
ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

敏

観
 
(
増

原
)
 

一
五
〇

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン

ダ

の
宗

教

観

-
近

代

イ

ン
ド
思
想
史
研
究

2
-

増

原

良

彦

一
 
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
生

涯

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ
 
(
s
v
a
c
m
i
 
v
i
v
e
k
a
n
a
n
d
a
,
 
1
8
6
3
-
1
9
0
2
)

は
本

名

を

ナ

レ
ー

ン
ド

ラ

ナ

ー

一

・
ダ

ッ
タ
 
Z
a
r
e
n
d
r
a
n
a
t
h
 
d
a
t
t
a

と
呼

び
、
ク

シ

ャ

ト

リ

ヤ

の
出

身

で
あ

る
。

一
八

六
三

年

一
月

十

二

日
、

カ

ル
カ

ッ
タ
北

部

の

シ

ム
ラ

ー
地

嘩

に
生

ま

れ
、

同

地

で

初
等

・
中

等

お

よ

び
大

學

教

育

を

受

け

た
。

こ

の
大

學

在

學

中

に

一
英

人
敏

師

か

ら

ラ
ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ
 
(
r
a
m
a
k
r
a
n
a
,
 
1
8
3
6
-
1
8
8
6
)
 

と

い
う

聖

者

の

存

在

を
聞

か
さ

れ

た

の
を

機

縁

に
、

彼

は

こ

の
人

物

に

深

く
傾

倒

し
、

師

と
仰

ぐ

に
至

つ
た
。

師

の
死

後

は

そ

の
遺

徳

を

偲

び
、

ま

た

そ

の
激

え

を

弘

め

る

た

め
、

師

の
名

を

冠

し

た
敏

團
、

ラ
ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ
.

ミ

ッ

シ

ョ
ン
 
t
b
e
 
r
a
m
a
k
r
i
s
b
n
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 

を

設

立

し
、

傳

道

活

動

に
從

事

し
た
。

一
八
九

三
年
、

シ
カ

ゴ

で
世

界

宗

敏
會
議
 
t
h
e
 
w
o
-

r
l
d
s
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
o
f
 
r
e
l
i
g
i
o
n
s
 

が

開

催

さ

れ

る

や
、

彼

は

ヒ

ン

ド

ゥ

ィ

ズ

ム
を

代

表

し

て
参

加

し
、

嘉

衆

を

魅

了

す

る

講

演

を

行

な

つ
て

二
躍
そ
の
名
は
世
界
的
と
な
つ
た
。
こ
の
た
め

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
・

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
活
動
も
世
界
的
規
模
に
ま
で
振
が
り
、
各
地
に
セ
ン
タ

ー
が
建
て
ら
れ
た
。

一
九
〇
二
年
七
月
四
日
、
彼
は
三
十
九
歳

の
若
さ

で
死
亡
し
て
い
る
。

こ
の
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
生
涯

か
ら
、
特
筆
す
べ
き
事
件

・

轄
機
を
學
げ
る
と
す
れ
ば
、
第
二

に
、
師
ラ
ー

マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
の
出

會
い
、
第
二
に
世
界
宗
敢
會
議

へ
の
出
席
を
學
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前

者
は
彼
の
内
面
的
・精
紳
的
畳
醒
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
彼

の
外
面
的

・
世
間
的
-
し

か
も
こ
の
場
合
は
、
同
時
に

「
世
界
的
」

で
あ
つ
た
こ
と
、を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
-
確

立
と
評
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
第

一
の
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
の
濯
遁

か
ら
師

へ
の
絶
封
蹄
依
に
至
る
彼
の

「
魂
の
目
魔
め
」
が
、
そ
の
宗
教

な
い
し
思
想
を
解
す
る
上
に
重
大
な
鍵
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ

く
も
な
い
が
、
他
方
、
第
二
の
世
界
宗
教
會
議

へ
の
参
加
も
、
近
代
イ

ン
ド
思
想
史
に
お
け
る
彼
の
位
置

・
意
義
を
見
る
上
で
、

い
わ
ば
象
徴
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的

な
事

件

と

し

て
忘

れ

る

わ

け

に

は
行

か

な

い
。

師

ラ

ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ
と

の
遡
遁

以

前
、

す

で

に
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

は

サ

ー

ダ

ー

ラ

ン
・
ブ

ラ

ー

フ

マ
・
サ

マ
ー

ジ
 
s
a
d
b
a
r
a
n
 
b
r
-

a
b
m
a
 
s
a
m
a
j
 

に
接

近

し

た

り
、

あ

る

い

は
デ

ー

ベ

ー

ン

ド

ラ

ナ

ー

ト

・
タ
ゴ

ー

ル
 
(
b
e
b
e
n
d
r
a
n
a
t
h
 
t
a
g
o
r
e
,
 
1
8
1
7
-
1
9
0
5
)
 

を

訪

ね

る

等

の
、

師

を

求

め

て

の
遍

歴
を

行

な

つ
て

い
た
。

し
た

が

つ

て

ラ

ー

マ
ク
リ

シ

ュ
ナ

と

の
出

會

い

も
軍

な

る

偶
然

と
は

い

え
な

い
。

ヴ

ィ

ヴ

等
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
方

で

そ

れ

だ
け

の
準
備

を
も

つ
て

の

上

の

こ

と

で

あ

つ
た
。
ソ
た

だ

し
、

彼

が

初

め

て

ラ
ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ

の
存

在

を

知

つ

た

の
は
、

最

初

に

も

鰯

れ

た

よ

う

に
、

二
英

人

敏

師
 
h
a
s
t
i
e
 

の
講

義

(
1
)

