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松

　
本
　
耿

　
郎

〈

論
文
要
旨
V
　
イ

ス

ラ

ー

ム

の

信
仰
官
三＝
口

「

ア

ッ

ラ

ー

の

ほ

か

に

神
は

な
く

。

ム

ハ

ン

マ

ド

は

ア

ッ

ラ

ー

の

使
徒
で

あ
る
」

は
ム

ス

リ

ム

を

宗
教
的
瞑

　
想
に

誘
う

。

そ
の

理

由
は、

二

つ

の

命
題
の

論
理

的
関

係
が
文

言
だ

け

で

は

不
明
で
、

な

ぜ

二

つ

の

命
題
を

宣
言
す

る

の

か

も

明
ら

か

で

な

い

か

ら

で

　
あ
る

。

多
く
の

ム

ス

リ

ム

の

思

想
家
た

ち

が

こ

の

問
題
に

取
り

組
み、

そ
の

知
的
営
為
の

中
か

ら

存
在
一

性
論
と

い

う
哲
学
が

形
成
さ

れ
、

こ

の

哲
学

　
を
継
承

発
展
さ

せ

る

運
動
が

イ

ス

ラ

ー
ム

世
界
全
域
で

展
開
し

た
。

存
在
一

性
論
は

ア

ッ

ラ

ー
を
唯
一

の

真
実
在
者
と

し
、

そ
れ

以
外
の

諸
存
在
は

仮

　
の、

あ
る

い

は

幻
の

存
在
で

あ
る
と

す
る

。

そ

し
て、

唯
一

の

真
実
在
者
と

幻
の

存
在
と
の

関
係
を
考
察
し、

さ
ら

に

こ

の

真
実

在
者
か

ら
預
言
者
ム

　
ハ

ン

マ

ド
が

派
遣
さ

れ
る

理
由
を
可
能
な

限
り
理
論
的
に

説
明
し
よ

う
と
す
る

。

こ

れ

は

相
当
な

エ

ネ

ル

ギ
ー

を

必
要
と

す

る
知

的
営
為
で

あ
る

。

し

　
か

し、

存
在
一

性
論
は

そ
の

中
で

使
用
す
る

基

本
概
念
を
い

ず
れ
も

重

層
的
意

味
を

持
つ

も

の

に

設
定
し

て、

こ

の

学
派
の

枠
組
み

の

中
で

の

思
索
が

　
ほ

ぼ

自
己
増
殖
的
に

発

展
す

る

装
置
を
創
り
上
げ
て

い

る
。

そ

れ
は

思

想
的
生

命
力
の

自
動
的
維
持
装
置
と

も

み

な

し

う
る

。

存

在
一

性

論
が

中
国
の

　

思
想
的
土
壌
の

な

か

で

も

見
事
に

開
花
し

て

い

る

こ

と

も
こ

の

こ

と

を

証
明

し

て

い

る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

　
タ

ウ

ヒ

ー

ド
、

純
粋
一

者
性、

タ

リ

ー

カ、

体
一
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イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
に

は

知
性
主
義
の

強
固
な
伝
統
が

あ
る

。

そ

れ
は

理

性
の

持

続
的
活
動
に

よ

り

築
か

れ
た

伝
統
で

あ
る

。

知
性、
王

義
は

「

断
絶
」

を

克
服
し

よ

う
と

す

る
．

・

し

の
こ

と
は

事
物

の

真

相
を

把
握
し

た

人
は

買
主

（

ホ

ダ
ー
）

を

認
識
し

、

そ

の

後
に

事

闘

物
の

本
質
を
あ
る

が

ま

ま

に

認
識
す

る
。

（

そ

の

よ

う

な
人
は
）

全
て

の

人
と

平
和
を

む

す
ぶ

。

真
主
に

到
達
し

た

人
の

徴
は

、

世
界

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　　
　　

の

人
々

と
一

挙
に

平
和
を

取
り

結
び

、

反
抗
と

拒
絶
か

ら
自
由
と

な
り

、

何
者

も

敵
と
せ

ず
、

む

し

ろ

万

人

を

友
と

し

て

愛
す
る
」

と



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

い

わ

れ

る
こ

と

か

ら

明
ら

か

で

あ
る

。

今
日

、

戦
争
と
い

う
反

知
性
主

義
的
現
象
が

世
界
を
覆
っ

て

い

る
。

こ

の

危
機
的

状
況
の

中

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

麗

で
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

中
に

も
暴
力
に

訴
え

る

反

知
性
主

義
が

台
頭
し

て

き
て

い

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

反

知
性
主
義
は

イ

ス

ラ

ー
ム

の

本
質
か

ら

の

逸
脱
で

あ
る

。

・

の

・

と

は

イ
ス

ラ

去
の

知

攀
義
の
田
心

相

構
造
か

ら

理

解
で

き

る
・

そ

の

構
造
的
特
徴
と

は

思
想
を

醐

構
成
す

る

鍵
概
念
が

意
味
重
層
的
で
、

知

的
活
動
を

意
味
の

深
み
へ

と

常
に

誘
う

装
置
を

発
達
さ
せ

て

い

る
こ

と

で

あ

る
。

こ

の

知
的

沈
潜
の

装
置
が

「

心
」

の

浄
化
の

理

論
と

結
び
つ

き
、

そ

の

結
果

、

前
記
の

平

和
の

人

問
を

形
成
す

る
の

で

あ
る

。

　

イ
ス

ラ

ー
ム

の

核
心
は

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド

（

β
薯
甘
O

　
唯
一

神
信
仰

、

一

元

論）
」

で

あ
る

。

そ

れ

は

ム

ス

リ

ム

（

イ

ス

ラ

ー
ム

教

徒
）

の

信

仰
宣

言
の

言
葉
「

ア
ッ

ラ

ー

の

他
に

神
は

な

く
、

ム

ハ

ン

マ

ド

は

ア
ッ

ラ

ー
の

使
徒
で

あ
る

こ

と

を

我
は

証

言

す

る
」

と

い

う

語
句
に

現
れ
て

い

る
。

こ

の

信
仰
宣

言
は
、

ム

ス

リ
ム

の

様
々

な

知
的
活

動
の

出
発
点
で

あ

る

と

さ

れ

麗
。

こ

の

信
仰
宣
言
が

、

ム

ス

リ

ム

の

宗
教
思
想
を
発
展
さ

せ

た
。

ム

ス

リ
ム

の

思

索
者
た

ち
が

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

に

つ

い

て

思
索
し

た

知
的
成
果
に

イ

ス

ラ

ー
ム

「

存
在
一

性
論
」

≦

魯
色

讐

巴・
≦
ε

曷
が

あ
る

。

「

存

在
一

性
論
」

と

は

ア
ッ

ラ

ー

の

み

が

真

実
在
で
、

そ

の

他
の

諸
存
在
は

真
の

意

味
の

「

存
在
」

に

相
応
し

く

な

く
、

む

し

ろ

幻
の

存
在
と

み

な

す
べ

き

も

の

で

あ

り
、

幻
の

存
在
で

あ
る

諸
存
在
は

真
の

存
在
で

あ

る

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
ヨ　

ア
ッ

ラ

ー
に

よ

り

創
造
さ

れ
、

そ

の

存
在
は

ア

ッ

ラ

ー

に

依
存
す
る

と
い

う
思

想
で

あ
る

。

こ

の

考
え

方
は
イ
ス

ラ

ー

ム

思

想
史、

と

り

わ
け

タ

サ
・

ウ
・

（
ス

占
・

ズ
ム
）

の

思

想
史
の

初
期
か

ら

現

れ

て

い

る

こ

と
が

指
摘
さ

れ

て

い

華
し
か

し
・

「

存
在
一

性
論
」

と

い

う

概
念
は

イ
ブ

ン

・

ア
ラ

ビ

ー

（
一

二

四

〇
没）

以

後
に

彼
の

思

想
の

継
承
者
た

ち

が

使
用
し

始
め

て

か

ら
の

こ

と

で

あ

る
。

イ

ブ

ン

・

ア

ラ
ビ

ー
を
指
し

て

ア

ブ

ド
ッ

ラ

フ

マ

ー
ン

・

ジ
ャ

ー
ミ

ー

二

四

九
二

没、

以
ド
ジ

ャ

ー

ミ

↓

が

「

イ
プ

ン

・

ア
ラ

ビ

ー

は

『

存

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　

つ

こ

在
一

性
論
』

者
た

ち

の

師
範
で

あ

る
」

と

い

う
が
、

イ
ブ
ン

・

ア

ラ

ビ

ー

自
身
の

著
作
の

中
に

も
こ

の

概

念
は

使
用
さ

れ

て

い

な
い

。

む

し

ろ
、

イ
ブ

ン

・

ア

ラ
ビ

ー

思
想
の

継
承
者
た

ち

の

著
作
中
に

こ

の

言
葉
が

使
用
さ

れ

て
、

や

が

て
一

つ

の

世
界
観
の

名
称
と

し

て

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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普
及
す

