

宗
教
で

は
、

概
ね

宗
教
と

倫
理
、

特
に

日
常

・

世
俗
倫
理
の

関
係
は

、

西
欧
近

代
の

倫
理

観
と

は

異
な
り

連
続
的
関
係
で

あ
る
と

い

う
こ

と

に

な
る

で

あ
ろ

う
。

こ

の
一

見
当

然
の

こ

と

と

も
い

え
る
こ

と

で

あ

る

が
、

筆
者
に

と
っ

て
、

イ
ン

ド

に

お

け

る

宗
教
と

倫
理
の

関
係
を

考
え

る

上

で
、

明
ら

か

に

し

て

お

か

な
け

れ

ば
な

ら
な
い

も

の

で

あ
っ

た
。

イ
ン

ド

宗
教
思
想
に

お

け
る

宗
教
と

倫
理
の

関
係
性

　
す

で

に

大
幅
に

紙
面
を

費
や
し

て

し

ま
っ

た

が
、

次
に

簡
単
に

イ
ン

ド

宗
教
思
想
に

お

け

る

宗
教
と

倫
理
の

関
係
を

鳥
瞰
し

、

シ

ク

教
の

検
討
に

移

行
し

た
い

。

　
既
に

指
摘
し
た
よ

う
に

、

イ
ン

ド
に

お

け

る

宗
教
は

、

宗
教
的
救
済

構
造
が

、

日

常
生

活
に

深
く

関
わ
っ

て

お

り
、

い

わ

ゆ

る

日

常

の

倫
理

も

宗
教
教
理

か

ら

導
き

出
さ

れ

る

か
、

少
な

く
と

も

宗
教
教
理
に

よ
っ

て

必
要
性
や
必
然
性
が

説
明
さ

れ

る

関
係
に

あ
り、

そ

れ

と

対
立
し

た

り
矛

盾
し

た

り

す

る

こ

と

は
、

ほ

と

ん

ど

な
い

。
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こ

の

よ

う
に

イ
ン

ド
に

お
い

て

は

宗

教
と

倫
理

の

関

係
は

、

む

し
ろ

「

宗
教
か

ら

倫
理
へ

」

と
い

う

関
係
と

し

て

説
明
で

き
る

も
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

関
係
性
は
、

中

世
以

降
の

イ
ン

ド
に

大
き

な
影

響
を

与
え

た

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

い

て
一

層
顕
著
で

あ

る
。

　

周
知
の

よ

う
に

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

け
る

宗
教
と

倫
理

の

関
係
は

、

単
純
明
快
で

あ
る

。

そ

の

関

係
は

、

『

コ

ー

ラ
ン
』

を

中
心

に
、

も

ろ

も
ろ

の

倫
理
規

定
が

同
心

円
状
に

形

成
さ

れ

て

お

り、

イ

ス

ラ

ー

ム

の

日
常
（

世
俗）

倫
理

を

規

定
す

る

諸
規
範
が

、

『

コ

ー

ラ

ン
』

を

価
値
基

準
と

し
て

、

そ

れ

に

矛

盾
し

な
い

範
囲
で

徐
々

に

拡
大
し

、

緻
密
か

つ

膨
大
な

イ
ス

ラ

ー
ム

法
体
系

、

言
い

換
え

れ

ば

倫
理

体
系
へ

と

拡
大
し

て

ゆ

く

の

で

あ

る
。

つ

ま

り
、

イ

ス

ラ

ー
ム

に

お
い

て

は

い

わ

ゆ

る

宗
教
と

倫
理
は
、

「

と
」

で

結
ば
れ

る

関

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぢ　

係
で

は

な

く
、

む

し

ろ

「

宗
教
か

ら

日

常
倫
理
へ

」

と
い

う
よ

う

に

直
線
的
な

関
係
と

な

る
、

と

考
え

ら

れ

る
。

　

既
述
の

様
に

、

イ
ン

ド

の

諸
宗
教
に

お

い

て

も

類
似
し
た

事
は
い

え

る
こ

と

で

あ

ろ

う
。

少
な
く

と

も

イ

ン

ド

の

中
世
と

い

わ

れ

る

時
代
を
研

究
テ

ー
マ

と

し

て

い

る

筆
者
に

と

っ

て
、

宗
教
と

倫
理

、

特
に

宗
教
と

日

常
（

世
俗
）

倫
理

と

の

関
係
は

、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

よ

う

に

同
心
円

状
の

関
係
ほ

ど

に

は

直
接
的
で

な
い

が
、

そ

の

連

続
性
は

密
で

あ
り

、

仮
に

倫
理
と

い

う

視
点
を

設
定
し

て

も

宗
教
と

の

共

通
領
域
は

大
き

く
、

両
者
を

独
立
に

考
え

る
こ

と

は

難
し

い
。

つ

ま

り
近

代
西

洋
ア

カ

デ

ミ

ズ

ム

の

よ

う
な
宗
教
と

倫
理

を
、

先

ず
個

別
の

存
在
と

し

て

独
立
的
に

と

ら

え

る

こ

と

か

ら

論
理

を

展
開
す

る

と

い

う

関
係
で

は

な
い

。

少
な

く

と

も
、

筆
者
の

研
究
対
象

と

す

る

中
世
イ
ン

ド

に

お

け

る

宗
教
と

倫
理

の

関
係
は

、

い

わ
ば
人

問
社
会
と

い

う

楕
円
を

形

成
す
る
二

つ

の

中
心
点
と

表
現
で

き

る

よ

う
な

関
係
で

あ
り

、

両
者
の

結
び
つ

き

は

深
い

。

　

し

か

し
、

現
在
の

ア

カ

デ

ミ

ズ

ム

に

お

け

る

倫
理
観
の

主

流
は

、

宗

教
と

は
一

応
別
の

存
在
と

し

て

倫
理

を
規
定
し

て

お

り
、

両
者

の

重
な

り

具
合
を

検
討
す

る

に

は

多
少
の

修
正
を

必
要
と

す

る

の

で

は

な
い

か
、

と

筆
者
は

考
え

て

い

る
。

と

い

う
の

も
、

先
に

触
れ

た

よ

う

に
、

近
代

西
欧
に

お

け
る

エ

シ

ッ

ク

ス

の

形
成
に

は

聖

俗
分

離
あ

る

い

は

世

俗
化
と
い

う
近
代
文
明

独
自
の

発
想
が

大
前
提
に
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な
っ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

つ

ま

り
、

こ

こ

で

は

西
欧
近

代
が

基

本
と

す

る

宗
教
と

日

常
の

分
離

、

宗
教
倫
理

と

世
俗

倫
理

の

分
離
と

い

う

世
俗
化
が

、

前

提
の
一

つ

と

な
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

こ

の

意
味
内
容
で

は
、

宗
教
倫
理

と

日

常
倫

理
は

、

区
別
す
る
こ

と
が

可
能
で

あ
り

、

ま

た

両

者
は

「

と
」

で

結
び

付
け

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

存

在
と

理

解
さ

れ

る
。

　
し

か

し
、

こ

の

よ

う
な

世
俗
化
が

な

さ

れ

て

い

な
い

、

あ

る
い

は

宗
教
と

倫
理
が

未
分

化
の

状
態
に

あ
る

研
究
対
象
に
、

無
批
判
に

近
代
西
欧

流
の

方
法
論
を

も
っ

て

分
析
す
る
こ

と

は
、

何
か

大
事
な

視
点
を

見
失
う

危
険
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
、

と

考
え
て

い

る
。

特
に

、

行
の

問
題
が

脱

落
す

る

か
、

過

小
評

価
さ

れ

る

危
険
性
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
、

と

筆
者
は

考
え

て

い

る
。

　

以
上

は
、

こ

の

よ

う
な

近
代
西

洋
的
な
知
の

体
系
に

お

け

る

「

宗
教
と

倫
理
」

と
い

う

枠
組
み

を

イ
ン

ド

の

中
世
に

お

け

る

宗
教
と

倫
理

の

関
係

性
検
討
の

た

め

に
、

そ

の

問
題

点
を

本
小
論
の

出
発
点
と

し

て

提
示
し

た
。

も
ち

ろ

ん
、

筆
者
自
身

未
だ

こ

の

問
題
点
を

明

確
に

把
握
で

き
て

い

な
い

が
、

し
か

し
、

宗
教

倫
理
と

日

常
生

活
規
範
（

日

常
倫
理
）

の

連
続
性
と
い

う

視
点

抜
き

に
、

イ
ン

ド

に

お

け

る

「

宗
教
と

倫
理
」

の

問
題
は

論
じ

る

こ

と

が
で

き

な
い

の

で

は

な
い

か
、

少
な
く

と

も

イ
ン

ド
の

宗
教
や

そ

の

思

想
、

倫
理

を

研
究
す

る

に

は

西

洋
近
代
ア

カ

デ

ミ

ズ

ム

的
ア

プ
ロ

ー

チ

の

修
正

が

不
可

欠
で

あ
ろ

う
。

イ
ン

ド
に

お
け
る

ダ
ル

マ

と

倫
理

　