の
際
で
あ
り
、

い
わ
ば
自
國
の
宗
教
を
西
洋
経
由
で
獲
見
し
た
こ
と
と

な
る
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
近
代
イ
ン
ド
思
想
史
に
お
け
る

「傳
統
思

想
」

の
再

獲
見
 
(す
な
わ
ち
、
換
言
す
れ
ば
傳
統
化
)
 の
経
路
を
象
徴

的
に
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
師
と
の
最
初
の
出
會

い
の
折
、

師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
の
方
で
は
直
感
的
に
こ
の
者
こ
そ
自

己
の
衣
鉢
を
纒
が
せ
る
に
足
る
も
の
と
の
信
頼
を
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ

嘱

(
2
)

ン
ダ
に
寄
せ
て
い
る
が
、
後
者
の
側
に
は
些
か
の
逡
巡
が
残

つ
て

い

た
。
お
そ
ら
く
こ
の
逡
巡
は
、
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
近
代
的
教

養
-
し

た
が
つ
て
西
洋
的
思
考
-
を

身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
に
起

因
す
る
と
思
わ
れ
、
西
洋
 
(
=
近代
思
想
)
 と

イ
ン
ド
 (
=
傳統
思
想
)

と
の
距
離
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
た
め

ら
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
-
あ

る
い
は
、
そ
れ
故
に
-
、

彼
と
ラ
ー

マ
ク
リ

シ

ュ
ナ
と

の
結

合

・
師

弟
關

係

は
、
後

日
、

「
あ

た

か

も

キ

リ

ス

ト

の
福

音

と

聖

パ
ウ

ロ
と

の
關

係

に

類
似

し

て

い
る
」

と

評

さ

れ

る

ま

(
3
)

で
に
確
定
し
て
行
つ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
爾
來
、
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
の
教
え
に
生
き
、
師
の
敢
え
た
眞
理
を
人

々
に
傳
達
す
る
こ
と
に

自
己
の
使
命
を
措
定
し
て
行
く
。
前
記
ラ
ー

マ
グ
リ
シ
ュ
ナ

・
ミ
ッ
シ

ョ
ン
が
、
こ
の
傳
道
活
動
の
櫨
鮎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

'と
こ
ろ
で
、

こ
の
傳
道

の
封
象
は
輩
に
イ
ン
ド
人
に
限
ら
な
い
。
結

果
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
重
黙
は
外
國
人
、
殊
に
欧
米
人
に
置
か
れ
て
い

(
4
)

た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
海
外
布
教

へ
の
足
場
を
設
定
す
る
機
會
と
な
つ

た
の
が
、
一
八
九
三
年
九
月
、
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
世
界
宗
教
會
議
で

あ
る
。
こ
の

「會
議
」
は
東
西
諸
宗
敏
の
代
表
者
が

一
堂
に
會
し
て
話

し
合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

イ
ン
ド
か
ら
は
神
智
協
會

t
h
e
 
t
h
e
o
s
o
h
i
c
a
l
 
s
o
c
i
e
t
y
、

ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
 
t
b
e
 
b
r
a
-

b
m
a
 
s
a
m
a
j
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
 
(
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
)
、
佛
教
 
(
セ
イ
ロ
ン
)

が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
を
派
遣
し
、
當
時
三
十
歳

の
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
は
南

イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ
ム
を
代
表
し
て
出
席
し
た
。
「會

議
」
の
席
上
で
の
彼
の
六
同
に
わ
た
る
講
演
は
、
難
衆
に
殊
の
外
の
感

銘
を
與
え
た
。
「彼
こ
そ
疑
い
も
な
く

こ
の
宗
敏
會
議

の
最
大
人
物
で

あ
る
。
彼
の
講
演
を
聞
い
た
あ
と
で
は
、
か
か
る
文
化
を
持
し
た
國

々

へ
宣
教
師
を
派
遣
す
る
こ
と
が
、

い
か
に
も
馬
鹿
げ
た
こ
と
に
思
え
て

憾
り
な
い
。
」
と
、
當
時
の
新
剛
 
(
t
h
e
 
n
e
w
 
y
o
r
k
 
h
e
r
a
l
d
)
 
が

(
5
)

報
じ
て
い
る
。
以
後
三
年
間
、
彼
は
欧
米
各
地
を
旅
行

・
講
演
し
、
ま

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

教

観
 
(
増

原
)
 

一
五

一
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ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

ガ

ー

ナ

ン
7ダ

の
宗
教

観
 
(
増

原
)
 

一
五

二

た

一
八

九

六
年

二
月

に
は
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に

ヴ

ェ
ー
ダ

ー

ン
タ
協

會

t
h
e
 
v
e
d
a
n
t
a
 
s
o
c
i
e
t
y
 

を

設

立

し

た

の
を

皮

切

り

と

し

て
、

各

地

に

傳

道

の
櫨

鮎

を

設

定

し

て
行

つ
た

。

二
 

彼

の
折
口
學

お
よ

び
宗

 教
観

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー
カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