る
の

で

あ

る
。

心
の

浄
化
と

人

間
完
成

　
「

存

在
一

性
論
」

は

広
義
の

タ

サ
ッ

ウ

フ

（
ス

ー

フ

ィ

ズ

ム
）

の

分

野
で

は

倫
理

学
の

基

礎
に

も

な

る
。

タ

サ
ッ

ウ

フ

は

ア

ッ

ラ

ー

と

個
人

と
の

関
係
を

重
視
す

る
。

な
ぜ

な

ら
、

タ
ウ

ヒ

ー
ド

の

根
本
的
意

義
を

理
解
す

る

の

は

個

人
で

あ
る
か

ら
だ

。

「

存
在
一

性
論
」

は

ア
ッ

ラ
ー

の

自
己

開
示

に

よ

り

世
界
と

人

間
が

創
造
さ

れ、

人
間
は

創
造
の

源
で

あ

る

ア

ッ

ラ

ー
へ

と

回
帰

す
る

と

定
め

ら

れ

て

い

る
と

い

う
人

間
観
を

説
く

。

こ

の

よ

う
な

創
造

と

回

帰
を
前

提
と

す

る

人

間
観
は

「

コ

ー
ラ

ン
」

に

見
え
る

「

ま
こ

と

に

わ

れ

わ

れ
は

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
6〕
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

〔ρ
↓

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　（
の

み

救
わ

れ

る

ご

な

ど

の

言

ア
ッ

ラ

ー
に

属
し

、

ア
ッ

ラ

ー

に

帰
り

行
く

」

や

「

清
浄
な

心
を

ア
ッ

ラ

ー
の

御
許
に

届
け
る

も

の

葉
に

由

来
す

る
。

こ

れ
ら

の

「

コ

ー

ラ

ン
」

の

言
葉
か

ら
、

終
末
の

審
判
の

時
に

す
べ

て

の

人

間
は

ア

ッ

ラ

ー
の

も
と

に

呼
び

返
さ

れ
、

そ

の

時
に

「

清
浄
な

心
」

を

有
す

る

者
の

み

が

救
わ

れ
る

と

い

う

解
釈
が

引
き

出
さ

れ

る
。

こ

の

た

め

ム

ス

リ
ム

の
一

部
は

終
末

に

そ

な

え
て

自
ら

の

心
を

「

清

浄
な

心
」

と

す

る

努
力
を

開
始
し
た

の

で

あ
る

。

彼
ら
は

宗
教
儀
礼
の

実
践
は

ム
ス

リ
ム

で

あ
る

こ

と

を

証
明
す
る

が
、

そ

れ
だ

け

で

は

心
の

浄
化
に

不

充

分
で

あ

る

と

考
え
た

。

そ

こ

で

「

清
浄
な

心
」

を

獲
得

す

る
種
々

の

方
法
を

開
発

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　　　
さ　

し

た
の

で

あ

る
。

こ

の

「

清
浄
な

心
」

の

境
地
に

到

達
す
る

努
力
が

タ
サ

ッ

ウ

フ

の

本
質
で

あ
る

と

も

言
え

る
。

こ

の

場
合

、

そ

の

方

法
は

「

コ

ー

ラ
ン

」

に

示

さ

れ

る

心
の

見

取
り

図
に

準
じ
て

考
案
さ

れ
て

い

る
。

　

勿
論

、

「

コ

ー
ラ

ン
」

の

中
に

、

そ
の

よ

う

な

図
が

あ
る

わ

け

で

は

な
い

。

し

か

し
、

「

心
」

の

問
題

に

関
心

を
持
つ

ム

ス

リ
ム

た

ち

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
　ロ

は

「

コ

ー
ラ

ン
」

に

見
出
さ

れ

る

「

（

人
の
）

魂
は

悪

に

執
着
す
る
」

と

い

う
語
句
か

ら
「

悪
を

命
じ
る

魂
」

（
帥
一

出
駄
。゚

巴ー
パ
ヨ
∋

彎
讐
）

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
ぜ

と
い

う

概
念
を

創
り

出
す

。

ま

た
、

「

（

自
己

を
）

責
め

る

魂
」

を

採
っ

て

「

改
悛
す

る

魂
」

（

餌
〒

口
p。

♂

巴
亠
曽

類

≦
似

B
曽

げ
）

と

い

う

概
念

133 （349）
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ロ　

を
創
り

出
す

。

さ

ら
に

、

「

平
穏
な

魂
」

を

採
っ

て

術
語
化

し
、

「

平
穏
な

魂
」

曾
出
9。
h
ω

四

甲

ヨ
耳
ヨ
餌．
ぎ

8
げ
）

と

い

う

心

の

最
も

安

定

　

　
　
　

　

　
　

　
　
ユ

し

た

境
地
を

設
定
す
る

。

タ

サ
ッ

ウ

フ

修
行
者
の
一

部
は

こ

れ

ら

三

つ

の

言
葉
が

、

「

心
」

の

三

つ

の

部
分
を

指
し

、

そ

れ

ら

は

連

続

　

　
　
　

　

　
　

　

　〔
13）

的
階
層
を

な

す
と

考
え

た
。

す

な

わ

ち
、

「

悪
を

命
じ

る

魂
」

を

表
層
と

し
、

「

改
俊
す
る

魂
」

を

第
二

層
と

し
、

「

平
穏
な

魂
」

を

第

三

層
と

す
る

「

心
」

の

重
層
構
造
を

想
定
し

た

の

で

あ

る
。

タ

サ
ッ

ウ

フ

修

行
者
は

「

悪

を

命
じ

る

魂
」

か

ら

出
発
し
、

「

改
俊
す
る

魂
」

を

経
て

「

平
穏
な

魂
」

に

到
達
す

る
・

と

が

心
の

浄
化
を

可

能
に

す

る
と

し
た

の

で

あ

華

さ
ら

に
・

イ
ス

ラ

ー
ム

の

人

間
霊
魂

観
で

は
、

人

間
の

「

心
」

に

は

ア

ッ

ラ

ー

が

原
人
ア

ダ
ム

に

吹
き
こ

ん

だ

「

霊

気
」

（

旨
廿
）

が

備

わ
っ

て

い

て
、

そ

れ

が

人
間
と

ア

ッ

ラ

ー

を

結
ぶ
と

み

な

さ

れ

て

い

る
。

　
「

心
」

を

浄
化
し

て

到
達
し

た

「

平

穏
な

魂
」

の

境
地
は

、

こ

の

「

霊
気
」

に

接
続
す

る

と

さ

れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

人

問
は

「

平

穏
な

魂
」

の

境
地
に

到
る
と

「

霊
気
」

を

通
じ

て

ア
ッ

ラ

ー

と

様
々

な

関
係
を

確
立
し

得
る

と

み

な
さ

れ
て

い

る
。

ア
ッ

ラ

ー

と
の

関

係
と
い

う
視
点
に

立
つ

と
、

人

間
の

「

心
」

の

中
で

も
こ

の

「

霊

気
」

が

最
重

要
と

な

る
。

「

霊

気
」

は

ア
ッ

ラ

ー

と

の

こ

の

特
殊
な

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ハ
あ　

関
係
の

ゆ

え

に
、

「

奥
秘
」

（

ω

冒
）

と

も

呼
ば
れ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

こ

の

「

奥

秘
」

に

お

い

て

人

間
は

ア

ッ

ラ

ー

と

邂
逅
す
る

と

考
え

　

　
　
　

　

　
　

　

　　
　　

ら

れ
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

し

て
、

「

心
」

の

浄

化
の

完
成
地

点
に

お

い

て

ア
ッ

ラ

ー

と

出
合
う
こ

と

は
、

す
な

わ

ち
、

こ

の

境
地
に

お

い

て

真
実
在
者
が

唯
→

で

あ
る

と
い

う

事
実
を

確
認
す
る
こ

と

で

も

あ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

「

心
」

の

浄

化
の

完

成
点

に

お

い

て

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

の

真
の

意
味
を

会
得
す
る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

こ

の

「

心
」

の

浄
化
に

よ

る

「

タ
ウ

ヒ

ー

ド
」

の

真

義
の

直
接
経
験
を

「

ア
ッ

ラ
ー

の

他
に

神
は

な

く、

す
べ

て

の

も

の

は

滅
び

去
り
、

た
だ

（

滅
び

ぬ

は
）

そ

の

（

ア
ッ

ラ

ー

の
）

御

顔

の

麺
」

「

地
上

の

も

の

は

す
べ

て

消
失
し

・

気

高
く・

黶
あ
る

汝
の

主
の

御
顔
の

み

が

永

続
す

麺
」

な
ど
の

ヨ
ー

ラ
ン
L

の

言

葉

が

保
証
す
る

と

さ

れ
る

。
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こ

う
し

て
、

「

心
」

の

浄
化

が

「

心
」

の

深
部
に

お

け

る

ア

ッ

ラ

ー

と

の

邂

逅
を

目
指
す

修
行
へ

と

発
達
し

た
の

で

あ

る
。

そ

れ
は

人

間
が

唯
一

の

真
実
在
に

回
帰
す

る

こ

と

で

も

あ
る

。

こ

れ

は

同

時
に

、

ア
ッ

ラ

ー

に

形
而
上
的

接
近

を

す
る

こ

と

を

意

味
し

て

い

る
。

と
こ

ろ

で
、

ア

ッ

ラ

ー
へ

接
近
す

る

と
い

う
こ

と

で
、

そ

れ

が

ア

ッ

ラ

ー

と

の
］

体
化
を

意

味
す
る

の

か
、

限

り
な

い

接
近
を

意

味
し

て
い

る
の

か
、

特
殊
な

結
合
を

意
味

し

て
い

る
の

か
に

つ

い

て
、

解
釈
が

分
か

れ

る

と
こ

ろ

で

あ
る

。

し

か
し
、

大
多
数
の

修
行

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
19）

者
の

問
で

は、

預
言
者
ム

ハ

ン

マ

ド

は

「

弓
二

つ
、

あ
る
い

は
そ

れ
よ

り

も

近
く

」

の

距
離
で

真

実
在
を

観
照

し
た

と

「

コ

ー

ラ
ン
」

に

あ

る

た

め
、

被
造

物
で

あ

る

人
間
に

と

り
ア
ッ

ラ

ー
へ

の

接
近
に

は

限
度
が

あ
り、

完
全
な
一

体
化
は

起
こ

り
得

な
い

と

考
え

ら

れ

　