前
述
の

と

お

り
、

イ
ン

ド

宗
教
思

想
史
に

お

い

て

宗
教
と

倫
理

の

問
題
を

考
え
る

場
合

、

ダ
ル

マ

β

冨

毒
餌）

と

い

う

言
葉
を

検
討

す

る
こ

と

が

不
可
避
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

明
ら

か

と

な
っ

た
。

し

か

し
、

こ

の

言
葉
は

実
に

多
様
で

あ

り
、

こ

れ

を

西
洋
的
な

倫
理

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
（
6）

や

道

徳
に

対

応
さ

せ

る
こ

と

は
、

か

な

り

大
ま
か

な

議
論
と

な

る

が

概
ね

対
応
し
て

い

る

と
い

う
こ

と

に

な

る
。

　

も

ち

ろ

ん
、

ダ
ル

マ

は

イ
ン

ド

の

宗

教
に

お

い

て

も

そ

の

解

釈
は

多
様
性
が

あ
り

、

そ

の

意
味
も

複
雑
で

、

時
代
や

宗
教
ご

と

に

大
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き

く
変
化
す
る

。

例
え

ば
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
と

仏

教
で

は

そ

の

意

味
も

大
き

く
異
な
る

。

つ

ま

り

仏
教
の

ダ
ル

マ

は
、

ゴ

ー

タ
マ

・

ブ

ッ

ダ
に

よ

っ

て

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
的
ダ
ル

マ
、

特
に

社
会
差
別
を

生
み

だ

す

カ

ー
ス

ト
制

度
や
バ

ラ
モ

ン

達
の

祭
祀
な

ど

を

否
定
す

る

形
で

　
　
　
　
〔
7）

提
示

さ

れ
た

。

当
時
の
バ

ラ

モ

ン

達
の

主

張
す
る

ダ
ル

マ

は
、

概
ね

生
ま

れ

に

よ
っ

て
、

あ

る
い

は
バ

ラ
モ

ン

の

祭
祀
に

よ
っ

て

救

済

が

な
さ

れ
る

と
い

う

救
い

の

構
造
で

あ

り
、

そ

の

た

め

に

人
々

は

定
め

ら

れ

た

ダ
ル

マ

（

秩
序）

を

受
け

入

れ
、

も

ろ

も

ろ

の

定
め

ら

れ

た

ダ
ル

マ

（

行
為

規
範）

を
行
う
こ

と

が

善
で

あ
る
、

と
い

う
よ

う
な

も

の

で

あ
っ

た
。

　

と
こ

ろ

が

仏
教
は
、

個
々

人
の

行
為

、

そ

れ

も
い

わ

ゆ

る

ダ
ル

マ

（

真
理
）

に

即
し

た

行
い

（

八
正

道
）

の

実
践
こ

そ

が

行
為
者

自

身
の

自
己
救
済
と

な
る

、

と
い

う
行
動

倫
理

を

重

視
し

た

思

想
で

あ
っ

た
。

確
か

に
、

こ

こ

に

は

人
類

最
初
と

も
い

え

る

救
済
宗
教
と

し

て

の

仏
教
の

画
期
的
な

視
点
が

存
在
す
る

。

た

だ

し

実

際
に

ブ
ッ

ダ
の

救
済

規
定
と

も
い

え

る

行
動
倫
理

実
行
の

場
は

、

世
俗
世
界

に

お

い

て

で

は

な

く
、

世
俗
世
界
と
一

定
の

距
離
を

お

く
仏

教
教
団
内
に

お

い

て

実

践
さ

れ

た
。

こ

の

構
造
に

対
し
て

大
乗
仏
教
は
、

さ

ら
に

世
俗
主

義
を
展

開
し

六

波
羅
蜜
に

よ

っ

て

世
俗

世
界
に

お

け

る

救
済
行
と

日

常
倫
理
を

強
く
結
び

付
け
る
こ

と

と

な
っ

た
。

ち

な

み

に

大
乗
仏
教
興
隆
と

ほ

ぼ

同
時
期
に

編
纂
さ

れ

た
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

聖
典

「

バ

ガ

ヴ
ァ

ド
・

ギ
ー

タ

ー
』

に

お

い

て

も
、

そ

れ

ま

で

祭
儀
中
心
の

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
の

救
い

が
、

不
完
全
で

は

あ
る

が

個
々

人
の

社
会
的
な

責
任
の

実

行
と
い

う

形
で

、

倫
理

的
に

説
明
さ

　
　
　
　

　
　〔
8）

れ
る

よ

う

に

な
る

。

　
た

だ

し
、

こ

れ

ら

は

あ
く
ま

で

宗
教
教
理

の

世

俗
に

お

け
る

展
開
で

あ

り
実
践
で

あ
る

と
い

う
意

味
で

、

宗
教
と

倫
理

の

関
係
は

連

続
的
で

あ

る
。

し

か

し
、

両
者
の

関
係
は

宗
教
的
な

救
済
（

仏

教
で

は

悟
り）

に

意

識
の

関
心
の

中
心
が
あ

り
、

そ

の

意
味
で

宗
教
と

倫
理
の

関
係
は

、

主

従
の

関
係
に

と
ど

ま
っ

て

い

る

と
い

っ

て

よ
い

。

　
た

と

え

ば
、

在

家
主

義
の

大
乗
仏

教
に

し

て

も
世
俗
生

活
に

お

け
る

修
行
に

よ
っ

て

悟
り

を

得
る

こ

と
が

可
能
と

主

張
す
る

が
、

結
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果
と

し

て

出
家
主
義
を

完
全
に

否

定
し

き

れ
て

い

な
い

。

つ

ま

り、

大

乗
仏
教
に

お

い

て

も

宗
教
エ

リ

ー
ト

の

出
家
僧
の

存
在
は

温

存

さ

れ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

仏
教
の

世
俗
主

義
は

そ

の

意

味
で

不
完
全
で

あ
っ

た
。

　
こ

の

仏
教
に

お

け

る

世
俗
宗
教
と

し

て

の

不

完
全

性
を

克
服
し

た

の

が
、

シ

ク

教
で

あ
っ

た
と

筆
者
は

考
え

て

い

る
。

シ

ク

教
は

イ

ス

ラ

ー
ム

的
な

聖
俗
一

元

構
造
と

、

イ
ン

ド

的
な

聖
俗

分
離
構
造
を

補
う
形
で

、

白
己

救
済
と

他
者
救
済
と

の

連

続
性
や
日

常
生
活
に

聖

化
の

問
題
を

有
機
的
に

結

合
し

、

ユ

ニ

ー

ク

な

宗
教
集
団
を

形
成
し

た
。

シ

ク
教
の

時
代
背
景

　

シ

ク

教
の

始
ま

り

は
、

イ
ン

ド
へ

の

イ
ス

ラ

ー
ム

の

侵
攻
定

着
か

ら

考
え

る

必．
要

が

あ

る
。

つ

ま

り

八

世
紀
初
頭
の

ム

ハ

ン

マ

ド
・

カ

ー
シ

ム

に

よ

る
シ

ン

ド

征
服
に

は

じ

ま
っ

た

イ
ス

ラ

ー

ム

の

イ
ン

ド

定
着
は

、

一

時
中
断
し

た

後
、

一

…

世
紀
の

ガ
ズ

ニ

ー

朝
の

マ

フ

ム

ー

ド
（
在
位
九
九
八

−
一

〇
三

〇）

に

よ

る

執
拗
な

ま
で

の

イ

ン

ド

略

奪
に

象

徴
さ

れ

る

よ

う

に
、

軍
事
的
な

侵
略
が

主
に

カ

イ
バ

ル

峠
経
由
で

侵
入

す

る

ト
ル

コ

系
の

イ
ス

ラ

ー
ム

教
徒
に

よ

り
繰
り
返
さ

れ

る
。

そ

し

て
、

そ
の

対
象
は

肥
沃
な
パ

ン

ジ

ャ

ー

ブ
地
で

あ
り

、

そ
こ

は

か

つ

て

仏
教
が

栄
え
た

土
地
で

も

あ
っ

た
。

そ

の

意
味
で

、

当
時
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
や

そ

の

他
の

非
イ
ス

ラ

ー
ム

の

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
ハ
ヨ　

人
々

と

ム

ス

リ
ム

に

お

け

る

相
互

の

宗
教
認

識
は

友
好
的
な

も

の

で

は

な

か

っ

た
。

　