教

な

い
し
思

想

を

語

る

に
、

ラ
ー

マ

ク
リ

シ

ュ
ナ

の
そ

れ

を

無

視

で
き

な

い
が
、

そ

の

ラ

ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ

の
場

合
、

彼

は

カ

ー

リ

ー
女

神

の
崇
拝

を

中

心

と

し
た

ヒ

ン

ド

ゥ
イ

ズ

ム
を
端

緒

に
、

イ

ス
ラ

ー

ム
 
(
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
)
 や

キ

リ

ス

ト

教

に

接

近

し
、

紳

秘
膿

験

に

よ

り

そ

れ

ら

諸
宗

敏

を

自

己

の
中

に

撮
取

し

て

い

る
。

か

か

る
燈

験

に

よ

つ
て
、

そ

の
上

に
圭

張

さ

れ

た

の
が

諸
宗

教

の

表

面

的

な
差

異

の
裏

に
あ

る
-
と

い
う

よ

り
、

よ

り

高

次

の
次

元

に

獲

見

さ

れ

た
-
同

一
性
、

い
わ

ば
宗

敏

の

ド
グ

マ
を

超

え

た

と

こ

ろ

に
求

め
ら

れ

た

「
宗

教

そ

れ
自

髄

の
世

界

」

の
信

條

で

あ

つ
た
。

ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
惹

か

れ

た

の
は
、

ま

さ

し

く

こ

の
艦

験

の
重

味

に
他
な
ら
ず
、
彼
に
と
つ
て
師
の
背
後
に
横
た
わ
る
紳
秘
膿
験
こ
そ
、

ま
さ
に

「
イ
ン
ド
の
大
地
」
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
も
後
に
こ
の
髄
験

(
6
)

を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
も
師
の
指
導
に
負
う
も
の
で
あ
つ
た
。
反
面
、

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
は
近
代
的
教
養
が
訣
け
て
い
た
か
ら
、

こ
の
髄

験
を
思
想
化
し
て
行
く
仕
事
は
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
委
ね
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
鮎
に
お
い
て
二
人
の
師
弟
關
係
は
思
想
の
螢
み
に

お
け
る
分
業
關
係
に
あ

つ
た
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
つ
て
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
思
想
に
お
い
て
も
、
紳
秘

髄
験
な
ら
び
に
そ
の
鵬
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

「
宗
教
そ
れ
自
膿
の
世

界
」
の
信
條
が
、

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
場
合

と
同
様
に
重
要
な
位
置

を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
豫
想

さ

れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
繰
り
返
え
し
て
言
え
ば
、
ラ
ー
マ
ク
リ

シ
ュ
ナ
の
場
合
は
、

こ
の

信
條
が
あ
く
ま
で
髄
験
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も

の
で
あ
つ
た
し
、
ま
た

艦
験
の
世
界
を
限
つ
て
の
み
圭
張
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
宗

教
が
同

一
の
眞
理
に
辿
り
着
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
例
え
ば
ヒ
ン
ド
ゥ

イ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
が
同

一
の
眞
理
に
關
與
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

-
そ

の
信
條
は
、

い
わ
ば
修
行
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
。

こ
れ
に
封
し
て
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
の
場
合
、
彼
に
は
こ

の
信
條
を
思
想
的

・
哲
學
的
に
圭
張
で
き
る
だ
け
の
素
地
が
あ
つ
た
。

し
た

が

つ

て
、
ラ

ー

マ
ク
リ

シ

ュ
ナ
を
宗

教
家

と
規

定

す

れ
ば
、
む

し

ろ

ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
思
想
家

・
哲
學
者

の
範
躊
で
捉
え
る
方
が

安
當
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
彼
の
宗
敢
観
を
考
察
し
た
い
が
、
そ
の
場

合
、
考
察
の
内
容
は
あ
く
ま
で
彼
の
宗
教
観
で
あ
つ
て
彼

の
宗
教
 
(
あ

る
い
は
信
仰
)
 で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ

え

て
宗

敏

と
宗

教
観

と

の
差

を

考

慮

せ

ね

ば

な

ち

な

い
所

以

は
、

實

に

こ

の

ラ

ー

マ
ク
リ

シ

ュ
ナ
と

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
思

想

の
螢

み

の
差

に

基

づ

く

か
ら

で
あ

る
。

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
思

想

に
見

ら

れ

る
顯

著
な

特

徴

は
、

そ
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の
普
遍
圭
義
 
u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
s
m
 

的
観
貼
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
宗
教
観

(
7
)

に
お

い
て
も

適

用

さ

れ

る

も

の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

普

遍

圭
義

と

は
、

個

物

が
普

遍

に
關

與

す

る

こ
ど

に

よ

つ
て

そ

の
存

在

意

義

を

獲

得

す

る

と

い

つ
た
考

え

方

で
あ

り
、

宗

教

に
關

し

て
言

え

ば

二

な

る

普

遍

宗

教

」

の
存

在

を

前

提

と

し

て
、

個

別
宗

敢

の
存

在

お

よ

び
存

在

意

義

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

に
な

る
。

し
か

も

こ

の
場
合
、

個

物

が
普

遍

に

關

與

す

る
貼

に
重

黙

を

移

し

て
考

察

す

れ

ば
、

こ
れ

は

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

に
限

ら

ず
、

卓

れ

て

イ

ン

ド
的

な

思
惟

で

あ

る

こ

と

に
氣

つ

く
。

す

な

わ
ち
、

こ
う

し

た

世

界

観

は
、

ブ

ラ

フ

マ

ン
 
(
梵
)
 と

ア

ー

ト

マ
ン
 
(
我
)
 の
合

一
を

読

く

ヴ

ェ
ー
ダ

ー

ン

タ

の
思

想

の
系

譜

に

つ

な

が

る

も

の

で
あ

り
、

ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ
ーン
ダ

の
哲

學
も
、

こ

の

ヴ

ェ
ー
ダ

ー

ン
タ
學

派

に
直

結

す

る

も

の

で
あ

つ
た
。

し

た

が

つ

て
、

ヴ

ィ

ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
哲

學

的
世

界

観

は

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ン
タ

の
そ

れ

で

あ

る

が
、

彼

は

そ

の

ヴ

ェ
ー

ダ

ー

ン
タ

の
世

界

(
8
)

観
を
三
つ
に
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
二
元
論
 
d
v
a
-

i
t
a
,
 
t
h
e
 
d
u
a
l
i
s
t
i
c
.
 