　
（
20“

て

い

る
。

「

心
」

の

浄
化
の

完

成
点
で

真
実

在
者
が

ア

ッ

ラ

ー

の

み

と

い

う
事

実
の

体
験
が

、

す
な

わ

ち

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

の

真
相
を

認
識
す

る
こ

と

で

あ

る
。

こ

の

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

の

真

相
の

認

識
と

は
、

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

が

多
義

的
で

あ
る

こ

と

を

含
意
す

る
。

タ

サ
ッ

ウ

フ

に

お

い

て

は

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

を
は

じ

め

と

し
て

そ

の

他
の

宗
教
的
観
念
が

多
義
的
か

つ

重
層
的
な

も
の

と

さ

れ

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

ら
の

観
念
の

表
層
的
意
味
か

ら

深
層
へ

と

理

解
を

進
め

る
こ

と

が

「

心
」

の

浄
化
と

も

関
連
し

て
い

る
。

タ

ウ
ヒ

ー

ド
の

多
層
性

　
「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

の

意
味
の

多
層
性
の

見

解
が

も
っ

と

も

明
確
に

読
み

取
れ

る

の

は
、

ハ

ー

ジ
ェ

・

ア

ブ
ド

ッ

ラ

ー
・

ア

ン

サ

ー

リ

ー

20

八

九
年
没、

以
下
ア

ン

サ

ー

リ

↓

の

言
葉
で

あ

ろ

う
。

彼
は

、

『

巡
歴

者
の

宿

所
』

ミ
§
靆
亀

ミー

貯、
ミ
遮

の

中
で

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド

に

は

三

つ

の

相
が

あ
る

。

第
一

の

相
は

大
衆
の

タ
ウ

ヒ

ー

ド
で

あ
る

。

こ

れ

は
、

証
言
に

よ

り

正

当
と

な
る

も
の

で

あ

る
。

第
二

の

相
は

特
別
な

（

選
ば
れ

た
）

人

々

の

タ
ウ
ヒ

ー

ド

で

あ

る
。

こ

れ

は

真
理

に

よ

り
確
立
す
る

も

の

で

あ
る

。

第
三

の

相
は

永
遠

性
に

よ

り
存
立

す

る

タ

ウ
ヒ

ー

ド

で

あ

る
。

こ

れ

は

特
別
に

（

選
ば

れ

た

人
々

か

ら
）

さ

ら

に

（

選

ば

れ

た
）

特
殊
な

人
々

の

タ

ウ

ヒ

ー

ド

で

135 （35］）
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あ
る

。

第
一

の

タ

ウ
ヒ

ー

ド
は

、

ア

ッ

ラ

ー

の

ほ

か

に

神
は

な

く、

ア
ッ

ラ

ー
は

唯
一

に

し
て

、

ア

ッ

ラ

ー

に

協
力
者
は

な

く
、

ア
ッ

ラ

ー

は
一

者
に

し
て

、

永
遠
者

。

産
み

も

せ

ず、

産
ま

れ

も

せ

ず、

な
に

も
の

も
ア
ッ

ラ

ー
に

似
て

い

な
い
、

と
い

う

証
言
で

あ
る

。

こ

れ

は

表
面

的
か

つ

明
自
な
タ

ウ

ヒ

ー
ド

で

あ
る

。

…

…

真
理

に

よ

り

確
立

す
る

第
二

の

タ
ウ

ヒ

ー

ド

と

は
、

特
別
に

選
ば

れ

た

人
々

の

タ

ウ
ヒ

ー

ド
で

あ
る

。

そ
れ

は

外
面
的
な

手
段
が

剥
落
し
、

理

性
的
議
論
と

信
仰
証
言
へ

の

依
存
を

超
越
す

る
こ

と

で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

そ

れ

は

タ
ウ

ヒ

ー

ド
に

ま
っ

た

く

論
拠
を

証
明
す

る

こ

と

は

な

く
、

絶
対
帰
依
に

ま
っ

た

く

理

由
を

認
め

る
こ

と

も
な

く
、

救

済
に

ま
っ

た

く

手
段
を
認
め
る

こ

と

も
な

い

こ

と

で

あ

る
。

…

…
こ

の

特
に

選
ば

れ
た

人
々

の

タ

ウ

ヒ

ー

ド

は

消
滅
（

フ

ァ

ナ

ー
）

の

知
に

よ

り
正

し

い

も
の

と

な
り

、

凝
集
（
す
∋．）

の

知
の

中
で

純
化
す

る
。

（
こ

の

タ

ウ

ヒ

ー

ド

の

所

有
者
は
）

凝
集
の

境
地
を

成

就

し

た

人
々

の

タ
ウ

ヒ

ー

ド
へ

と

招

き

寄
せ

ら

れ

る
。

そ

し

て
、

第
三

の

タ

ウ

ヒ

ー
ド

と

は

ア
ッ

ラ

ー

が

自
身
で

占
有
す
る

も

の

で
、

そ

れ

は

ア
ッ

ラ

ー
の

権
能
に

ふ

さ

わ

し
い

も

の

で

あ
る

。

ア
ッ

ラ

ー

は
こ

の

タ

ウ

ヒ

ー
ド

に

つ

い

て

は

ア
ッ

ラ

ー

の

選
ん

だ
一

団
の

人
々

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
21）

の

心
の

奥
底
に

知
ら

せ

る

が
、

彼

ら

に

は

そ

の

状
況
を

秘
匿
さ

せ
、

そ

れ

を

公

開
す

る

の

を
や

め

さ

せ

る
。

…

…
」

と

述
べ

て
、

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

の

意
味
に

段
階
が

あ

る
こ

と

を
述
べ

て

い

る
。

こ

の

「

タ
ウ

ヒ

ー

ド
」

の

理
解
に

お

い

て

も
、

そ
の

意
味
を

三

層
の

も
の

と

し
て

設
定
す
る

こ

と
が

意
味
理

解
を

深

め

る
こ

と
に

寄
与
し

て
い

る
こ

と

が

認
め

ら

れ

る
。

　