特
に

、

ト
ル

コ

系
イ
ス

ラ

ー
ム

の

人
々

は
、

軍
事
的
な

優
位
を

背
景
に

支
配

者
と

し

て

君

臨
し
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
な

ど

の

存
在
を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
ハ
ーOV

カ

ー
フ

ィ

ル

（

邪
教

・

多
神
教

徒）

と

し

て
、

聖

戦
を

波
状
的
に

繰
り
返
し

た

た

め

に
、

両
者
の

関
係
は

悪

化
し

て

い

た
。

こ

の

点

で
、

一

一

世

紀
初
頭
の

イ
ン

ド

社
会
の

現
状
を
ム

ス

リ
ム

の

目
か

ら

み

た

ム

ス

リ
ム

の

大

学
者
ア
ル

・

ビ

ー
ル

ー
ニ

ー
（
九

七
三

−
一

〇

五

〇
頃）

は

そ
の

著
書
『

イ

ン

ド

誌
』

に

お

い

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
と
ム

ス

リ
ム

と

が

相
容
れ
な
い

理

由
を
こ

の

よ

う
に

書
い

て

い

る
。
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「

〔

イ
ン

ド

人
と

ム

ス

リ
ム

が

相
互

に

理

解
し

が

た

い

理

由
と

し

て
〕

ま

た

次
の

こ

と

が

あ
る

。

彼
ら

は

信

仰
に

お

い

て

我
々

と

全
く

と

言
っ

て

い

い

ほ

ど

異
な

る
。

わ

れ

わ

れ

は

彼
ら

の

信
仰
を

ま
っ

た

く
認
め

な
い

し
、

彼
ら

も

我
々

の

そ

れ

を
認
め

な
い

。

…

そ

の

よ

う
な

者
た

ち

は

『

ム

ル

ー

ジ
ュ

』

（

1ー
ム

レ

ッ

チ
ャ

）

と

呼
ば

れ

る

が
、

そ

れ
は

不

純
な

者
で

あ
り

、

婚
姻
や

友
誼
で

そ

れ

ら

と

接
触

し

た

り
、

同
席
し

た

り

飲
食
を

と

も
に

す

る

こ

と

は

認
め

ら

れ
な
い

。

そ

れ

は

穢
れ

だ
か

ら

で

あ
る

。

…

彼
ら

は

彼
ら

に

属
さ

な
い

者

を
、

た

と

え

そ

の

者
が

彼
ら

の

中
に

入
る
こ

と

を

欲
し
た

り
、

彼
ら

の

信
仰
に

傾
倒
し
た

り

し

て

も
、

絶
対
に

受
け

入

れ
よ

う
と

し

な

い

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

が

〔
ム

ス

リ
ム

と

イ

ン

ド

人
の

あ
い

だ

の
〕

す
べ

て

の

接
触
を

不
可
能
と

し
、

溝
を

よ

り

大
き

く

す
る

原
因

と

な
っ

て

い

る
。

…
わ
れ

わ

れ

と

彼
ら

の

し

き

た

り

や

習
慣
は

ま
っ

た

く

異
な
る

。

〔

そ

れ

ゆ

え
〕

彼
ら

は

わ
れ

わ

れ

の

存
在
や

、

服

装
、

外
見
を

、

子
ど

も
た

ち

を

怖
が

ら

せ

る

の

に

使
っ

た
り

、

は

て

は

わ

れ

わ

れ

を

正

義
の

対
極
に

あ
る

と

こ

ろ

の

悪
魔
に

結
び
つ

け

た

り

す
る

ほ

ど

な
の

だ
。

…

そ
れ

は

わ

れ
わ

れ

と

イ
ン

ド
人
の

あ
い

だ

に

あ
る

の

で

な

く
、

ど

こ

の

国
で

も

よ

く

見
ら

れ

る

こ

と

で

あ

　

　（
11｝

る

の

だ
」

。

　

ア
ル

・

ビ

ー
ル

ー
ニ

ー

は
、

一

一

世

紀
の

西

北
イ
ン

ド

に

お

い

て

ム

ス

リ

ム

と

非
ム

ス

リ

ム

の

間
に

は
、

こ

の

よ

う

な

宗
教
問
の

対

立

関
係
が

存
在
し

、

そ

の

対
立

が

両
宗

教
の

信
仰
の

違
い

も
さ

る

こ

と

な
が

ら
、

「

し

き

た

り

や

習

慣
」

に

あ
る

と

し

て

い

る
。

つ

ま

り、

こ

れ

は

日

常
生

活
に

お

け
る

生
活

倫
理

規
範
が

、

両
者
の

接
触
を

難
し

く
し
て

い

た
こ

と

を
意

味
し
て

い

る
。

も

ち

ろ

ん
、

ア

ル

・

ビ

ー
ル

ー
二

i
が
い

う
よ

う
に

、

こ

の

よ

う
な

対
立
は

ど

こ

に

で

も

見
出
せ

る
こ

と

で

は

あ

る
。

し
か

し
、

こ

の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ

ー
ム

両
教
対
立

を
埋
め

る
こ

と

は

容

易
な
こ

と

で

は

な

か
っ

た
。

そ

れ

は

イ
ス

ラ

ー
ム

特
有
の

タ

ウ
ヒ

ー
ド

（

聖

俗
一

元
）

の

構

造
に

よ

る

日

常
倫
理

と

宗
教

倫
理

の

同
心
円

状
構
造
に

よ

る
。

一

方、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
の

側
も

宗
教
と

日

常
生

活
の

未
分
化
あ
る
い

は

楕
円

構
造
に

よ

る

重
層

性
に

よ

り
、

両

者
の

対
立
は

単
な

る

日

常
倫
理
レ

ヴ
ェ

ル
、

つ

ま

り

生

活
習
慣
レ

ヴ
ェ

ル

の

そ

れ
に

留
ま
ら

325 （613〕

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ず、

い

わ

ば

絶
対
異
空

間
と

も
い

え
る

信
仰
レ

ヴ
ェ

ル
、

宗

教
倫
理

の

領
域
に

お

け

る

対
立
に

直
結
し

て
い

た
か

ら
で

あ
る

。

　

と

い

う
の

も
、

す
で

に

触
れ

た

よ

う
に

イ
ス

ラ

ー

ム

の

生

活
倫
理

は
、

シ

ャ

リ

ア

ー

に

依
っ

て

『

コ

ー

ラ
ン
』

を
核
と

し

て

不
易
の

も

の

で

あ
り

、

同
様
に

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
に

お

い

て

も

日

常
倫
理
で

あ

る

ダ
ル

マ

は
、

宗
教
性
と

密
接
不

可
分
で

あ
り、

両
者
の

日
常
レ

ヴ
ェ

ル

の

対
立
は

、

非
妥
協
的
な

宗
教
レ

ヴ
ェ

ル

に

持
ち

込

ま

れ

る

傾
向
を
も
つ

。

そ

れ

故
に
、

イ
ン

ド
に

お

い

て

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ

ー
ム

の

対
立

は
、

日

常
生

活
を

巻
き

込
ん

だ
、

と

い

う
よ

り
日

常
生

活
の

場
に

お

い

て

宗
教

対
立
と

い

う
形
で

顕

在
化
す

る

故

に
、

深
刻
で

あ
っ

た
。

そ

の

た

め

に
、

西
北
イ
ン

ド
か

ら

中
イ

ン

ド

に
か

け

て

瞬
く

問
に

ム

ス

リ
ム

に

よ

る

政
治
的
な

支
配
が

実
現
し

た

に

も

拘
ら

ず
、

イ
ン

ド

人

の

改
宗
は
、

あ

ま

り
進
ま

な
か

っ

た
。

と

こ

ろ

が
、

民

衆
レ

ヴ
ェ

ル

で

は
、

ス

ー
フ

ィ

ー

達
が

積
極
的
に

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
12）

布
教
を

行
い

徐
々

に

で

は

あ

る

が

成
果
を

上
げ
て

い

た
。

　

彼
ら

は
、

教
条・
王

義
的
な

イ
ス

ラ

ー
ム

解
釈
を

控
え

シ

ャ

リ

ア

ー

の

実
践
以
上
に

、

ス

ー
フ

ィ

ー

独
自
の

救
い

を

重
視
し
た

。

こ

の

救
い

と

は
、

魂
の

救
済
（

フ

ァ

ナ

ー
）

の

獲

得
で

あ
る

。

こ

の

究

極
的
な

目
標
で

あ

る

フ

ァ

ナ

ー

を

日
指
す
ス

ー
フ

ィ

ー
の

教
え
は
、

イ
ン

ド

宗
教
思

想
と

の

共
通
点
が

多
く

、

両

者
の

融
合
に

大
き

な

役
割
を

は

た
し
た

。

特
に
、

日

常
生

活
倫
理
（

世
俗
倫
理）

に

お

い

て

大
き

な
相
違

点
が

あ
っ

た
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ー
ム

両
教
徒
に

お

け

る

対
立
を

超
え

て
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

神
と

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
に

お

け

る

究
極
的
な

真
実
（

神）

に

は

相
違
が

な

い

と
い

う

思
想
に

ま

で

高
め

た
、

ダ
ー

ラ

シ

ュ

コ

ー
（

一

六
一

五
−
一

六

五

八）

を

頂
点

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

（
13）

と

す
る

イ
ン

ド
・

ス

ー
フ

ィ

ー

の

果
た

し

た

役
割
は

大
き
い

。

　
こ

の

イ
ス

ラ

ー
ム

神

秘
主

義
者
と

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

神

秘
主

義
者
た

ち

の

思

想
交

流
の

伝
統
の

中
に

、

シ

ク

教
の

開
祖
ナ

ー

ナ

ク

（
一

四

六

九
−
一

五

三

九）

が

位
置
づ

け

ら

れ
る

。

彼
ら

に

共
通
す
る
こ

と

は
、

ど
ち

ら

も

教

条
主
義
を
否

定
し

、

自
ら

の

神

秘
的

宗
教

体

験
を
通
じ

て
、

も

ろ

も

ろ

の

宗
教
の

究
極
的
な
一

致
を

説
い

た

点
で

あ
る

。

だ

か

ら

ナ

ー

ナ

ク
は

既
成
宗
教
の

宗
教
者
を
批
判
す
る

。
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ナ

ー

ナ

ク

は

言
う

。

　

　

同

様
な

批
判
は

ム

ス

リ
ム

に

も

向
け
ら

れ
て

い

る
。

　

　