田
制
限
不
二
論
 
v
i
s
i
s
t
a
d
v
a
i
t
a
,
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
f
i
e
d

n
o
n
-
d
u
a
l
i
s
t
i
c
.
 

個
不
二

一
元
論
 
a
d
v
a
i
t
a
,
 
t
h
e
 
n
o
n
-
d
u
a
l
i
s
t
i
c
.
 

の

三
派
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
派
に
共
通
し
て
い
る
貼
も
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
神
 
(
絶
封
者
)
 を
信
じ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
ヴ

ェ
ー
ダ

聖
典
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
宇

宙

の
開
展

・
循
環

(-
創

造

存
績

・
蹄
滅
の
循
環
過
程
-
)
 
を
信
じ
て
い
る
こ
と
の
三

貼
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
三
派
は

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

二

元
論
で
は
神
 
(創
造
者
)
 と
人
間
と
が
分
離

・
封
立
し
て
お
り
、
悪
の

問
題
な
い
し
救
濟
の
問
題
を
解
明
し
え
ず
、

ま
た
制
限
不
二
論
は
神
が

宇
宙
の
動
力
因
で
あ
る
と
同
時
に
質
料
因
で
あ
る
こ
と
を
圭
張
す
る
貼

で
は
不
二

一
元
論
と
同
じ
で
あ
る
が
、
紳
と
宇
宙
と
の

一
髄
性
に
關
し

て
は
、
不
二

一
元
論
に
比
べ
て
徹
底
さ
を
鉄

く
。

こ
れ
ら
に
封
し
て
不

二

一
元
論
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
神
は
宇
宙
の
動
力
因
で
あ
る
と
同
時
に

質
料
因
で
あ
り
、

こ
の
宇
宙
は
神
な
る
唯

二
の
實
在
で
あ
る
と
見
る
。

そ
れ
故
、

二
元
論
は
ご
く
普
通

の
宗
教
信
仰

の
立
場
で
あ
り
、

こ
の
二

元
論
と
、
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
學
の
事
實
上

の
立
場
を
代
表
す
る
制
限

不
二
論
が
、
イ
ン
ド
人
の
宗
教

の
殆
ど
大
多

数
を
占
め
る
立
場

で
あ

る
。
不
二

一
元
論
は
あ
ま
り
に
高
度

で
あ
り
、
深
遠
な
た
め
、
多
く
の

人
々
の
宗
教
と
は
な
り
得
な
い
が
、
し
か
し

こ
の
不
二

一
元
論
こ
そ
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
學
の
根
本
で
あ
る
、

-
と
彼
は
見
て
い
た
。
し
た

が
つ
て
、
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
宗
敏
的

・哲
學
的
世
界
観
の
根
底

に
、
こ
の
不
二

一
元
論
が
存
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
の
立
場
が

ユ
ニ
ヴ
ァ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
蹄
着
し
て
い

く
わ
け
で
あ
る
。

以
上
は
彼
の
哲
學
思
想
の
概
観
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ

ー
ナ
ン
ダ
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ

「宗
敏
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
の

哲
學
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
、

個
神
話
 
m
y
t
h
o
l
o
g
y
、

個
儀
禮
 
r
i
t
u
a
l
、

の

(
9
)

三
つ
の
部
分
よ
り
成
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「
哲
學
」
と

は
、
そ
の
宗
敏
の
全
領
域
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
原
則
を
示

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ
ー

ナ

ン
ダ

の
宗

敢

観
 
(
増

原

)
 

一
五

三
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ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

数

観
 
(
増

原

)
 

一
五

四

し
、
そ
の
宗
教
の
抱
く
目
標
お
よ
び
目
標
の
達
成
手
段
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
る
-
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に

「神
話
」
と
は
、
「
哲

學
」
を
よ
り
具
象
化
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

「神
話
」

を

一
暦
ざ
ら
に
具
象
化
し
た
も
の
が

「
儀
禮
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し

た
が
つ
て
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
宗
敏
観
に
あ

つ
て
は
、
、い
か
な

る
宗
敏
に
お
い
て
も
そ
の
基
本
部
分
を
な
し
て
い
る

「哲
學
」
が
、
非

常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
、
宗
敬
理
解
の
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

つ
た
。

そ
し
て
こ
の

「
哲
學
」
の
部
分
を
中
心
に
、
宗
教
を
形
而
上
學

的
に
解
明
し
た
も
の
が
、
前
述
の
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
學
の
三
つ
の
思

想
系
譜

に
相
當
す
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
宗
敢
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
學
・紳
話
・儀
禮
を
有
し
て
い
る

-
と

い
う
事
實
の
中
に
、
宗
教
が
い
わ
ゆ
る
宗
派
圭
義
に
堕
す
る
危

瞼
が
漕
ん
で
い
る
、
と
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
考
え
た
0
各
々
の

宗
教
が
自
己
の
哲
學
な
い
し
紳
話

・
儀
禮
を
絶
封
視
し
、
互
い
に
他
を

排
斥
し
合
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
宗
敢
相

互
の
間

に
存
在
し
て
い
る
距
離
は
、
そ
れ
ら
諸
宗
敏
を
超
越
し
た

「普

遍
宗
教
」
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
敏
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
心
情