こ

の

場
合、

第
一

の

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

は

日

常
言
語
の

表

層
的
意
味
に

お

け

る

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

で

あ
る

。

第
二

の

タ

ウ
ヒ

ー

ド
は

「

消
滅
」

や

「

凝
集
」

と

い

う
特
殊
な

体
験
と

と

も
に

把
握
さ

れ
る

も
の

で

あ

る
。

第
三

の

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

は

ア

ッ

ラ

ー

自
身
の

認

識
す
る

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

で

あ
り

、

こ

れ
は

第
二

の

段
階
の

タ

ウ
ヒ

ー
ド

を

も

超
越
す

る

不
可
説
の

も

の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

第

二

の

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

は

修
行
者
の

鍛
錬
に

よ
っ

て

達
成
さ

れ

る

最
高
の

境
地

と
い

う
べ

き

も

の

で

あ
る

。

こ

の

境
地

に

お

い

て

修
行

者
は

自
我
の

消
滅
を

経
験
す
る
と

同
時
に
、

森
羅
万
象
の

消
滅
を
経
験
す

る
。

こ

の

経
験
に

よ

っ

て

修
行

者
は

自
我
お

よ

び

そ

れ

以
外
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の

諸
存
在
も

幻
の

存

在
で

し
か

な

く、

真
に

存

在
す

る

も

の

は

ア

ッ

ラ

ー
の

み

で

あ
る

こ

と

を

理

解
す

る
。

こ

の

事
実
の

認
識
と

同

時

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　「
22）

に
、

多
様
な

現

象
が

唯
］

の

真
実

在
か

ら

流
出
し

、

ま

た

そ

こ

に

収
斂
し
て

い

る

と
い

う
認
識
を

得
る

。

こ

れ

が

「

凝
集
」

の

認

識

で

あ

る
。

こ

れ

は

多
様
な

森
羅
万
象
は

唯
一

の

真
実

在
か

ら

出
て

き

て
、

同
時
に

唯
一

の

真
実
在
に

回
帰
し

て

い

る
と

い

う

形
而
上

学

的

事
実
の

認

識
で

も

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

こ

の

境
地
に

お

い

て

＝
」

が

「

多
」

を

創

出
し

、

「

多
」

は

「

一
」

に

同

帰
す

る

と

い

う

＝

多
相
即
」

の

存

在
の

真
相
が

明
ら

か

に

な

る
。

第
三

の

タ

ウ
ヒ

ー

ド
に

つ

い

て

は

こ

の

箇
所
に

注
釈
を

ほ

ど
こ

し

た

ア
ブ

ド
ッ

ラ

ッ

ザ

ー

ク
・

カ

ー
シ

ャ

ー
ニ

ー
（

＝．
＝
、

九

年
こ

ろ

没）

が

「

…

…

そ

れ

は

被
造

物
す
べ

て

の

消
滅

と

真
理

（

ア
ッ

ラ

ー
）

の

み

の

存

続

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　〔
23｝

に

よ

り

実
現

す

る
。

そ
れ

に

つ

い

て

他
者
に

説
明
す

る
こ

と

も
、

指
摘
す
る
こ

と

も
で

き

な
い

。

…
…

」

と

述
べ

て

い

る
。

し

た

が
っ

て
、

第
三

の

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

は

ア

ッ

ラ

ー
の

側
か

ら

見
た

「

タ

ウ
ヒ

ー

ド
」

の

真
相
と

で

も

呼
ぶ

べ

き

も
の

で
、

人
間
の

説
明
能
力

を
は

る

か

に

超
え

る
。

　