真
の

ム

ス

リ

ム

と

呼
ば

れ

る

の

は

難
し

い

（

dP

怎
ω

騨

犀
餌一
β）

。

真
に

ム

ス

リ

ム

と

呼
ば
れ

る

た

め

に

は
、

唯
一

者
（

ヨ

魯
響
巴

を

信
仰

　

　

し
、

富
を

捨
て

、

自
我
を

燃
や

し

尽
く
す
こ

と

が

必

要
で

あ
る

。

真
の

ム

ス

リ
ム

は

預

言

者
を

信
仰
し

、

生
（］
2
帥
OP

）

死
（
日
鎚・

　

　

三

髱
）

へ

の

疑
念
を

持
た

ぬ

人、

神
の

意
志
に

服

従
し

、

創
造
神
（

ξ

螽〉

を

拝
せ

ば
、

自
我
（

ぎ
⇔

ヨ
巴）

は

お

の

ず
と

打
ち

砕

　

　

か

れ

る
。

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
O
ミ

ミ

O
ミ
ミ
魯

黥
ミ
ミ

も゚
H

自゚

以
下
OOo

。

と

略
記）

　

彼
ら

は
、

こ

の

よ

う
な

点
に

立
っ

て

円

常
倫
理
の

相
違
を

認
め

合
い

、

さ

ら

な
る

高
み

か

ら

日
常
倫
理

の

相
違
を

超
え

て
、

互
い

に

融

和
的
に

共
存
す

る
こ

と

を

主

張
し
た

の

で

あ
る

。

た

だ
し

、

現
実
に

は

宗

教
の

相
違
を

超
え

て

互
い

に

理

解
し

あ
う

関
係

、

共
存
の

関
係
を

築
く
に

は
、

日

常
倫
理

の

差
、

生

活
様
式
の

差
を
超
え

る
こ

と

が

不

可
欠
で

あ
る

。

こ

の

点
で

注
目
さ

れ

る
の

が
、

シ

ク

教
に

お

け
る

宗
教
と

倫
理
の

関
係
で

あ

る
。

以
下
に

お

い

て

シ

ク

教
に

お

け

る

倫
理

思
想
の

構
造
に

つ

い

て

歴
史
的
な

背
景
な
ど

を

概

観
し

っ

つ

検
討
す
る

。

ナ

ー

ナ

ク

の

歴
史
的
背
景

　

シ

ク

教
の

開
祖
ナ

ー
ナ

ク

は
、

前
述
の

よ

う
な

イ
ン

ド

に

お

け

る
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ー

ム

の

対
立
構
図
の

中
で

、

両
教
の

融
和

統
合
を
目
指
し

て

勢
力
的
に

活
動
し

た

思
想
家

、

宗
教
家
で

あ
る

。

ナ

ー

ナ

ク

は
パ

キ
ス

タ
ン

の

ラ
ホ

ー
ル

近
郊
の
タ

ル

ワ

ン

デ
ィ

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　
（
14）

に
、

ク
シ

ャ

ト

リ

ア
が

土

着
し

、

商
人

と

な
っ

た

カ

ッ

ト
リ

階
級
に

属
す
る

商
人
の

子
と

し

て

生
ま

れ

た
。

　

彼
の

家
は

代
々

徴
税
官
を

務
め

る

地

主
で

あ
り

、

ま

た

小
規
模
な

商

店
経
営
者
と

し

て

地
域
の

支
配
階
層
に

属
し

て

い

た
。

当

時
の

327 （615＞
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パ

ン

ジ
ャ

ー
プ

は

比

較
的
安

定
し

た

社
会

状
況
に

あ
り

、

ナ

ー

ナ

ク

も

父
の

跡
を

継
ぎ

微
税
官
と

し

て

イ
ス

ラ

ー
ム

の

支
配
者
に

使
え

つ

つ
、

小

規
模
地
主
さ

ら
に

商
店
主

と

し
て

、

地

域
社
会
の

リ
ー

ダ
ー

と

し

て

細
々

と

し

た

世
事
に

リ

ー

ダ
ー
シ

ッ

プ

を

発
揮
す

る

こ

と

を

求
め

ら
れ

て

い

た
。

そ
の

た

め

に

ナ

ー

ナ

ク

は
、

ペ

ル

シ

ャ

語、

ア
ラ

ビ

ア

語
を

は

じ

め

支
配

者
の

宗
教
や

言
葉
を

幼
少
期
に

学

び
、

さ

ら

に

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教

徒
と

し

て

サ

ン

ス

ク

リ
ッ

ト

語
や
ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

な

ど

の

基
礎
的
な

学
習
や

家
の

長
男
と

し

て

家
庭
祭

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　〔
15）

祀
に

関
す

る

こ

と

を

学
ん

だ

と

さ

れ

る
。

　

つ

ま

り
、

ナ

ー

ナ

ク

は
、

当
時
の

イ
ン

ド

に

お

い

て

は

最
も

イ

ス

ラ

ー
ム

文
化
の

影
響
の

強
い

パ

ン

ジ
ャ

ー
ブ

地
方
に

お

い

て

双
方

の

宗

教
的、

文
化
的

教
養
の

基

礎
を

学
ん

で

い

た

の

で

あ
る

。

も

ち

ろ

ん

そ

れ

は
、

彼
が
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ

ー
ム

両
教
の

緊
張
関

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　〔
16）

係
の

只

中
に

い

た

と
い

う
こ

と

で

も
あ
る

。

　

こ

の

よ

う

な

宗
教
の

相
違
か

ら

発
生
す
る

緊
迫
感
に

支
配
さ

れ

た

社
会
に

あ
っ

て
、

ナ

ー
ナ

ク

は

両
教
の

対
立

克
服
を

目

指
し

て
、

つ

ま

り

社
会

的
な

安
定
と

個
々

人

の

精

神
の

安

寧
を

保
て

る

社
会
の

構
築
を
願
い

、

生

涯
を

捧
げ
た

宗

教
家
で

あ
る

。

ナ

ー

ナ

ク

は一、…

0
歳
頃
に

神
秘

体
験
を

持
ち

、

以

後
ほ

ぼ

二

〇

年
間
に

わ
た

る

巡

礼
と

宗
教
対

話
の

旅
を

行
っ

た
。

こ

の

巡

礼
は

ナ

ー

ナ

ク

の

思
想

性

を

明
確
に

表
す
も
の

と

し

て

注

目
さ

れ

る

も

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

一

般
の

巡

礼
者
が

自
ら
の

宗
教
の

聖
地
を
巡
り
満
足
し

た

の

に

対

し

て
、

彼
は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

聖
地
は

も

と

よ

り
、

仏
教

、

ジ
ャ

イ

ナ

教、

そ

し
て

メ
ッ

カ

な
ど

の

イ
ス

ラ

ー
ム

の

聖

地

巡

礼
ま
で

行

　

　

　

　

　（
17）

っ

た

の

で

あ
る

。

　

ナ

ー

ナ

ク

は

長
期
に

及
ぶ

巡
礼
を
終
了

す

る

と

故
郷
の

パ

ン

ジ
ャ

ー
ブ

に

戻
り

、

ラ

ヴ
ィ

河
の

河
畔
に

自
ら
の

宗
教
的
理

想
を

実
現

す
る

た

め

の

村、

カ

タ

ル

プ

ル

を

建
設
し

た
。

ナ

ー

ナ

ク

は
、

彼
の

目
か

ら

見．
て

形
骸
化
し

た

既
存
の

宗
教
の

弊
害
を

克
服
す
る

手
段

と

し

て
、

自
ら

の

宗
教
的
理
想
を

体
現
す
べ

く
理

想
郷
と

し

て

の

力

タ
ル

プ

ル

を

建
設
し

た

の

で

あ

る
。

そ

れ
は

宗
教
的
な

理

想
と

現

（6⊥6） 328
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実
生

活
が
一

体
化
し

た

空

間
、

つ

ま

り

宗
教
と

日
常
倫
理
と

を
一

致
さ

せ

る
こ

と

を

目
指
し
た

理

想
空

間
で

あ
っ

た
。

こ

こ

で

真
理
に

基
づ

い

た

生

活
を

実

現
し

よ

う
と

し

た

の

で

あ
る

。

こ

の

ナ

ー

ナ

ク

の

宗

教
生

活
即
現
実
生
活

、

日

常
生
活
即
宗
教
生

活
の

理

想
空

間

の

建
設
は

、

彼
独
自
の

思
想
に

支
え

ら

れ

て

い

た
。

ナ
ー

ナ

ク
思
想
に

お
け
る

実
践
倫
理

　
ナ

ー

ナ

ク

に

お

け

る

倫
理
的
生

活、

つ

ま

り
よ

く
生

き

る
、

あ
る
い

は

価
値
あ
る

生
き

方
と

い

う
こ

と

は
、

後
述
す

る
よ

う
に

神
の

意
志
（

ピ
冨
囂）

を
現

実
生

活
に

生
か

す
こ

と

で

あ
っ

た
。

そ

れ

を

知
る

た

め

に

は
、

彼
の

人

間
観
の

検
討
が

必
要
と

な

る
。

　
ナ

ー

ナ

ク
に

よ

れ

ば
、

人
間
の

心

は
、

自
己

中
心
的
で

狭
く

、

か
つ

限
定
さ

れ

た

「

利
己

的
自
我
（

ぎ

毒
巴
）

」

（
○
○
ω

も

』

に

よ
っ

て

お

お

わ
れ
て

お

り
、

こ

の

利
己

的
自
我
を

制
御
し

、

真
の

自
己
（

°。

寶
三

讐
巴

を

理
解
す
る

、

あ

る
い

は

獲

得
す

る

（
ぎ
く…
¢）

す
る

こ

と

が
、

彼
の

目
指
し

た

救
い

で

あ
る

。

し

か

も
こ

の

救
い

と

は
、

神
の

意
志
（

ご
臣
巳

の

発
見
で

あ

り
、

実
現
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

こ

の

点
に

つ

い

て

ナ

ー

ナ

ク

は

　