・
人
種

・

言
語
等

の
違
い
に
鷹
じ
て
適
用
さ
れ
た
場
合
に
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ

り
、
現
象
面
に
お
い
て
の
差
で
し
か
な
い
。
そ
れ
故

「
世
界
中
の
あ
ら

ゆ
る
宗
敏
は
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
敵
封
す
る
も
の

で
も
な

い
。
世
界
中
の
諸
宗
教
は

一
な
る
永
遠
の
宗
敏
の
さ
ま
ざ
ま
な

(
1
0
)

局
面
で
あ
る
。
」
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
極
言
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
が
存
在
す
る
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
た
だ

一
つ
の
宗
敏
が
存
在

す
る
だ
け
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
だ

一
つ
の
宗
教
が
、
民
族
や
風

土
の
差
に
慮
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
形
態
と
な

つ
て
現
わ
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
-
實

践
的
に
言
え
ば
-
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
宗
敏
を
奪
重
し
、
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
さ
れ
る
。
-
こ

れ
が
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
宗
教
観
の

基
本
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
哲
學
 
(
=
普遍
圭
義
)
 の
根
源
で
あ

つ
た
。

そ
し
て
、
こ
の

「
普
遍
宗
教
」
に
つ
な
が
る
道
が
、
前
述
の
ヴ

ェ
ー
ダ

ー
ン
タ
の
不
一
二

元
論
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
付
記
す
る
ま
で
も
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

近
代
イ
ン
ド
思
想
史
に
お
け
る
彼
の
役
割

ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
に
捧
げ
ら
れ
た
讃
譜
が

「
愛
國
豫
言
者

(
1
1
)

P
a
t
r
i
o
t
 
P
r
o
p
b
e
t
」

で
あ

る

こ
と

は
、

當

を

得

た

評

償

と

思

わ

れ

る
。

政

治

的

隷

囑
 
(
被
植
民
地
支
配
)
 と

祉
會

的

貧

困

に

陣

吟

す

る

イ

ン

ド

人

に
、

民

族

の
傳

統

精
神
 
(
ヴ

ェ
ー
ダ
ー

ン
タ
)
 を
再

評

償

し

て
贈

り
、

海

外

へ
向

け

て
も

そ

の
傳

統

思

想

の
健

在

を

護

明

し

た

の

で

あ

る

か

ら
。

イ

ン

ド
人

で

あ

る

こ
と

に
誇

り
を

呼

び

醒

ま

せ

た

こ
と
-
そ

の

意

味

で
、

彼

は

イ

ン

ド

・
ナ

シ

ョ
ナ
リ

ズ

ム

の

一
人

の

ト

レ

ー

ガ

ー

t
r
a
g
e
r
 
で

も

あ

つ
た
。

以

下
、

彼

の
近

代

イ

ン
ド
思

想

史

上

に

お
け

る

役

割

・
意
義

を
、

イ

ン
ド

・
ナ

シ

ョ
ナ
リ

ズ

ム
の
側

面

か

ら
、

お
よ

び

ヒ

ン
ド

ゥ
ー
宗

敏

改

革

の
側

面

か
ら
捉

え

る

こ

と

に

し

た

い
。
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ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー
カ

ー

ナ

ン
ダ

に
先

行

す

る

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
宗

教

改

革

の
動

き

は
、

お
お

よ

そ

三
汲

に
ま

と

め

ら

れ
る

で
あ

ろ

う
。

第

二
に

ブ

ラ
ー

フ

マ
。

サ

マ
ー

ジ
 
b
r
a
b
m
a
-
s
a
m
a
j
、

第

二

に

ア

ー

リ

ヤ

・
サ

マ
ー

ジ
、
a
r
a
-
s
a
m
a
j
、
最

後

に
神

智

協

會
。

こ

れ

ら

三

派

を

ヴ

ィ

ヴ

ェ

ー

カ
ー

ナ

ン
ダ

の
立

場

か

ら

評

償
す

れ
ば
、

最

初

の
ブ

ラ

ー

フ

マ

・
サ

マ
ー

ジ

は

「
軍

な

る

折

衷

圭
義

で
、

性

格

は

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

と

い
う

よ

り

キ

リ

ス
ト
教

に
近

く
」
、
ま

た

ア
ー

リ

ヤ

・ー
サ

マ
ー

ジ

は

「
軍

な

る

ヴ

ェ
ー
ダ

圭
義
 
v
e
d
i
s
m
 
で
、

後

期

ヒ

ン

ド

ゥ
イ

ズ

ム
の
獲

展

を

無

視

」

(
1
2
)

し

て

お

り
、

神

智

協

會

は

「
擬

似

ヒ

ン

ド

ゥ
ィ

ズ

ム
」

に
す

ぎ

な

い
。

こ
れ
に
封
し
て
彼
の
立
場
は
純
粋
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ィ
ズ
ム
ー

す
、な
わ
ち

ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
不
二

一
元
論
-
に

あ
り
、
具
髄
的
に
は

「抽
象

的
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
 
(
a
d
v
a
i
t
a
,
 

不
二
一
元
論
)
 を
現
實
的
と
化
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
-
日