と

こ

ろ

で
、

こ

の

言
葉

が

記
さ

れ
て

い

る

著
作
の

表
題
、

す

な

わ

ち

『

巡
歴

者
の

宿
所
』

か

ら

も

明
ら
か

な

よ

う

に

ア

ン

サ
ー

リ

ー

は

認
識
の

深
ま

る

過

程
を

霊

魂
と

い

う

旅
人
の

旅
程
に

な

ぞ

ら

え

る
。

彼
は

「

心
」

の

浄
化
の

過

程
と

認

識
の

深
ま

る
過

程
は

密
接
に

関
係
す
る

と

考
え
る

。

「

心
」

の

浄
化
が

進
め

ば

進
む

ほ
ど

に
、

そ

の

「

心
」

の

認
識
は

実
在
の

真
相
を

正

確
に

把

握
す
る

と

考
え

ら

れ

て
い

る
。

そ

し

て
、

実

在
の

真
相
の

認
識
と

タ

ウ
ヒ

ー

ド

の

認
識
の

深
化
が

対
応
し
て

い

て
、

そ

の

深
化
の

極
点
に

お

い

て

人
間
は

ア
ッ

ラ

ー
の

認
識
を

経
験

す
る

。

こ

の

経
験
は

「

彼
ら
は

ア
ッ

ラ

ー

の

性
質
を

身
に

つ

け

た
」

「

ア

ッ

ラ

ー

が

か

の

者
の

聞
く

聴
力
と

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
れ　

な

り
、

見
る

視
力
と

な

り
、

語
る

舌
と

な

る
」

と
い

わ

れ
る

経
験
で

あ
る

。

こ

れ
は
「

心
」

の

浄

化
の

修
行
者
に

と

り

究

極
目

標
の

境

地
で

あ

る
。

こ

の

ア

ン

サ

ー

リ

ー

の

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

論
に

お

い

て

も

そ

の

意
味
を
三

層
に

設

定
し
て

思

索
を

深
め

る

方
法
が
と

ら

れ

て

い

る
。

「

心
」

の

浄

化
の

進
行
に

応
じ

て

「

タ

ウ
ヒ

ー
ド

」

の

認
識
が

深
化
す

る

と
、

す
で

に

指
摘
し

た

よ

う

に

「

消
滅
」

、

「

凝
集
」

137 （353）
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と

い

う
認
識
の

境
地
に

到

達
す

る
。

こ

の

認

識
論
的
境
地
に

到
達
す

る

と

森
羅
万
象
が

唯
一

の

真
実
在
者
か

ら

あ
た

か

も
光
源
か

ら

光

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
爛

線
が

放

射
し

て

い

る

よ

う

に

出
て

き

て

い

る

と

把

握
さ

れ

る
。

そ

れ

と

同

時
に
、

森

羅
万
象
が

唯
一

の

光
源
で

あ

る

と

こ

ろ

の

真
実

在

す
な

わ

ち

ア

ッ

ラ

ー

の

中
へ

と

収
斂
し

て

い

る

こ

と

が

認
識
さ

れ

る
・

こ

れ

は
・

す
な

わ
ち

唯
一

の

真
実
在
者
で

あ
る

ア
ッ

プ

τ

倒

と

多
様
性
に

満
ち

た

宇
宙

の

存
在
論
的

関
係
を
知
る

こ

と

で

あ
る

。

換
言
す

れ
ば

、

「

多
と

し

て

の

存
在
」

と

コ

と

し

て

の

存

在
」

の

存
在
論
的
関
係
の

認
識
に

到
達
す

る
こ

と

で

あ

る
。

　
こ

の

存
在
の

関
係
認
識
の

思

索
が

「

多
と

し

て

の

存
在
」

認
識
と

「

一

と

し

て

の

存
在
」

認
識
の

関
係
研
究
へ

と

発
展
し

て

い

く
。

そ
の

結
果、

「

一
」

で

あ

る

存
在
が

「

多
」

な

る

存

在
と

し

て

認

識
さ

れ

る

過

程
を

説

明
す
る

イ
ス

ラ

ー
ム

「

存
在
一

性
論
」

が

成
立

し

て

い

る

の

で

あ
る

。

「

存

在
一

性
論
」

の

理

論
的

枠
組
み

が

確

定
す

る

と
、

「

存
在
の

真
相
」

も
し

く
は

「

存
在
リ

ア

リ

テ

ィ

ー
」

、

す
な

わ

ち

ア
ッ

ラ

ー
の

本
質
に

向
か

う
認
識
深
化
の

行
程
が

明
ら
か

と

な

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

タ

サ

ッ

ウ

フ

の

修
行
者
は

こ

の

「

存
在
リ

ア

リ

テ

ィ

ー
」

認
識
の

行

程
表
に

準
じ

て

存
在
認

識
を

深
め

て

行
く

の

で

あ

る
。

こ

の

存
在
認
識
の

行
程
は

「

存
在
」

観
念
の

多
層
構

造
を

前
提
と

し
、

第
一

に

感
覚
的
に

分
節
し

て

認

識
さ

れ

る

複
数
の

存
在
者
（

鬢
ε
口
匹

肄

ヨ
＝

ρ

契
冨
匹
餌
ゴ
）

の

認
識
か

ら

出
発
し

、

そ

こ

か

ら

進
ん

で

第
二

に

統
一

的
、

展
開
的

存
在
（
髫
忌

巳

ヨ

彗
σ
四

貫）

の

認
識
に

到
る

と

さ

れ

る
。

こ

の

第
二

の

段

階
の

存
在
認
識

に

到
る

と
、

こ

の

第
二

の

存
在
の

原
因
と

し

て

さ

ら

に

上
位
の

第
三

の

存

在
が

措
定
さ

れ
る

。

し

か

し
、

こ

の

第
三

の

存
在
は

説
明
不

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
25〕

能
な

純
粋
存
在
（

≦
ε
q
匹

筥

魯
α
）

で

あ

る
。

こ

の

第
三

の

次
元

の

存
在
は

真
実
在
の

本
質
で

あ
り
、

そ

れ

を

知
る
の

は

真
実
在
者
の

み

で

あ
る

。

な

お
、

こ

の

存
在
認
識
の

行

程
は

「

多
」

を

構

成
す

る

「

＝

に

つ

い

て

の

認
識
の

行
程
と

対

応
す

る
。

そ

れ

は

「

存

在
」

と

＝
」

と
が

同
義
で

あ
る

た

め

で

あ
る

。

こ

の

こ

と
は

「

一

は

存

在
に

帯
同
す
る

。

存
在
が

認
め

ら

れ

る

と
こ

ろ

は
い

ず
こ

に

お
い

て

も
一

が

同

行
し

て

い

る
。

な
ぜ

な

ら
、

一

と

存
在
は

事
物
に

た
い

す

る

真
正
の

述
語
付
け

に

お

い

て

同
義
的
に

使
用

さ

れ

る
か
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イ ス ラ
ーム 存在

一性論の構造 と知 的生命力

ら
で

あ
る

。

そ

れ

ゆ

え
、

そ

れ
は

存
在
し

て
い

る

と

言
わ
れ

る

も

の

は

す
べ

て
、

そ

れ

に

た
い

し

そ

れ

は
一

つ

で

あ

る

と

言
わ
れ

る

の

で

あ

麺
L

と
い

う

言
葉
に

要

約
さ

れ
て

い

る
。

こ

の

た

め
、

＝
L

の

認
識
も

ま

た

「

多
」

と

し
て

認
識
さ

れ

る

個
別
的
一

者
か

ら

始

ま

り
、

つ

い

で

「

多
」

を

統
合
す

る

統
】

的
］

者
性
（
ぞ
鋤
σ一
匹
Hk

聾

『）

の

認
識
に

進
み
、

さ

ら

に

統
一

的
一

者
の

根
拠
で
あ

る

認

識
を

超
え

た

純
粋
一

者
性
（
9。

冨
匹

曙

昏）

に

行
き
つ

く
と

さ

れ

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て

階
層
的

に

把

握
さ

れ

た

「

存
在
」

と

「

一
」

と

は

存
在
流

出
の

構
造

説
明
に

も
用
い

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

純
粋
存
在
か

ら

展
開
的

存
在
が

出

現
し

、

こ

の

展
開

的
存
在
が

個
別
化
す
る

こ

と

で

経
験
的
世
界
が

出

現
す
る
と

い

う
存
在
流
出
の

認
識
が

成
立

す
る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な
認

識
の

成

立
に

お

い

て

も
、

「

存

在
」

、

「

一
」

と
い

う
鍵
概
念
の

意
味
を
そ

れ
ぞ

れ
三

層
に

設
定
し

て

い

る

こ

と

が

重
要
な

役

割
を

果
し

て

い

る
。

　
「

存
在
」

と

「

一
」

が

同
義
で

あ

る
た

め

に
、

こ

の

存
在
流
出
は

純
粋
一

者
か

ら

統
一

的
一

者
が

出
現
し
、

さ

ら

に

統
一

的
一

者
か

ら

多
数
の

個

別
的

存
在
者
が

出
現
す
る

と
い

う

「

一
」

の

流

出
論
的
認
識
に

直
結
す

る
。

こ

の

場
合、

た

と

え

ば
純
粋
一

者
を

流

出
の

源
泉
と

し

て

流
出
構
造

図
の

頂
点
に

置
け

ば
、

当
然

、

純
粋
一

者
か

ら

統
一

的
一

者
を

経
て

多
数
の

個
別

的
存

在
者
の

出
現
に

い

た

る

流
出
は

下
降
流
出
と

な

る
。

他
方

、

多
数
の

個
別

的
存
在
者
か

ら

純
粋
一

者
に

い

た
る

認
識
の

深

化
は

認
識
の

上
方

向
へ

の

向
上

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

上
方
向
へ

の

存
在
認
識
を

進
め
、

そ

の

頂

点
に

到
達
す

れ

ば
、

そ
の

時
点
で

存
在
の

下
降
流

出
に

つ

い

て

の
パ

ノ

ラ

マ

を

得
る
こ

と
に

な

る
。

こ

の

下
降
流
出
に

つ

い

て

の

パ

ノ

ラ
マ

を

得
た

な

ら

ば
、

森
羅
万

象
の

創
造
は

純
粋
一

者
の

本
質

が

自

己

顕

現
す
る

過

程
と

し

て

認
識
さ

れ

る

よ

う

に

な

る
。

そ

れ
と

同
時
に

、

純
粋
一

者
が

預
言
者
を

派
遣
す

る

必
然

的
理

由
も

明
ら

か

と

な

麺
．

な

ぜ

な

ら、

純
粋

署
の

創
造

行
為
の

講
に

お

い

て

創
造
・

れ
・

の

は

森
羅
万
象
に

つ

い

て
の
一

切
知

で

あ

り
、

・

れ
が

蕷

陶

言
者
性
L

憙
轟
『

の

奢
と

も

な

・

か

ら

で

あ
る

．

・

れ

は

「

ム

ハ

ン

マ

，

的

真
理
」

ケ
鋤
ρ
．

ρ
・
プ

冨
＝
廿
凶

8
・
蝉

臼
く
餌

！
も

呼
ぼ

 

れ

る
。

そ

し

て
、

預
言
者
の

派
遣
の

意
味
が

明
ら

か

に

な

れ

ぼ
、

預
言
者
に

よ

る
シ

ャ

リ

ー

ア

（

°。

プ

胃
剛

げ
げ

律
法
）

の

告
知
の

意

味
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が

明
ら

か

と

な

る
の

で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

ア

ッ

ラ

ー

が

預
言
者
を

通
じ
て

人
類
に

し

め

し

た

ア

ッ

ラ

ー

に

回
帰
す

る

大
道
で

あ
る

と
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

換

言
す
れ

ば
、

人

間
が

シ

ャ

リ

ー

ア

を

実
践
す

る
こ

と

で

ア

ッ

ラ

ー

と

の

絆
を

確
認
す

る
こ

と

が

で

き
、

ア
ッ

ラ

ー

へ

の

回

帰
の

道
で

あ
る

「

心
」

の

浄

化
の

基
本
が

定
ま

る
の

で

あ
る

。

そ

れ

ゆ

え
、

人

間
は

シ

ャ

リ

ー

ア

の

実
践
か

ら

始

ま

り

「

心
」

の

浄
化
の

道
、

す
な

わ

ち

タ

リ

ー

カ
（

8
菖
ρ

四
7）

を
進
ま

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な

る
。

そ

し

て
、

タ

リ

ー

カ

と

い

う
道
の

旅
の

果
て

に

真
実

在
、

す

な

わ

ち
ハ

キ

ー
カ

（

90
δ
蝉
ゴ）

に

到
る

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

　