　
神
の

意
志
（

冨
冨
彗
）

に

よ

っ

て

身
体
〔

罫

巴

は

創
ら
れ

た
。

神
の

意
志
は

語
る

（

冨
ぼ
巴

こ

と

は

で

き

な
い

。

　

　
神
の

意
志
（

冨
冨
邑

に

よ

っ

て

人

間
達
（

冨）

は

創
ら

れ
、

神
の

意
志
に

よ
っ

て

偉
大
さ

盆
鼠）

は

獲
得
さ

れ

る
。

　

　
神
の

意
志

に

よ
っ

て

人

間
は

気
高
く
（
畧
勾

鬢）

も
ま

た

卑
し

く
（

旨
¢）

も

作
ら

れ、

神
の

書
か

れ

た

（

巨
冨
巳

＝一

写）
〔

意
思
〕

　

　
で

、

苦
悩
（

き
爵
ゴ）

と

幸
福
（
曁

苳）

は
、

獲
得
さ

れ

る
。

　

　
こ

の

世
の

す
べ

て

は

神
の

内
（
蝉

ヨ
山

邑

に

あ
り

、

神
の

意
志
（

巨
冨
∋
）

か

ら

外
れ
る

も
の

は

な
い

。

　
　
　

　
　
（
OO

ω

も

』

　

　
ナ
ー

ナ

ク

よ
、

も

し

神
の

意
志
を
理

解
で

き

た

ら
、

そ

の

時
は

誰
も

利
己

的
な

自
我
（

ぎ
慰

ヨ
叫

ご

を

持
つ

も

の

は

な
い

。
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神
の

意
志
（
『

信
穽

9

ヨ）

に

よ

り
〔

す
べ

て

の

も
の

は
〕

彼
の

道

蠧
ピ）

を

歩
む

。

　
　
〔

よ
い

〕

行
い

（

冨
蠢
∋
ご

に

よ
っ

て

（

救
い

の

し

る

し

と

し

て

の
）

法
衣
や

神
の

救
い

の

扉
（

ヨ

鼻
コ

包
螽
「）

は

獲
得
さ

れ
る

。

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
OOo

。

も゚
卜。
）

と

言
っ

て

い

る
。

　

で

は
、

こ

こ

で

ナ

ー

ナ

ク

が

言
う

よ
い

行
い

（

惹
≡

邑）

と

は

何
で

あ
ろ

う
か

。

つ

ま

り
、

シ

ク

教
の

倫
理

に

お

け

る

善
な

る

も

の

と

は

何
か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

こ

の

点
に

つ

い

て

ナ

ー

ナ

ク

は
、

自
己

を

知
る
こ

と

に

よ

り
エ

ゴ

を

克
服
す
る

こ

と
、

そ

し
て

、

そ

の

方
法
と

し

て

神
の

意
志
を

知
る

こ

と

で

あ
る

と

述
べ

て
い

る
。

こ

の

点
で

注
目
さ

れ
る

の

が
、

ナ

ー

ナ
ク

が

イ

ス

ラ

ー
ム

的
な

発
想

に

よ

る
フ

カ

ム

（

巨
冨
邑

に

対
し

て
、

イ
ン

ド

の

伝

統
的
用

語
と

し

て

の

サ

チ
ュ

ウ

（

ω

碧

ピ）

を
用
い

て
、

フ

カ

ム

同

様
に

神
や

そ

の

真
理
を

表
現
し

て

い

る
こ

と

で

あ
る

。

　
つ

ま

り
、

シ

ク

教
の

聖

典
『

グ
ラ
ン

ト
・

サ

ー
ヒ

ブ
』

の

冒
頭
に

は

「

〔

神
は

〕

真

実
を

御

名
と

し
（

舞
什凶
蟲
日

巳
」

（
OO
ω

も゚
ご

と

あ

り、

ナ

ー

ナ

ク

は

真
理
を

作
り

出
す、

あ

る

い

は

真
理

そ

の

も

の

と

し

て

神
の

存

在
を

意
識
し

て

い

た
こ

と

を

推
測
さ
せ

る
。

さ

ら

に

そ

の

神
は
、

「

真
理
は

至

高
で

あ
り

、

真
理

は

原
初
で

あ
る
（
飼

色

。゚

簿

魯

三
轟
巴

ヨ
畧

ピ
）

。

真
理

は
、

ナ

ー

ナ

ク
よ

！

　
今
な
お

真
理

で

あ
り

、

こ

れ

か

ら
も

真
理

で

あ
る
（

芻
9
¢

蟲
コ

舞

ぎ゚
。圃
口

 

鴛
ゴ）
」

（

互
α゚

）

と

続
い

て

い

る
。

宗
教
倫
理
即
日
常
倫
理
の

教
え

　
こ

の

よ

う
に

ナ

ー
ナ

ク

の

思
想
は

、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ー
ム

両
教
か

ら

彼
独
自
の

発
想
で

キ
ー

ワ

ー

ド

を

選

び
思
想
を

展
開
す

る

が
、

ナ
ー

ナ

ク

の

独
自
性
は

、

こ

の

思
想
が

実
践
倫
理
へ

と

展
開
し

た

点
に

あ

る
。

つ

ま

り、

ナ

ー

ナ

ク

は
、

自
ら
の

教
え

の

賛
同
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者
と

共
に

カ

タ
ル

プ

ル

に

村
を

建
設
し

、

そ
こ

で

彼
の

理
想
と

す

る

祈
り

と

勤
労
の

生
活
を

実
践
す

る
。

こ

の

理

想
郷
に

お

け
る

生
活

が
、

そ
の

後
の

シ

ク

教
団
の

基

本
理
念
と

な

る
。

そ

の

教
え

の

特
徴
は

、

日

常
生

活
を

神
の

意
志
に

の

っ

と
っ

て

送
る
こ

と

に

こ

そ
、

救
い

の

道
が

あ
る
と

い

う

こ

と

に

な

る
。

そ

し

て
、

そ

の

救
い

の

道、

筆
者
の

い

う

倫
理

的
生

活
と

は

「

自
ら

蒔
い

て
、

自
ら

食
べ

る

（

碧宀
σ

岳

畧
 

ε
」

（

OO

ω

も
』
 ）

こ

と

で

あ
り

、

同
時
に

「

塩
〔

神
の

名
11
慈
悲
を
さ

す
〕

を

伴
わ

な
い

知
的
（

暴
巳

歓
び
（
°。

毬
仁）

は
、

味
が

な

い

〔

意
味
が

な

い
〕

。

ナ
ー

ナ

ク

よ
。

も

し

神
が

な

さ

れ
る
（

習
α）

な

ら

ば
、

そ

の

時
は
う
ま

く
ゆ
く

。

神
の

名
〔
蟲
日
）

が

な

け
れ

ば
、

祝
福
は

な
い
」

（

詮
巳

と

い

う
立

場
で

あ
る

。

　