常
生
活
に
詩
を
導
入
し
、
あ
ま
り
に
も
錯
雑
た
る
神
話

を
再
び
日
常
倫
理
の
形
態
に
戻
し
、
ま
や
か
し
の
ヨ
ー
ガ
修
行
を
高
度

な
科
學

と
し
て
の
實
際
的
心
理
學
に
ま
で
高
め
て
行
く
こ
と
-
こ

れ

ら
の
仕
事
を
、
幼
見
で
も
理
解
で
き
る
形
で
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ

(1
3
)

が
私
の
生
涯
の
使
命
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
手
紙
に
見

ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
彼

に
と
つ
て
の
生
涯
の
仕
事
と
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ

ム
 (
=
イ
ン

ド
傳
統
思
想
)
 を
忠
實
に
維
持

し
、
そ
の
眞
債
を
再
獲
見

・
再
評
償
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
民
族
の
誇
り
を
呼
び
醒
ま
す

こ
と
に
他

な
ら
な

(1
4
)

い
。
そ
の
仕
事
は
あ
る
程
度
ま
で
成
功
し
た
と
言
え
る
し
、

そ
こ
で
再

獲

見

さ

れ

た

民
族

の
於

侍
は
、

イ
ギ

リ

ス
帝

國
圭

義

へ
の
抵

抗

と

し

て

ーの
イ

ン
ド

・
ナ

シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム
の
、

一
個

の
始

動

力

を
捲

い
得

た

の
で

あ

る
。

し

か

も

こ

の
彼

の
業

績

は
、

銑

述

の
ご

と

く
、

軍

に

イ

ン
ド

國

内

に

限

定

さ

れ

る

も

の

で

は
な

い
。

海

外
、

特

に
欧

米

ヘ
ィ

ン
ド

の
叡

智

を

紹

介

し

た

こ

と

も
、

彼

の
大

き

な
業

績

で
あ

る

〇

尤

も
、

す

で

に

十

八

世

紀

後

牛

よ

り
、

例

え

ば
w
.
 
j
o
n
e
s
 
に

よ

る

『
シ
ャ

ク

ン

タ

ラ

ー
」

の
醗

課
 
(
一
七
八
九
年
)
、
m
a
x
 
m
u
i
i
e
r
 

に

よ

る

ヴ

ェ
ー

ダ

研

究
 
(
一

八
四
五
-
七
九
年
)
、
『
東
方
聖
典
 
t
b
e
 
s
a
c
r
e
d
 
b
o
o
k
s
 
O
f
 
t
h
e
 
e
a
s
t
」

の
刊
行
等
に
よ
り
、
イ
ン
ド
思
想
は
西
欧
世
界

に
紹
介
さ
れ
て
來
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
西
洋
人
の
イ
ン
ード
思
想

へ
の
接
近
も
、
古
典

に
限
つ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
を
勘
案
す
れ

ば
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
業
績
は
、
イ

ン
ド
の
古
曲
ハ思
想

・
傳

統
思
想
が
な
お
現
代
に
あ
つ
て
も
生
き
つ
づ
け

て
い
る
事
實
を
西
洋
に

示
し
た
こ
と
に
よ

つ
て
、
二
重
の
意
義
を
持

つ
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

同
時
に
、
こ
の
最
後
の

一
鮎
、
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
傳
統
思
想
・

文
化
遺
産

(
あ
る
い
は

「宗
敢
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
)
が
現
實
生
活

に
あ

つ
て
今
な
お
活
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
海
外
に
喧
傳
し
た
こ

と
は
、
イ
ン
ド
國
内
に
お
け
る

「宗
教
」
を
そ
う
し
た
現
實
生
活
と
關

連
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
要
請
を
含
ん
で
い
た
。
そ

の
こ
と
は
、
換
言
す
れ

ば
、
彼
岸
的

・
超
世
俗
的
宗
教
を
此
岸
的

・
世
俗
内
的
宗
敏

へ
と
改
革

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

教

観
 
(
増

原
)
 

一
五

五
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ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー
ガ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

教

観
 
(
増

原

)
 

一
五
六

し
て

行
く

作

業

と
な

る
。

こ

の
改

革

は
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
宗

教

改
革

の
中

心
課

題

で
あ

つ
た

し
、
イ

ン
ド

に

お

い

て
も
、
軍

に

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

に

課

せ
ら

れ

た
使

命

で
あ

る

ば

か

り

か
、
十

八
、
九

世

紀

に

わ

た

る

イ

ン
ド
宗

敏

改

革

の
基

本

方

向

で
も

あ

つ
た
。

そ

れ

は
例

え

ば
、

デ

ー

ベ

ー

ン
ド

ラ

ナ

ー

ト

・
タ

ゴ

ー

ル

が
、

從

來
、

「
世

捨

人

」

の
意

に
使

用

さ

れ

て
來

た

「
サ

ニ
ヤ
ー

シ

ン

(
宗
敬
修
行
者
 
s
a
m
n
y
a
s
i
n

)
」

の
語

に

關

し

て

、
「
私

に
と

つ

て
理

想

の

サ

ニ
ヤ

ー

シ

ン
と

は
、

こ

の
世

を
捨

て
去

つ
た
人
で
は
な
く
、

こ
の
世
に
あ
り
て
し
か
も
俗
化
し
な
い
 
(
t
o

b
e
 
i
n
 
t
b
e
 
w
o
r
l
d
,
 
b
u
t
 
n
o
t
 
o
f
 
i
t
)
 

人
を
意
味
す
る
」
と
語
つ
て
い
る

臆
、

ラ
ー

マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
も
、
弟
子
が
サ
ニ
ヤ
ー
シ
ン
に
な
り
た
い
と

申
し
出
た
際

「
世
を
捨
て
て
な
ん
の
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
?