シ

ャ

リ

ー

ア
は

預
言
者
の

言

葉
、

タ

リ

ー
カ

は

預
言
者
の

行
為、

ハ

キ

ー

カ

は

預

言
者
の

認

識
、

と

い

わ

れ

る

趣、

こ

れ

は

ア

ッ

ラ

ー
に

よ

る

最
初
の

被
造
物
で

あ
る

「

ム
ハ

ン

マ

ド

的
真
理
」

が

経
験

的
世
界
に

お

い

て

は

言
語
的
に

表
現

さ

れ
、

精
神
的
世
界
に

お

い

て

は

実
践
倫
理

規
範
と

し

て

表
現
さ

れ
、

形
而
上

学
的
世
界
に

お

い

て

は

ア
ッ

ラ

ー
の

認
識
と
一

致
し
て

い

る

と

い

う
こ

と

を

意
味

し

て
い

る
。

こ

の

こ

と

は
シ

ャ

リ

ー
ア

と
い

う

語
が

重
層
的
で
、

そ

の

背
後
に

タ

リ

ー

カ
、

さ

ら
に
ハ

キ

ー
カ

を

含
ん

で

い

る

こ

と
を

示

し
て

い

る
。

す
な

わ
ち

、

シ

ャ

リ
ー

ア

と

タ

リ

ー
カ

お

よ

び
ハ

キ

ー

カ

は
三

者
が
一

体
と

な

る

も
の

と

把
握
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

か

く

し

て
、

「

存

在
　

性
論
」

系
統
の

タ

サ

ッ

ウ

フ

に

お

い

て

は

「

タ

ウ

ヒ

ー

ド
」

、

「

存

在
」

、

「

＝
、

「

心
」

「

シ

ャ

リ

ー

ア
」

な

ど
、

イ
ス

ラ

ー

ム

宗
教
思

想
の

根
幹
を

な

す

重
要
な

概
念
が

す
べ

て

重

層
的

、

多
義
的
で

あ
る

と

さ

れ
、

し
か

も
そ

の

各
々

が

唯
一

の

真
実
在
で

あ

る

ア
ッ

ラ
ー

の

自
己

開
示

の

結
果
で

あ
る

と

理

解
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

れ

ゆ

え
に

、

こ

れ

ら

の

概
念
の

意

味
の

深

層
を
探
求
す

る
こ

と
が

ア

ッ

ラ

ー

の

認

識
に

結
び
つ

く

と

さ

れ

る
。

こ

の

よ

う

に

思
索
活
動
が

ア
ッ

ラ

ー

の

認
識
へ

と

向
か

う
仕
組
み

を

持
つ

「

存
在
一

性
論
」

は

知
性
主
義
の

イ
ス

ラ

ー

ム

で

あ

る

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
。

こ

れ
は

反
知
性
主

義
的
イ

ス

ラ

ー

ム

の

対
極

に

位
置
す

る

も

の

で

あ

る
。

「

存

在
一

性
論
」

の

知
性
主

義

的
傾

向
が

「

心
」

を

浄
化
し

つ

つ
、

真
実
在
の

認

識
に

到
達
を

目
指
す

「

ヒ

ク

マ

哲
学
」

σ

貯
日
鋤

げ

も

創
り

出
す

の

で

あ
る

。

「

ヒ

ク
マ

哲

学
」

は

フ

ァ

ー

ラ

ー

ビ

ー

（

九

五

〇
没）

お

よ

び

イ
プ
ン

・

ス

ィ

ー
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ナ

ー
（
一

〇
三

八

没）

に

よ

り

体
系
化
さ

れ

た

哲

学
研
究
を
基

礎
に

し
、

ム

の

宗
教
的
主
題

の

解
釈
に

採
り

入
れ

た

も

の

で

あ

る
。

ヒ

ク
マ

哲
学
に

お

け

る

「

存
在
」

に

つ

い

て

と
り

わ
け

そ
の

存
在
論

、

認
識
論、

宇

宙
生

成
論
を
イ
ス

ラ

ー

　
イ
ブ

ン

・

ス

ィ

ー

ナ

ー

は
、

「

存

在
は

名
詞
に

よ
る

以
外
に

は
、

説
明
不

可
能
で

あ

る
。

な

ぜ

な

ら
、

存
在
は

あ

ら

ゆ

る

説

明
と

定

義
の

第
一

の

根
拠
で

あ

り
、

し
か

も
そ

れ

自
身
は

説
明
も

定
義
も

う

け
い

れ

な
い

。

む

し

ろ
、

存

在
の

形

相
と

概
念
は

霊
魂
の

中
に

他

の

な

に

も
の

か

の

媒
介
な

し

に

生
じ（
麺

」

と
い

う
。

こ

の

説
明
が

「

存
在
一

性
論
」

に

お

け

る

存
在
に

つ

い

て

の

思
索
に

霊
感
を

与
え

て

い

る
。

存

在
の

表
象
が

自
明
的
で

あ
る

た

め
、

存
在
は

定
義
や

叙
述

で

説
明
す

る

こ

と

が

不
可
能
で

あ

る
。

代
表
的
存
在
一

性
論
者

ジ

ャ

ー

ミ

ー

二

四

九
二

年
没）

も

次
の

よ

う

に

言
っ

て

い

る
、

「

存
在
は

実

在
性
の

点
で

は

最
も

明
自
で

あ

る
。

こ

の

た

め

に
、

存
在

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　　

は

自
明
的
で

あ
る

が
、

そ

の

リ
ア

リ

テ
ィ

ー
の

点
で

は

最
も

秘
匿
さ

れ

て

い

る

と
い

わ
れ

る
」

。

同
じ
こ

と

を
、

ム

ッ

ラ

ー
・

サ

ド

ラ

ー

は

『

四
つ

の

旅
」

の

な
か

で

的
確
に

述
べ

て

い

麺
。

こ

う
し

た

「

存
在
」

に

関
す

る

考
察
に

お

い

て

存
在
一

性
論
者
が

「

存
在
」

と

い

う
言
葉
で

意
味
す
る

も

の

は
、

「

存
在
の

観
念
」

で

は

な
い

。

な
ぜ

な

ら
、

理

性
的
観
念
は

意
識
的

事
実
性

を
も
つ

も

の

で
、

意

識

の

領
域

内
で

の

み

成
立
す
る

か

ら

で

あ
る

。

す
な

わ
ち

、

理

性
的

観
念
が

実
現
す
る
と

こ

ろ

は
理

性
で

あ
り、

意
識
外
の

世
界
で

は

な

い

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

む

し

ろ
、

存

在
一

性
論
者
が

「

存
在
」

と
い

う

語
に

よ

り

意
味
し
て
い

る

こ

と

は
、

意
識

外
に

お

い

て

は

唯

一

で

し

か

も

複
数
で

な
い

存
在
リ

ア

リ

テ
ィ

ー

の

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

意
味
に

お
い

て
、

存
在
一

性
論
者
は

存
在
の

語
を

必
然
存
在
者

に

た
い

し

て

特
に

相
応
し
い

語
と

し

て

使
用
す

る
の

で

あ
る

。

　

ジ
ャ

ー
ミ

ー
は

こ

の

こ

と

に

つ

い

て
、

「

…

…

存
在
と
い

う
語
が

至

高
の

必
然

者
に

た
い

し

て

使
用

さ

れ

る

の

は
、

そ

の

語
に

よ

り
、
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附
帯
的

事
実
で

は

な

く
、

そ

れ

自
体
で

存
在
し
て

い

る

存
在
者
が

意
味
さ

れ
て

い

る

た

め

で

あ

る
。

あ
ら

ゆ

る

も

の

の

存
在
は

知
性
上

も
現
実
に

お

い

て

も
そ

れ

に

よ

・

て

存
在
し
て

い

る

の

で

あ

麺
L

と

い

う
・

　

　

　

　

　

　

　

　

嘘

ジ
・

！・
〒
の

言
葉
か

ら

は
・

き

り
と

解
る
・

と

は
、

存

在

硅
論
者
が

意
味
す

る

荐
在
」

と

は

「

存
在
リ

ア

リ

テ
ィ

⊥
と
い

蘭

う
こ

と

で

あ
る

。

「

存
在
リ

ア
リ

テ

ィ

ー
」

と

は
、

な
に

も

の

か

の

存
在
と

い

う
の

で

は

な

く、

そ

れ

自

体
で

存

在
し

て

い

る

存
在

者

を

指
す

。

そ

し

て
、

そ
の

リ

ア

リ

テ

ィ

ー

は
一

つ

で

あ
り

複
数
で

は

な
い

。

な
ぜ

な
ら

、

「

存
在
」

は

「

一
」

で

も

あ
り
、

真
に

存

在

す

る

と

は

真
に
一

で

あ
る

こ

と

と

同
義
で

あ
る

か

ら

だ
。

そ

れ

ゆ

え

に
、

真
に

存

在
す
る

「

真
実
在
」

あ
る

い

は

「

存
在
リ

ア

リ

テ
ィ

ー
」

は
】

で

し
か

あ
り
え

な

い

こ

と

に

な

る
。

ジ
ャ

ー

ミ

ー

は

別
の

個
所
で

は

さ

ら

に
一

層
明
快
に

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
、

す
な

わ

ち

「

存

在
に

は

た

だ
一

つ

の

現
実
が

あ

る

の

み

で

あ
る

。

そ

れ

は

絶
対
無
条
件
の

真
理

の

存
在
と

同
一

で

あ
り

、

存
在
の

本
質
な

の

　

　