ナ

ー
ナ

ク
の

教
え
は

、

ま

ず

自
ら

の

生
活
を
自
ら

維
持
す

る

こ

と

が
、

シ

ク

教

徒
の

な

す
べ

き

道
で

あ

り
、

ま

た
そ

れ
が

神
の

意
志

で

も

あ
る

、

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

と
い

う
の

も
、

こ

の

神
の

意
志
は
、

単
な

る

知

識
に

よ
っ

て

得
ら

れ

た

も
の

だ
け

で

は

意
味
を
な

さ

な
い

。

塩
気
の

な

い

料
理

が

美

味
し

く

な
い

よ

う
に

、

神
へ

の

感
謝
を

持
ち

つ

つ

行
動
に

移
す
こ

と

が

シ

ク

教
に

お

け

る

生
活
の

基

本
、

つ

ま

り
シ

ク

教
徒
の

倫
理

観
で

あ
り

、

実
践
規
定
で

あ
る

。

こ

こ

に

は
、

イ
ン

ド
宗

教
思

想
を

貫
く
修
道
思
想
と

も
い

う
べ

き

修

行
に

よ

る

精
神
的
な

向
上
と
、

イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

日

常
世
界
の

聖

化
と

も
い

う
べ

き

異
な
っ

た

宗
教
伝

統
の

統
一

が

見

ら

れ

る
。

こ

の

よ

う
に

ナ

ー
ナ

ク

は

唯
一

な

る

神
を

強
調
し

、

そ

れ
へ

の

帰
依
を

強
調
す

る

こ

と

で
、

宗

教
的
差
異
を

超
え

る
一

体
性
を

強
調
す

る
。

そ

の

こ

と

で
、

日
常

倫
理
レ

ヴ
ェ

ル

の

差
異
を

超
え
る
こ

と

を

目
指
す

。

し

か

し

同

時
に

他
者
へ

の

奉
仕
や

協
力
を

重
視
す
る

。

そ

の

究
極
の

言
葉
が

「

真

理
は

尊
い

、

し

か

し
、

真
理
に

根
ざ
し

た

行
い

は

さ

ら
に

尊
い
」

（

衆
炉

o°
°。）

あ
る

い

は

「

心
の

純
粋
な

謦
≡

量
切

註
喜）

グ
ル

の

真
の

弟

子
（

讐
騫
目

醇
ぼ）

の

奉
仕
（
ω

Φ
く
p）

は
、

神
に

受
け

入
れ

ら

れ

る

（

跨

巴
」

（

巨
ロ゜

も齟
悼

゜。

）

と

い

う
ス

タ
ン

ス

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

で
、

修
道
的
な

宗
教
に

あ

り
が

ち

な

他
者
へ

の

無

関
心
を

戒
め

、

他
者
へ

の

奉
仕
（
°。

・

蓄）

も
修

行
の
一

部
で

あ
る

、

と

教
え

る
。
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だ

か

ら

こ

そ

シ

ク

教
に

お

い

て

は
、

シ

ク

教
徒
は

個
々

人
の

行
為
の

発

現
の

場
と

し

て

の

共
同

体
（

ω

畧
讐

註）

の

存

在
が

重

要
と

な
る

。

つ

ま

り
シ

ク

教
の

倫
理
は

実

質
的
に

は

集
団
の

倫
理

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

こ

の

点
を

ナ

ー

ナ

ク
の

後
継
者
で

シ

ク

教
団
第
五

代
の

グ
ル

・

ア
ル

ジ

ャ

ン

2

五

木
ニ

ー
一

六

〇
六
）

は
、

「

真
理

の

集
団
（

°。

四

93
・

葭
αq

訂
巳

〔

シ

ク

教
団
）

に

お

い

て

は
、

人

間
の

心
は

清
ら

か

巳
『

日
巴

と

な

り
、

死
の

連

鎖
（

冨
ヨ

町

き
倒

ヨ
四
）

か

ら

切
り

離
さ

れ
る

」

（
Oo

ω

も
」
e

と

表
現
し

て

い

る
。

　
さ

ら

に

彼
は
こ

の

共
同

体
が

何
故
そ

の

よ
う
な

力
を

持
ち

得
る

の

か

に

つ

い

て
、

シ

ク

教
団
（

サ
ン

ガ

テ

ィ
）

の

構
成
員
は

、

神
を

宿
す

も

の

と

し

て
、

互

い

に

尊
い

存
在
で

あ
る
が

故
に

、

彼
ら
へ

の

奉
仕
は

神
に

奉
仕
す

る

と

み

な

さ

れ
、

尊
い

も
の

と

さ

れ
る

と

教

え

て

い

る
。

　
　

唯
一

な
る

神
（
Φ

葵）

は
、

真
の

友
達
で

あ
り

、

母
で

あ

り、

父
で

あ
る

。

　
　

我
が

魂
（」

邑

と

肉
体
（

宜
o

島）

を

お

与
え

く
だ

さ
っ

た

唯
一

な
る

神
（
Φ

葵）

で

あ
る

。

　
　

唯
一

な

る

神
（
Φ

算）

は

家
に

あ
っ

て
、

外

8
警
p

包

に

な

く、

彼
自

身
あ
ら

ゆ

る

処
に

遍
在
す

る
。

　
　
　

　
　
（
oO

ω

も
」
 
）

し

か

も
、

こ

の

引
用
が

示

す

よ

う
に

シ

ク

教
の

教
え
で

は
、

神
は

全
て

に

遍
在

、

あ
ら
ゆ

る

も

の

に

神
は

宿
る

と

考
え

る

の

で

あ
る

。

そ

の

た

め

に
、

彼
ら

は

常
に

神
を

意
識
し
て

そ

の

生

活
を
送
る

こ

と

に

な
る

。

し

か

も
シ

ク

教
の

特
徴
と
し

て
、

現
実

世
界
が

神
の

宿

り

で

あ
り

、

し

か

も

そ

の

現

実
世
界
に

、

サ

ン

ガ

テ

ィ

が

あ
る

と

す

る
。

つ

ま

り
、

サ

ン

ガ

テ
ィ

に

お

け
る

臼

常
生
活
の

実
践
こ

そ
、

シ

ク

教
徒
の

救
い

で

あ
る
と

い

う

教
え
と

な

る
。

こ

の

点
を

第
五

代
の

グ
ル

は

　
　

神
へ

の

献

身
的
な

奉
仕
（

ω

。

く
餌
）

に

よ

り
、

生
と

死
へ

の

恐

怖
は

消
え

る
。

　
　

人
間
は

グ
ル

の

サ

ン

ガ

テ
ィ

奮
君
冨
巳

に

お

い

て

清
浄
と

な

り
、

神
が

彼
ら

を

育
む

。

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
（

ま

二
）

こ

の

よ

う

に
、

シ

ク

教
に

お

い

て

は
、

共
同

体
に

お

け

る

日

常
生

活
が
、

い

わ

ゆ

る

救
済
の

道
と

な

る
。

た

だ

し
、

こ

の

教
え

は

イ
ス
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ラ

ー

ム

的
な
日

常
生

活
に

お

け

る

聖

俗
一

元
と

は

異
な

る

面
を
も
つ

。

つ

ま

り
、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

日

常
行
為

と

宗
教
行
為
を

日
常
生

活

の

中
で

行
い

つ

つ

も
、

祈
り
や

清
め

な

ど

宗
教
行

為
を

聖
別
し
て

い

る

の

に

対
し
て

、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

影
響
を

受

け
た

シ

ク

教
で

は
、

同

様
な

ス

タ
ン

ス

を

と

り
な
が

ら

も
、

神
の

遍
在

性
と

い

う
視
点
か

ら
、

農
作
業
や

商
業
行
為
そ
の

も
の

が
、

救
済
と

み

な

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

　
こ

こ

に

は
、

世
俗
主

義
を

唱
え

た

大

乗
仏
教
に

通
じ
る

聖

俗
一

致
の

日

常
生

活
の

聖

化
の

教
え
が

あ
る

。

つ

ま

り、

大
乗
仏
教
の

世

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

嬉）

俗
主

義
を

推
し

進
め

た

日
本
の

鈴
木
正
三

の

「

世
法
即

仏
法

、

仏
法
即

世
法
」

と
い

う
発

想
と

同
様
な

思
想
で

あ

る
。

こ

の

よ

う
に

現

実
世
界
を

修
行
の

場
、

救
い

の

場
と

す

る

ナ

ー
ナ

ク
に

と
っ

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
と

イ
ス

ラ

ー
ム

と

の

宗
教
対
立

同
様
に
、

克
服
し

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

も
の

が

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
力

ー
ス

ト
・

ヴ
ァ

ル

ナ
（
以

下
カ

ー

ス

ト
と

略
記）

制
度
で

あ
っ

た
。

こ

の

制
度
へ

の

賛

否
を

巡
り

イ
ン

ド

の

宗
教
史
は

大
き

く
展
開
し

て

き

た

と

い

っ

て

も
過

言
で

は

な
い

。

　
　
　

　

カ

ー

ス

ト
制
度
と

ナ

ー

ナ

ク

　

日

常
生

活
こ

そ

宗

教
生

活
で

あ

る
、

世
俗
世

界
こ

そ

救
い

の

場、

修
行
の

場
で

あ
る

と

教
え

る

シ

ク

教
徒
は
、

イ
ン

ド

に

お

い

て

は
、

進
取

気
質
と

勤
勉
さ

で

知
ら

れ

て

い

る
。

現

在
で

こ

そ

経
済

発
展
が

進
み

、

シ

ク

教
徒
の

旺

勢
な

経
済
活
動
は

、

社
会
的
に

目
立

た

な

く
な
っ

て
い

る

が
、

シ

ク

教
徒
の

イ
ン

ド

社
会
に

お

け

る

活

躍
は

そ

の

人
凵
に

比
し

て

顕

著
で

あ
っ

た
。

そ
の

理

由
の
一

つ

は
、

シ

ク

教
が

カ

ー

ス

ト

を

否

定
し

て

い

る

こ

と

に

あ
る

。

と
い

う
の

も
、

ヒ

ン

ド
ゥ

i
教
の

教
理

と

密
接
に

関
係
す

る
カ

ー
ス

ト

制

度

は
、

宗
教
教
理
が

日
常
倫
理
を

根
底
か

ら

規
定
し
て

い

る

典
型
的
な

事
例
で

あ
り

、

こ

の

カ

ー

ス

ト

制
の

存

在
が

、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
を

基
礎
づ

け

て

い

る
、

と

い

っ

て

も

過

言
で

は

な
い

。

し

か

も

そ

の

カ

ー
ス

ト

制
は

、

宗
教

的
な

救
済
と

世
俗
生
活
が

密
接
不

可

分
に

結
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　ハ
ー9）

び

付
く

た

め

に
、

社
会
的
な

差
別
を

生
み

出
す
原

因
と

も

な
っ

て

い

る
。

　