家

庭
生
活
は
砦
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
砦
の
内
で
敵
と
職
う
方
が
、
砦(1
6
)

の
外
に
出

て
防
職
す
る
よ
り
容
易
で
は
な

い
か
。」
と
忠
告
し
て
い
る

こ
と
に
よ
つ
て
も
理
解
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
同
様

に
、
實
人
生
と
關
わ
り
を
も
つ
た

「宗
敏
」
、世
俗
内
的

「宗
教
」
を
理

想
と
描
い
て
い
た
し
、

つ
き
つ
め

て
言
え
ば
、
「宗
敏
は
常
に
實
践
的

な
學
問
で
あ
る
。
理
論
的
宗
敏
と
い
つ
た
も
の
は
、
過
去
に
も
今
後
に

(
1
7
)

も

存

在

し
な

い
だ

ろ
う
。

ま

ず

實

践

で
あ

る
。
」
と

断

言

し

て

い

る
。

し

た

が

つ

て
、

こ

の
意

味

で
は

彼

の
宗

敏

観

は
、

ブ

ラ
ー

フ

マ

・
サ

マ

ー

ジ
、

ア

ー

リ
ヤ

・
サ

マ
ー

ジ
、

神

智

協

會

等

の

一
連

の

ヒ

ン

ド

ゥ
ー

宗

教

改

革

の
成
果

を

踏

ま

え
、

ま

た

そ

れ

ら
を

集

大

成

し
た

も

の
と

評

す

る

こ

と

が

で
き

よ
う

0

言

語

・
人

種

・
生

活
慣

習

・
宗

教

等

が

さ
ま

ざ
ま

に
異

な

つ
た

イ

ン

ド

に

お

い

て
、
こ

れ
を

統

一
す

る

概

念

と

し

て
は
、
-
行

政

面

に
お

い

て

の

イ

ギ

リ

ス
支

配

に
よ

る

統

一
を

除

い
て

は
-
、

ヒ

ン
ド

ゥ

イ
ズ

ム
が

ま
ず

第
二

に
學

げ

ら

る

べ
き

も

の

で
あ

ろ

う
。

し

か
も
、

そ

の

ヒ

ン
ド

ゥ
イ

ズ

ム
が
、

な

お

多

様

な

宗

派

に

分
裂

し

て

い
る

の
が

イ

ン
ド

の
現

實

肚
會

で
あ

つ
た
。

そ

う

し

た

ヒ

ン
ド

ゥ
ィ

ズ

ム
を

取

り

學

げ
、

こ
れ
を
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
學
の
不
二

一
元
論

の
立
場
か
ら
統

一
し
、

「
普
遍
宗
教
」
に
ま
で
高
め
て
行

つ
た
と
こ
ろ

に
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
の
意
義
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
み
ず
か
ら
指
摘
す
る
ご

と
く
、
不
二

一
元
論
の
立
場
は
あ
ま
り
に
高
遠
に
し
て
大
衆
の
理
解
す

る
と
こ
ろ
と
は
な
り
得
な
い
が
た
め
、

そ
の
成
果
と
し
て
の

「
統

一
さ

れ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ
ム
」
な
い
し

「
統

一
イ
ン
ド
」
、の
理
念
が
、

つ
い

に
理
念
に
と
ど
ま
つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
。

イ
ン
ド
の
「國
家
統

一
」

は
、
理
念
と
し
て
課
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る

が
、
な
お
現
實
と
し
て
、
す
な
わ
ち
大
衆
の
参
與
し
た
政
治
と
し
て
も

(1
8
)

打
ち
建
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宗
教
を
核
と
し
た

「理
念
」
と
、

大
衆
を
核
と
し
た

「現
實
政
治
」
と
の
結
合
に
よ
る
イ
ン
ド
の
國
家
統

一
 (
=
濁立
)
 の
課
題
は
、
後
年
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
 
(
m
.
k
.
g
a
n
d
h
i
,

1
8
6
9
-
1
9
4
8
)
 

に
よ
つ
て
受
け
織
が
れ
行
く
と
こ
ろ
と
な
る
。
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w
e
s
t
o
r
n
 
b
i
s
c
i
p
l
e
s

〔
略

稽
 
t
h
e
 
l
i
f
e
〕
c
a
i
c
u
t
t
a
,
 
1
9
5
5
,
 
p
.
 
4
4
.

3
 

b
.
s
.
 
s
a
r
m
a
,
 
o
p
.
c
i
t
.
 
p
.
 
2
5
5
.

4
 

現

在

の

セ

ン
タ

ー

の
数

か
ら

言

え

ば
、

イ

ン
ド
お

よ

び

パ
ー

キ

ス
タ

ー

ン
に
あ

る

セ

ン
タ

ー

の
数

が
、

欧

米

各

地

の
そ

れ

よ

り

も
歴

倒

的

に
多

数

を
占

め

る

(
申
村

元

敏

授

『
東

洋

人

の
獲

言
』

照

和

三

五

年
、

一
二
七
、

一
三
-
三

ペ

ー

ジ
参

照

)
。
し

か

し
、

宗

敬

的

傳

道

活

動

は

む

し

ろ

欧

米

に

お

い
て

よ

り
積

極

的

に
進

め
、

イ

ン
ド

内

で
は

病

院

や

學
校

経

螢

に
重

鮎

を

置

く

の

が
、

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
考

え

方

で

あ

つ
た
。

拙

稿

「
ヴ

ィ
ヴ

曇
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

と

ガ

ー

ン
デ

ィ
ー
」

(『
イ

ン
ド
文

化

』

第

四

號
、

照
和

三

九
年

四
月

)
 参

照
。

5
 

t
h
e
 
l
i
f
e
,
 
p
p
.
 