ホ　

で

あ
る
」

。

す

な

わ

ち
、

こ

れ
は

「

本
当
の

存
在

者
は

た

だ
］

つ

で

あ
り

、

そ

れ

が

真
理
（

ア

ッ

ラ

i
）

の

存
在
そ

の

者
で

あ

り
、

絶

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
あ　

対
無
条
件
の

存
在
で

あ

る
」

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

う
し

て

存
在
→

性
論
者
は

イ
ブ

ン

・

ス

ィ

ー

ナ
ー

が

提
起
し

た

「

存
在
」

に

関

す
る

命
題
を

タ
ウ

ヒ

ー
ド

（

ア
ッ

ラ

ー

の

唯
一

性）

の

真
実
性
を

論
証
す

る

た

め

に

応
用

す

る
。

フ

ァ

ー

ラ

ー

ビ

ー、

イ

ブ
ン

・

ス

ィ

ー

ナ

ー

が

体
系
化
し
た

存
在
論
哲
学
を

採
用
す
る

こ

と

で

「

存
在
一

性
論
」

は

さ

ら

に

知
的
営
為
を

活
性
化
す

る

思
想
体
系
と

な
っ

た

の

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

し

て
、

西
ア

ジ

ア

の

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
に

成
立
し
た

「

存
在
一

性
論
」

と

い

う
知
性
主

義
の

宗
教
思

想
は

存
在
論

、

認

識
論、

倫
理

学
を

綜
合
し

た

知
の

体
系
で

あ

る
。

こ

の

思
想
体
系
は
、

そ

の

主

要
な

鍵
概
念
の

い

ず
れ

も
が

意
味
重

層
的
で

あ
る

こ

と

に

よ

り
、

思

索
者
を

常
に

、

意

味
の

深
層
へ

と

誘
う
よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

「

存

在
一

性
論
」

の

知

的
刺
激
装

置
が

、

今
日

ま

で

そ

の

思
想
的
エ

ネ
ル

ギ
ー

を

持
続
さ

せ

て

い

る

原
因
の
一

つ

で

あ

る

と
い

え

よ

う
。

こ

の

こ

と

は

「

存
在
一

性
論
」

が

西
ア

ジ

ア
・

イ
ス

ラ
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ー
ム

世
界
の

み

な

ら

ず

他
の

文
化
圏
に

移
植
さ

れ

て

も

思
想

と

し

て

の

生
命
力
を

失
う
こ

と

な

く
、

異
な

る

文

化
か

ら

知
的

養
分
を

吸

上

げ
て

思
想
的

開
花
を

遂

げ

得
る
こ

と

を

意
味
し

て
い

る
。

「

存
在
一

性
論
」

の

思

想
的
生

命
力
を

示

す
端
的

な
例
の
一

つ

が

中
国

イ

ス

ラ

ー
ム

の

思
想

的
世
界

で

あ
る

。

存
在
一

性
論
の

中
国
へ

の

移
植

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35〕

　
「

中
国
少
数
民
族
哲
学
史
』

の

中
の

「

回
族
哲
学
史
」

の

章
に

お

い

て
、

余

振
貴
氏
は

漢

語
を

母

語
と

す
る

ム

ス

リ
ム

（
以

下、

回

族

と

す
る）

の

宗

教
思
想

発
展

の

過

程
を

詳
細
に

説

明
し

て

い

る
。

余

振
貴
氏
の

説
明
に

従
う
と
、

一

般
の

漢
人

と

共
生
す
る

ム

ス

リ

ム

は

明
代
末
期
に

は

信
仰
を

除
い

て

は

漢
民
族
の

言
語
文
化
を

採
用

す

る

よ

う
に

な
っ

て

い

た
。

こ

の

た

め
、

明

代
後

期
に

は

回
族
の

大

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ア
　
ホ

ン

多
数
が

先
祖
の

言
葉
で

あ

る

ア

ラ

ビ

ア

語
、

ペ

ル

シ

ャ

語
を

理
解
で

き

な

く
な
っ

て

い

た
。

た

だ

し
、

阿
匐
と

呼
ば

れ
る

宗
教
指
導

者

は

例
外
で

あ
り

、

彼
ら

は

経
堂
教
育
に

よ

り

ア

ラ
ビ

ア

語
や

ペ

ル

シ

ャ

語
を
修
得
し

て

い

た
。

阿
笥
た

ち

は

「

コ

ー

ラ

ン
」

や
イ

ス

ラ

ー
ム

法

学
の

文
献
な

ど

を

読
む
こ

と

が

で

き
た

。

し
か

し

な

が

ら
、

　一

般
の

回
族

に

と
っ

て

ア

ラ

ビ

ア

語
、

ペ

ル

シ

ャ

語
を
話
す
こ

と

や
そ

の

文

献
を

読
む
こ

と

は

不
可
能
と

な
っ

て

い

た
。

し

か

も
、

回
族
の

あ
る

も

の

は
、

非
ム

ス

リ
ム

が

多
数

派
で

あ
る

中
国
社
会

の

中
で

生

活
し

、

そ

の

中
で

階
級
上

昇
を

す

る

た

め

に

科
挙
合

格
の

条
件
で

あ

る

儒
教
的

教
養
を

習
得
す
る
よ

う
に

な
っ

た
。

か

く

し

て
、

回
族
た

ち

は

伝
統
的

中
国
社
会
の

中
で

生

活
す
る

と

同
時
に
、

自
ら

の

宗
教
共
同
体
の

中
に

も

中
国
の

伝

統
的

教
養
を
持
つ

信

徒

を

含
む

よ

う
に

な

る
。

そ

の

結
果

、

回

族
の

宗

教
共
同

体
内
部
に
、

儒
教
的
教
養
な

ど

の

中
国
の

伝
統
文
化
が

浸
透
し

て

い

っ

た
。

　
こ

の

よ

う
に

し

て

回

族

社
会
が

「

中

国
化
」

す

る

の

と

平
行
し

て
、

こ

れ

ら
の

人
々

が

イ
ス

ラ

ー
ム

に

関
す

る
多
量
の

漢
語
文

献

を

著
す
よ

う
に

な

る
。

こ

れ

ら

の

漢
文
文

献
は

大

別
し
て

二

種
類
あ

る
。

一

つ

は

ア

ラ

ビ

ア

語、

ペ

ル

シ

ャ

語
文

献
の

漢
語
翻
訳

、

も

う
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一

つ

は

回
族
知
識
人

が

イ
ス

ラ

ー

ム

に

つ

い

て

独
自
に

書
き

下
ろ

し

た

漢
語
文
献
で

あ
る

。

こ

れ

ら

の

漢
語
イ

ス

ラ

ー

ム

文
献
が

“

漢

克
搭
布
”

（

＝

穹

囲
鼠
σ）

と

し
て

知
ら

れ

て

い

る

も

の

で

あ
る

。

こ

れ

ら

漢
語
イ

ス

ラ

ー

ム

文
献
が

明
末
清
初
に

多
量

に

刊
行
さ

れ

た

理

由
は
い

ま
だ

充
分
に

は

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

な
い

。

し

か

し

な

が

ら
、

余

振
貴
氏
は

「

（

漢

克
搭
布
が
）

回
族

意
識
形
態
を

代

表

す
る

中

国
的
特
色
を

も
つ

イ

ス

ラ

ー
ム

思
想
を

造
り

だ

し
、

最
も

有
効
な

思
想
的
武
器
を

（

回
族
が
）

手
に

す
る
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
36）

う
な

歴

史
的
任
務
を

完
成
し

た

の

が

回
族
学
者
の

漢
文
著
作
な

の

で

あ
る
」

と

い

う
。

つ

ま

り、

い

わ

ゆ
る

”

漢
克
搭
布
”

は

中
国
の

非
イ
ス

ラ

ー
ム

教
徒
に

た

い

し

イ

ス

ラ

ー
ム

を

布
教
す

る

た
め

に

作
ら

れ
た

書
物
で

は

な

く
、

む

し

ろ

漢
語
を
母
語
と

す

る

イ
ス

ラ

ー

ム

教
徒
の

宗
教
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

ー

を

確
立

し

維
持
す

る

た
め

の

も

の

で

あ
る
と

み

な
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

こ

れ

ら

”

漢
克
搭

布
”

に

は

二

つ

の

特
徴
が

あ

る
。

第
一

の

特
徴
は

、

そ

の

文

章
に

儒
教
哲
学、

と

り

わ

け

宋
明

性
理

学
の

哲
学
的

概
念
が

多
量

に

採
用
さ

れ

て

い

る

と
い

う
点
で

あ

る
。

第
二

は
、

タ

サ
ッ

ウ
フ

会

派
の

ク

ブ

ラ

ウ

ィ

ー

ヤ

派
の

思

想
家
ナ
ジ
ュ

ム

ッ

デ

ィ

ー

ン

・

ラ

ー
ズ

ィ

ー

（

一

二

五

六

年
没、

以
下
ラ

ー
ズ

ィ

ー）

や

ア
ズ

ィ

ー
ズ
・

ナ

サ
フ

ィ

ー
（
一
、
．

八
二

年
没
）

、

ま

た

ナ

ク

シ

ュ

バ

ン

デ

ィ

ー

ヤ

派
の

ジ
ャ

ー

ミ

ー

（
一

四

九

二

年
没）

な

ど
ペ

ル

シ

ャ

系
タ

サ
ッ

ウ

フ

の

思
想
家
た

ち
の

作
品
が

漢
語
に

翻
訳
さ

れ
た

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

ら

の
ペ

ル

シ

ャ

語
の

作
品
が

特
に

選
ば
れ

て

漢
語
に

翻
訳
さ

れ

た

の

は
、

漢
語
に

翻
訳
さ

れ

る

以
前
に

中
国

の

領
域
内
の

多

数
の

ム

ス

リ
ム

が

そ

れ

ら

の

ペ

ル

シ

ャ

語
原
典
を

読
ん

で

い

た
た

め

で

あ

ろ

う
。

ラ

ー
ズ
ィ

ー、

ア

ズ
ィ

ー
ズ
・

ナ

サ
フ

ィ

i
、

ジ
ャ

ー
ミ

ー

の

三

人
と

も

多
量
の

著
作
を
残
し

て

い

る

が
、

ラ

ー
ズ

ィ

ー

に

つ

い

て

は

『

信
仰

者
の

里

程
標
』

ミ
書
ミ

寧
．

蕁

ミ
が

選
ば

　

　
　

　

　
　

　

（
37）
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　〔
38）
　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
（
39）

れ
て

漢

訳
さ

れ

た
こ

と
、

ジ
ャ

ー

ミ

ー

に

つ

い

て

は

『

閃
光
』

卜
黛

ミ
鋤、

寒
お

よ

び

「

光
明
の

耀
き

』

｝
の

ミ．．
ミ

ミー
ト
黛

ミ
織
．

ミ

が

選
ば

れ

て

漢
訳

さ

れ

た
こ

と

が

回

族
の

精
神
生

活
お

よ

び

社
会
生

活
に

決
定
的
な

影

響
を

及
ぼ

し
て

い

る
。

　

ラ

ー

ズ
ィ

ー

の

ミ
書
ミ

ミー
．

き

靆
の

最
終
章
は

国
王
か

ら

農
民、

職
人
に

い

た

る

ま

で
さ

ま

ざ

ま

な

階
層
の

人
々

が
、

そ

の

職
務
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に

励
む

こ

と

が

霊
魂
の

浄
化
に

益
す
る

と

説
く

。

そ

れ

は

国
王

を

頂
点
と

す
る

地

上
の

権
力
秩
序
の

理

論
で

あ

る
。

こ

の

書
で

は

世
界

は
一

つ

の

ス

ー
フ

ィ

ー

修
行
の

宿
坊
に

擬
え
ら

れ

る
。

ア

ッ

ラ

ー

（

真
主
）

は

ス

ー
フ

ィ

ー

の

長
老
に

擬
え

ら

れ、

こ

の

世
の

住
民
は

宿
坊
に

住
む
ス

ー

フ

ィ

ー

修

行
者
に

擬
え

ら

れ

る
、

地
上

の

権
力

秩
序
の

頂
点

に

あ

る

王

は

「

コ

ー

ラ

ン
」

の

言

葉
「

汝
（

ダ
ヴ

ィ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　

轟）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
41〕

デ
）

を

地
上
に

お

け

る

代
理
者
と

し
た
」

に

基
づ

き
、

地
上

に

お

け

る

ア

ッ

ラ

ー
の

代
理

者
と

み

な

さ

れ

る
。

こ

の

よ

う

な
現

世
把
握

に

基
づ

け

ば
、

王

は

宿
坊
の

管
理

者
と

み

な

さ

れ

る
。

王

は

現

世
と
い

う

宿
坊
を

適
正

に

管
理

す

る

人
で

あ

れ

ば
だ

れ
で

も
よ
い

こ

と

に

な

る
。

適
正

に

権
力

を

行
使
す
る
王

で

あ
れ

ば
、

誰
で

も

ダ

ヴ
ィ

デ

の

後
継
者

な

の

で

あ

る
。

現
世
と
い

う

宿
坊

の

長
は

あ
く
ま

で

も

ア
ッ

ラ

ー
で

あ
り
、

主

権
は

ア
ッ

ラ

ー
に

属
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

ア

ッ

ラ

ー

は

自
ら

の

主
権
の

代
行
と

し

て

王

を

任

命
し
て

い

る

か

ら
、

王

へ

の

服

従
は

王

を
媒

介
し
て

ア

ッ

ラ

ー
へ

の

服
従
と

み

な

さ

れ

る
。

　