カ

ー

ス

ト

制

度
は

、

正

に

宗
教
教
理

が

世
俗

社
会
の

あ
ら

ゆ
る

場
面
に

深
く

影
響
し

て

い

る
と

い

う

意
味
で
、

イ
ン

ド

多
数
派
を

占

め

る
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
に

お

け
る

「

宗
教
か

ら

倫
理
へ

」

を

考
え
る

上
で

は

不

可
欠
な

テ

ー
マ

で

あ
る

。

そ
し

て

こ

の

カ

ー
ス

ト

制
へ

の

い

わ

ば

挑
戦
こ

そ
、

イ
ン

ド

に

お

け

る

非
ヒ

ン

ド

ゥ

i
系
宗
教
の

存
立

基
盤
で

も
あ
る

。

つ

ま

り
、

仏
教
を

は

じ

め
、

シ

ク

教
の

よ

う

な

イ
ン

ド

で

生
ま

れ
た

宗
教
か

ら
、

イ
ス

ラ

ー

ム

や

キ

リ
ス

ト

教
と
い

う
よ

う
な

外
来
宗

教
ま

で
、

人
口

比

に

お

い

て

も

社
会
的
な

伝

統
か

ら
い

っ

て

も
正

統
と

呼
べ

る

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
に

対
す
る

戦
略
と

し

て
、

あ

る
い

は

真
に

人
道
的
見
地
か

ら
、

カ

ー
ス

ト

制
を

批

判

　

　

　
〔
20）

し

て

き

た
。

　

カ

ー
ス

ト

制
の

過
酷
さ

は

周
知
の

こ

と

で

あ
る

が
、

シ

ク

教
も
こ

れ

に

激
し

く

反
対
し

た
。

特
に

ナ

ー

ナ

ク

は

　

　

カ

ー
ス

ト
（」
鋤

巳

の

力
（

冨
慧
）

と

は

何
か

？

　
〔

カ

ー

ス

ト

は
〕

毒
（

ヨ

咢
o

邑

を

手
に

す

る

（
ご
量
）

よ

う
な

も

の
、

食
べ

れ

　

　

ば

死
ぬ

の

が

真
実
（
臣

皀

で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
OO

。。

ら
昌
幽

・。）

と

批
判
し

て

い

る
。

　

低

位
の

階
級
出

身
者
の

多
か

っ

た

シ

ク

教
徒
に

と
っ

て

カ

ー

ス

ト

制

度
は

、

忌
ま

わ
し

い

存
在
で

あ
っ

た
。

そ

の

た

め

に

　

　

誰
で

も
、

四

つ

の

カ

ー

ス

ト

が

あ
る

と

い

う
。

し

か

し

全
て

は

神
が

お

つ

く

り

に

な
っ

た

も
の

。

…

誰
で

も
、

五

つ

の

要

素

　

　

（

室
ε）

で

体
は

で

き

て

い

て
、

増
減
（
く

p
α
7

置
ず

曾
ご

は

な
い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
OOo
り

も
」
に
゜・）

　

　

あ

な

た

は

内
な

る

光
（

ぢ
臨）

に

従
い

な

さ
い

。

価
値
の

な

い

カ

ー
ス

ト
（」
・

巳

に

従
っ

て

は

な

ら

な
い

。

　
　
　
（
ooo

り

も゚
G 。

お）

こ

の

よ

う
な
ナ

ー
ナ

ク

の

教
え

が
、

シ

ク

教

徒
の

合
理

主
義
的
プ
ラ

グ
マ

テ
ィ

ズ
ム

の

精

神
を

育
て

た

と
い

う
こ

と

は

想
像
に

難
く

な

適
。

し

（622） 334
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イ ン ド宗教 に お け る 「宗教 と倫理 」の 関係性の 考察

　

カ

ー

ス

ト

制

度
の

差
別
に

苦
し

ん

で

き

た

多
く
の

シ

ク

教
徒
は

、

カ

ー

ス

ト

を
捨
て

る
、

つ

ま

り
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
を

捨
て
、

シ

ク

教

に

改

宗
す

る

こ

と

で
、

新
し
い

宗
教
世

界
を

獲
得
し

、

新
し
い

世
俗
倫
理

に

生
き

る

こ

と

で

新
し
い

救
い

を

獲
得
し

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

ほ

ど

に

イ
ン

ド

に

お

い

て

カ

ー
ス

ト

制
度

、

つ

ま

り

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ダ
ル

マ

は

堅
固
な

の

で

あ

る
。

こ

こ

に

も

イ
ン

ド

特
有
の

宗
教

と

倫
理

の

関
係
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

る
。

ま
と

め

に

代
え
て

　

こ

の

よ

う
に

イ
ン

ド

に

お

け

る

宗
教
改

革
・

社
会
改

革
を

目
指
し

た

ナ

ー

ナ

ク

お

よ

び

シ

ク

教
で

あ
っ

た

が
、

そ
の

歴
史
は

決
し

て

穏
や

か

な
も
の

で

は

な
か

っ

た
。

特
に

、

ナ

ー

ナ

ク

を

引
き

継
い

だ

九
人
の

グ
ル

の

内
三

人
が

ム

ガ
ル

皇
帝
に

よ

り

処
刑
あ

る

い

は

暗

殺
さ

れ

る

と
い

う

不
幸
な

歴

史
は

、

シ

ク

教
を
平

和
の

集
団
か

ら

軍
事

集
団
（

匪
巴
ω
四）

へ

と

変

貌
さ

せ
、

そ

の

教

義
も

倫
理
観
も

大

き

く

変
貌
さ
せ

た
。

現
在
の

シ

ク

教
徒
が

タ
ー

バ

ン

を

巻
き

、

髭
を

伸
ば

す
と

い

う

独
特
の

習
俗
を

宗
教
的
義
務
と

し

て

い

る

の

も
、

こ

の

不
幸
な

歴
史
の

巾
で

定
め

ら

れ

た

も

の

で

あ
る

。

実
に

、

酷

暑
の

イ

ン

ド

の

な
か

で

も

有
数
の

高
温
の

地
パ

ン

ジ
ャ

ー

ブ
に

お

い

て
、

シ

ク

教

徒
の

習
俗
は

苦
行
に

も

等
し
い

も
の

で

あ
る

が
、

こ

の

習
俗
も
真
理
実

現
の

た

め

の

倫
理

規
定

、

つ

ま

り

神
の

意
志
（
フ

カ

ム
）

の

実
践
と

し

て

シ

ク

教

徒
は

、

却
っ

て

そ

れ

を

誇
り

と

し

て
い

る
。

こ

の

よ

う
な
シ

ク

教
独

自
の

習
俗
を

義
務
と

と

ら

え

る
一

方
で

、

カ

ー
ス

ト

制
に

よ

る

食
事
や

職
業、

さ

ら

に

は

民
族
意

識
か

ら

自
由
な

シ

ク

教
徒
は
、

イ
ン

ド

の

近
代
化
に

大
き

く

貢
献
し

て

き

た

し
、

ま

た

イ
ン

ド

国
内
の

み

な

ら

ず
世
界

各
地
へ

の

移
住
を

積
極
的
に

行
い

、

イ
ン

ド

人
の

海

外
移
民
の

多
く

を
シ

ク

教

徒
が

占

め

い

て

い

た

時

代
も

あ

る
。

現
在
で

も

東
南
ア

ジ

ア

や

ア

メ

リ
カ

、

カ

ナ

ダ
、

東
部
ア
フ

リ

カ

に

お

い

て

多
く
の

シ

ク

教
徒
が

活
躍
し

　

　（
22）

て

い

る
。

こ

の

よ

う
に
、

シ

ク

教
の

合
理

的
で

現
実
重

視
の

教
え
は

、

彼
ら

を

イ
ン

ド

の

カ

ー

ス

ト

制

度
の

桎
梏
や
ヒ

ン

ド
ゥ

i
・

イ
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ス

ラ

ー
ム

の

対
立
か

ら

解

放
し
、

さ

ら

に

イ
ン

ド
の

大
地
か

ら

も
、

他
の

宗
教
に

比
べ

て

積
極
的
に

移
民
す

る
こ

と

を

可
能
に

し
た

。

筆
者
は

近

年、

東

南
ア
ジ

ア

に

お

け
る

シ

ク

教
移
民
の

調
査
を

手
掛
け
て

い

る

が
、

タ
イ

や

シ

ン

ガ

ポ

ー
ル

、

そ

し

て

香
港

、

マ

レ

ー

シ

ア
に

お

け

る
シ

ク

教
徒
の

活
動
は
一

〇
〇

年
以
上

の

歴
史
を

持
ち
、

グ

ル

ド
ワ

ラ

（

シ

ク

教
の

寺
院
）

を

中
心
に

信
徒
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

を

形

成
し

相
互

扶
助
の

活

動
を

し

て

い

る
。

特
に

、

タ

イ

の

シ

ク

教
徒
は

、

シ

ン

サ
バ

寺
院
を

中
心
に

、

約
三

万
人
の

シ

ク

教
徒

が
、

宗
教

即
倫
理

の

生

活
ス

タ

イ
ル

で

活
動
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

以
上

の

よ

う
に

、

イ
ン

ド

に

お
い

て

宗
教
と

倫
理

は
、

単
な

る

抽

象
的
な

結
び
つ

き

で

は

な

く
、

［

冂

常
生

活
や

世
俗
生

活
に

直
接
強
い

影
響
を

与
え
る

も
の

で

あ

る
、

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。
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注
（
1
）
　
日