3
1
1
f
.

6
 

し
か

し
、

彼

が
初

め

て
無

分

別

三

昧
 
n
i
r
v
i
k
a
l
p
a
-
s
a
m
a
d
h
i
 

に
達

す

る

こ
と

が

で
き

た

の
は
、

師

ラ

ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ

の
死

の

直

前

で

あ

つ

た
。
c
f
.
 
t
h
e
 
l
i
f
e
,
 
p
p
.
 
1
4
4
-
5
.

7
「
『
宗

敏

』

は
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

に

と

つ

て

は
、

精

神

の

『
普

遍

圭
義
』
(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
s
m
e
)
 

と

同

義

語

で
あ

る
。
-
r
o
m
a
i
n
 
r
o
-

i
i
a
n
d
,
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
 
v
i
v
e
k
a
n
a
n
d
a
 
u
n
i
v
e
r
a
e
l
,

P
a
r
i
s
,
 
1
9
3
0
.
 

邦

灘
脾
、
宮

本

正

清

謙

『
イ

ン
ド
研

究

』

(
「
ロ

マ

ン

・
ロ

ラ

ン
全
集

」

第

一
五

巻
、

照
和

三

七

年

)
 四

二

五

ペ

ー

ジ
。

8
 

以

下

の
記

述

は
、
t
b
e
 
v
o
d
a
n
t
a
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
 
t
h
e
 
c
o
m
p
l
e
t
e

き
、

奮

砺
軽
畠

馬

建
寒

畠

畠
謡
駄

〔以

下

と
略

す

〕
v
o
l
.
 
I
.

c
a
l
c
u
t
t
a
 
9
t
b
.
 
e
d
.
 
1
9
9
5
,
 
p
p
.
 
3
5
6
-
3
6
4
.
 

お

よ

び
 
t
b
e
 
a
t
m
a
n

C
W
V
,
 
V
o
l
.
 
I
I
,
 
8
t
h
.
 
e
d
,
 
1
9
5
5
,
 
p
p
.
 
2
3
8
-
2
5
3

に

よ

つ
た
。

な

お
、

玉

城

康

四

郎

敏
授

「
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の

思

想

と

宗
敬

」

(
『
イ

ン

ド
文

化
』

第

四
號
、

照

和

三

九

年

四
月

)
 に
、

こ

の
部

分

の
紹

介

が
な

さ

れ

て

い

る
。

9
 

t
b
e
 
i
d
e
a
i
 
o
f
 
a
 
d
n
i
v
e
r
s
a
l
 
r
e
l
i
g
i
o
n

-
3
9
4
.

10
 

v
i
v
e
k
a
n
a
n
d
a
,
 
m
y
 
m
a
s
t
e
r
,
 
c
a
l
c
u
t
t
a
,
 
1
9
5
6
.
 

拙

課

「
わ

が

師
」

(
『
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の

こ

と

ば

』

照

和

三

六

年

)
 
一
〇

〇
-
一

〇

一
ペ
ー

ジ
。

1
1
 b
.
s
.
 
s
a
r
m
a
,
 
o
p
.
 
c
i
t
,
 
p
.
 
2
5
5
.

1
2
 導

馬

ご

p
.
 
2
9
4
.

1
3
 
一
八
九

六
年

二

月

七

日
付
。

た

だ

し
 
i
b
i
b
,
 
p
.
 
2
9
3
.
 

よ

り
引

用
。

1
4
 例

え

ば
 
a
j
w
a
h
a
r
l
a
l
 
Z
e
b
r
u
,
 
a
n
 
a
u
t
o
b
i
o
g
r
a
p
h
y
,

r
e
p
r
i
n
t
e
d
 
e
d
.
 
1
9
4
2
,
 
p
.
 
4
2
6
.
 

を

参

照
。

1
5
 m
a
x
 
m
u
l
i
e
r
 

宛

の
手

紙

の

一
節
。
f
.
 
m
a
x
 
c
m
u
l
l
e
r
 
r
a
m
m
o
h
a
n

き

肉
畠

寒

識
簿

孕

餌

口
 
t
t
a
,
 
1
9
5
2
.
 
p
.
 
2
7
.
 

(
強

調

は
筆

者
。
)

1
6
 b
.
s
.
 
s
a
r
m
a
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
2
4
1
.

1
7
 P
r
a
c
t
i
c
a
i
 
v
e
d
a
n
t
a
 
P
a
r
t
 
I
I
;
 
C
W
V
,
 
v
o
l
,

引

用

箇

所

は
三

二
五

ペ
ー

ジ
。

18
 

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

は

政

治

へ
の
關

心

を
拒

否

し

て

い

る
。

「
私

は

政

治

の
馬

鹿

げ

た

こ

と

と

な

ん

の
關

わ
り

も

も

ち

た

く

な

い
の

私

は

ど

の
よ

う

な

政

治

も
信

じ

な

い
。

神

と
眞

理

だ
け

が
世

界

の
政

治

で
あ

る
。

他

の

い

つ
さ

い
は
盧

無

で
あ

る
。
」
(
R
.
 
R
o
l
l
a
n
d
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 

邦

繹
、

同

上
、

四
二

五

ペ
ー

ジ

よ

り
引

用
。
)

ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

の
宗

教
観
 
(
増

原
)
 

一
五

七
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