本
人
の

中
に

は
、

無
宗
教
と

自
認
し

つ

つ

宗
教
的
な

行
為
を

大
事
に

す

る

と

い

う、

宗
教
意

識
の

ね

じ

れ

が

あ
る

。

こ

の

意
識
の

ね

じ

れ

を
生
む

　
　
原
因
の
一

つ

に、

「

宗
教
」

と

い

う

言
葉
の

問
題
が

あ
る
。

具

体
的

事
例
は、

日

本
放
送

協
会

編
「

現
代
H
本
人

の

意
識
構
造
』

口

本
放
送
協
会、

二

　
　
〇
〇
四

年
参
照

。

こ

の

点
に

関
す
る

考
察
は

拙
著
『

癒
し

鎮
め

と

日
本
の

宗
教
』

北
樹
出
版、

二

〇

〇
九
年
を
参
照

。

（
2
）
　
「

宗

教
」

に

関
す
る

研
究
は、

拙
論

、

オ
ウ
ム

事
件
は

何
を

物
語
っ

て

い

る

か
」

（
『

麗
沢
大

学
学
際
ジ
ャ

ー

ナ

ル
」

三

巻
二

号、

一

九

九
五

年、

一

　
　
−

二

〇
頁）

に

お

い

て、

中
村
元
博
上、

川
田

熊
太
郎

博
士、

鈴
木
範
久
博
士
ら
の

先
行
研
究
を
用
い

て、

古
代
か

ら

現

代
ま
で

の

意
味
の

変
遷
を
詳

　
　
し

く
検
討
し

た
。

ま

た、

翻
訳
語
の

問
題
点
は

柳
父
彰
「
翻
訳

語
成
立

事
情
』

岩
波

書
店、

一

九
八
二

年
を

参
照

。

（
3

）

「°

コd
ヨ
ヨ
。

話
こ゚

軍
巴
）

欝
簿
P

ミ
職
執

§

専
ミ

犇

O
§
佑

§
、

ぎ
ミ、
ご

蕊

ミ
ミ

9
ミ
ミ

愚
亀

ミ
透

O
瀞

ミ
§
鷺
尹

〉
°・

疼
。゚

鼠

ぎ
σ゜

9°
bOO
メ

　
　
b
℃°

に
−

H
 ゜

（
4

）

虱
飢

二
〕

山
 ゜

（
5

）

　
イ
ス

ラ

ム

に

関
し
て

は
片

倉
も
と

子
編
『

講
座
イ

ス

ラ

ー
ム

世
界
1

』

栄
光
教
育
文
化

研
究
所、

一

九
九

四

年
参
照

。

〉°

即

oり

ぎ
鼻

bo
、

恥

§
へ

　
　
b
も

壽

ミ
げ

尋

加

膏

ミ．
ピ
o
ゴ
o
困

9

這
。 。

ω゜
「卩
℃
Φ

け

Φ

目
P

房
匙
ミ、

国

O
黛

ミ
鴨

誉
晩

鳶
ミ
劬

ミ“・
職

6
譜

ミ
累
封

蕊噌
℃
「

ぎ
o
Φ
酔

o
づ

¢

巳
く
Φ

話
騨
《

勺
「

Φ
゜。

°・’
NO

置

な

ど

　
　
参
照

。

（
6
）
　

奪
ミ

§

肉
ミ
簿
牲

6
駐
鴇

ミ
、

ぎ
ミ
艶

§
勃

§
へ

9
ミ
§
愚
ミ
§

疉

O
冲

ミ
、

§
晦

舞
眉

』
O°
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（
7）
　
中
村
元
「

宗

教
と

社
会

倫
理
』

岩
波

書
店

、

一

九
五

九

年
参
照。

さ

ら

に
一

般
論
と

し

て

は、

廣
松
渉
他
『

哲
学
・

思
想
事
典』

岩
波
書
店、

一

九

　

　
九
八

年、

あ
る

い

は

「

倫
理

思
想
辞
典
』

山
川
出
版
社、

一

九

九
七
年
な

ど

の

関
連

項
凵
参
照

。

（

8
）
　
こ

の

点
に

関
し

て

下
田
正

弘
−

開
か

れ

た

倫
理
へ

　

　
古

代
イ

ン

ド

に

お

け
る

仏

教
の

出
現
」

（
加
藤

信
朗
編

著
『
共
生
と

平

和
へ

の

道
』

春
秋
社、

　

　
二

〇
〇
五

年）
、

一

四

九
−
一

六
四

頁
は、

興

味
深
い

論
文
で

あ
る

。

（

9
）
　
た

だ

し
、

こ

の

よ

う
な
極

端
な

意
見
に

た
い

し

て
、

注
意
を

促
す
研
究
も
あ
る

。

円
o

日

貯
→

冨
冨
お

警
ミ

§
ミ
ぎeZ

Φ

≦

∪
Φ

巨
bOO
ら゜

（

10
）
　
小

谷
江
之
編
「

南
ア

ジ

ア

史
2
』
（
世
界
史
大

系）

山

川
出
版
社、

二

〇
〇
七

年、

七
五

頁
以
下

。

（

11
）

　
小

谷
前
掲
書

、

八

八

頁
。

（

12
）

　
小

谷
前
掲
書

、

八

Q
頁

。

拙
著
『

シ

ク

教
の

教
え
と

文
化
』

平
河
出
版
社、

一

九

九、
．

年
。

（

13
）
　
拙
論

ー

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
和
思

想
と

そ
の

現
代

的
意

義
」

（
『

宗
教

研
究
」

三

四
】

号、

二

〇

〇
四

年）
、

一

五

七

−
一

七
九
頁
参
照

。

（

14
）
　
P
ω．
鬥

σ

竃
け
。゚

oP

ミ
ミ
尋

釁
琳

艶一

℃
暈

a
ぎ

オ

卑闘
o

蠧一

零
o
ω

。゚、

O
Φ

転
し
つ。

。。

。。

張
ε゚

ロ
ミ
O°

（

15
）

　
ナ

ー
ナ

ク
に

関
す
る

資
料
は

、

前
掲
拙

著
『

シ

ク
教
の

教
え

と

文
化
」

参
照。

（
16
）
　
士

井
久

弥
『

イ

ン

ド

の

諸

宗
教
』

佼
成

出
版
社

、

一

九
七
三

年、

一

七

七
貝。

（
17
）

　
日

巨
oo

げ

皀
oQ

ぎ
呶

戸

O
ミ
§

≧
訂

ミ
蝕

U
巴

ぼ

仁
 

塾゚

（
弼）

　
鈴
木
正一．一
に

関
し

て

は、

神
谷

満
雄
『

現

代
に

生
き

る
勤
勉
の

哲
学
』

PHP

研
究

所、

二

〇
〇
一

年
な
ど

神
谷
氏
の

研

究
に

詳
し

い
。

神
谷
氏
が

　

　
中
心
と

な

り
「

鈴
木
正
三

顕

彰
会
」

が

結
成
さ

れ、

機
関
誌
も

出
て

い

る
。

（
19）
　
ン

宀

〉

ぞ
四

斜

暴
鞘

G
ミ
ミ

ミ
へ

黙
ミ
纔
笥

ミ
丶

掴

ミ
30

巴
2
茸
叫

」
 

巽。

d⇔°

芝
四

節
Φ

♂

窺
ミ
職
ミ

尸
§
ミ
算

20

≦

U
Φ

ぎ
翻

一

 

器胴

（
20）
　
仏

教
の

カ

ー

ス

ト

批
判
に

関
し
て

は、

拙
著

『

イ

ン

ド

仏
教
は

な
ぜ

亡
ん

だ
の

か
』

北

樹
出

版
、

一
、

○
〇
三

年
。

（
21）
　
〉
＜

B
吋

ω

監

惇鷺

韓
ミ
携

黛

ミ
焼

鵯

寒
F

勹
隹

ヨ

書団
¢

巳
く
Φ

磊凶
冖

団

牢
霧
。゚噛

巳
G。

ρ

署
」
躍
−

顧
9

（
22
）

　
グ
ル

ン

ダ
ル

・

シ

ン

（

保
坂
訳）

「

シ

ク

教
」

春
秋
社、

二

〇
〇
七

年、

六

−
七

頁
あ
る

い

は、

拙
著
「

シ

ク

教
の

教
え

と

文
化』

平
河
出

版
社、

　

　
一

九
九
二

年、

一

九
一

−
一

九
四

頁
参
照

。

（
23）
　
現

在
タ

イ

と

マ

レ

ー

シ

ア
の

シ

ク

教
徒
に

関
す
る

研
究
を

実
施

中
で

あ
る

。

こ

の

研
究
は

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
A）

「

イ
ン

ド

思

想
の

多

　

　
元
的

共
存
と

寛
容
思

想
の

解
明
」

（
研
究
代
表

者
　
釈
悟
震）

並
び
に

同
（
BV

「

ア

フ

リ
カ

と

ユ

ー
ラ

シ

ア
に

展
開
す
る

宗

教
と

商

業
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

　

　
ク
に

関
す
る

歴
史
人

類
学
的
研
究
」

（

三

島
禎
子
）

・

同
（
C
）

「

イ
ン

ド
仏
教

衰
亡
に

関
す
る

基

礎

的
研
究
」

（
保
坂

俊
司）

の

研
究
成
果
を

用

い

て

い

　

　
る

。
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