ミ
言
ミ

ミ
．

き

ミ
に

見

え

る
こ

の

権

力
観
は
、

皇

帝
を

頂
点
に

す
る

中
華
帝
国
と

い

う

政
治

体
制
の

中
に

生

活
す
る

回
族
が

信
仰

を

守
り
な

が

ら

中
華
社
会
に

適

応
す
る

に

は

好
都
合
な

思
想
で

あ
っ

た

と

思
わ
れ

る
。

王

岱
輿
が

「

拝
ま

た

二

あ
り

。

真
主
礼

拝
と

君

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
冖
42）
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
43〕

親
礼
拝

。

こ

れ

自
然
の

理

な

り
」

と

い

っ

て

所
謂
「

二

元
忠
誠
」

の

根
拠
を
提
示

し
、

中
華
帝
国
皇
帝
支
配
の

正
統

性
を

認
め

つ

つ

イ

ス

ラ

ー
ム

信
仰
を

守
る

の

も
こ

の

権
力

観
に

基

礎
を

置
く

。

そ

れ

ゆ

え
、

ミ
書
ミ

ミ
．

き

ミ
の

最
終
章
の

権
力
の

流
出
論
的

階
層
秩

序
観
を

基
礎
と

す

る

イ
ス

ラ

ー
ム

生
活
倫
理

学
説
と

は
、

異
教
徒
で

あ
る

明
、

清
の

皇
帝
の

支
配
下
で

回
族
が

自
ら

の

信
仰
と

職
業
を

守
り

な
が

ら

平

穏
に

生
き

る

た

め
に

極
め

て

有
益
な

思
想
だ
っ

た

た

め

に
、

あ
え

て

数
あ
る

イ
ス

ラ

ー
ム

倫
理

学
書
の

中
か

ら

こ

の

書

物
が

選
ば

れ
て

漢
訳
さ

れ

た
と

も

推
定
さ

れ
る

。

　

ミ
書
ミ
ミー
、

蕁

ミ
に

加
え
て

ジ
ャ

ー

ミ

ー

の
『

閃
光
』

卜

蹇
瓢、

魯

が

劉
智
に

よ

り
、

お

よ

び
「

光
明
の

耀
き

』

ム
勃

ミ．
ミ

ミ
ト
匙

§
輿

藪

が

舎
起
霊

に

よ

り

漢
語
訳
さ

れ

る

と

回

族
の

精

神
生

活
の

基

盤

は

さ

ら

に

強
固

な

も

の

と

な
っ

た
。

ジ

ャ

ー

ミ

ー

の

ト

ミ

ミ、
魯

は
、

145 （361）
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存
在
一

性
論
の

哲

学
を
韻
文
と

散
文
を
も
ち
い

て

簡
潔
に

説
く
も
の

で

あ

る
。

ま

た
、

』
恥

ミ

ミ
ミ
ト
額

ミ
貸

ミ

は
、

も

と

も

と
フ

ァ

フ

ル

ッ

デ
ィ

ー
ン

・

イ
ラ

ー

キ

ー
（
］

二

八

九
没

、

以
下
イ

ラ

ー

キ

ー
）

の

詩
集
『

光
』

ミ
ト
犠

ミ
職．
ミ

に

た
い

す

る

ジ
ャ

ー

ミ

ー

の

注
釈
書
で

あ
る

が
、

こ

の

イ
ラ

ー

キ

ー
の

作
品
は

純
粋
存
在
者
で

あ
る

ア
ッ

ラ

ー

を

「

本
質
的
愛
」

と

み
な

し
、

こ

の

「

本
質
的
愛
」

の

原

初
的

分
節
が

創
造
の

原

因
で

あ

り
、

そ

れ

ゆ

え
に

個
々

の

存
在
者
は
か

の

「

本
質
的
愛
」

の

個
別
化
し

た

も
の

と
み

な

さ

れ

る
。

し

た
が

っ

て

個
々

の

存
在
者
は

そ

の

本
質
に

愛
を
内
包
し
、

究
極
的
に

は

原
初
の

「

本
質
的
愛
」

で

あ

る

ア
ッ

ラ

ー
へ

立
ち

か

え

る

と

い

う

愛
の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
44）

宇
宙
論
を

韻
文
に

し

た

も

の

で

あ

る
。

こ

の

韻
文
に

逐

語
的
に

注
釈
を

し
、

愛
の

宇
宙
論
を

存
在
論
的
に

説
明
し

た

も

の

が

ジ
ャ

ー

ミ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　（
45）

1
の

ト

罫
丶

ミ

ミ゚
卜
負

ミ
黛

藝
で

あ

る
。

シ

ャ

リ
ー

ア
（

礼
乗
）

、

タ
リ

ー

カ
（

道
乗
）

、

ハ

キ
ー

カ
（

真
乗
）

　
毎
し・

ミ

ミ
ミ
ト
織

§
“
．

ミ

の

序
章
に

は
、

　
　

シ

ャ

リ

ー

ア

の

規
定
は

す
べ

て

我
が

言

葉
、

＊

　

タ
リ

ー
カ

の

秘
密
は

す
べ

て

我
が

様
相

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
46）

　
　

我
が

外
に

他
の

真
理

（
ハ

キ

ー

カ
）

は

な

く
、

＊

　
分
節
世
界
と

人
間
は

我
が

集
約
相

。

と

い

う
四

行
詩
が

置
か

れ

て

い

る
。

こ

の

詩
は

ジ
ャ

ー
ミ

ー
に

お

け

る
シ

ャ

リ

ー

ア

（

イ
ス

ラ

ー

ム

宗
教
法）

と

タ

リ

ー
カ

（

精

神
修

養
法
）

と
ハ

キ

ー

カ

（

真
理
、

ア

ッ

ラ

ー
）

の

関
係
把
握
を

明
白
に

示
し

て
い

る
。

こ

こ

で

い

う

「

我
が

言
葉
」

と

は

勿
論

、

ア
ッ

ラ

ー
の

言
葉
を

指
す

。

す

な

わ

ち
、

シ

ャ

リ

ー

ア

と

し

て

示

さ

れ

た

規
定
は
ア
ッ

ラ

ー

の

本
質
に

由
来
す

る

も

の

で

あ

り
、

そ

の

限
り

で
、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

ア
ッ

ラ

ー
へ

到
る

方
向
を

明
示

す

る
。

そ
し
て

、

ア
ッ

ラ

ー
へ

到
る

方
向
に

作
ら

れ

た

道
が

タ

リ

ー

カ
、

す
な
わ

ち

精
神
修
養
法
な

の

で

あ

る
。

こ

の

タ

リ

ー
カ

に

お

い

て

人

間
の

心
は

ア
ッ

ラ

ー

の

属
性

、

特
質
を

獲
得
す
る

の

で

あ

る
。

そ

れ
ゆ

え

（362＞ 146
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に
・

タ

リ

ー

カ

は

ア
ッ

ラ

ー
の

様

相
に

接
続
す
る

と

把

握
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

シ

ャ

リ

ー

ア
も

タ
リ

ー

カ
も

と

も

ど

も
真
理
（
ハ

キ

ー
カ
）

へ

と

収
斂
す

る

も

の

で

あ
る

。

真
理
の

み

が

真
実
在
で

あ

り
、

分
節
し

た

経
験
的

世
界
と

そ

の

管
理

者
で

あ

る

人

間
は

、

ア
ッ

ラ
ー

の

本
質
の

内
に

集
約
さ

れ

た

形
式
で

存
在
す

る

可
能
的
存
在
者
で

あ
る

と
い

う
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

シ

ャ

リ

ー

ア
、

タ

リ

ー

カ
、

ハ

キ
ー

カ

の

三

概
念
の

関
係
把
握
方
法
は

、

シ

ャ

リ

ー

ア

を

他
の

二

つ

の

概
念
に

対
し

て

相
対
的

存
在
に

位
置

付
け

る
。

い

わ
ば

、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

タ

リ

ー
カ

と

ハ

キ

ー

カ
に

依
存
し
、

こ

の

両
者
に

よ

り

規
定
さ

れ
る

も
の

と

な

る
。

　
こ

の

場
合
に

、

シ

ャ

リ

ー

ア、

タ
リ

ー
カ
、

ハ

キ

ー

カ

は

別
々

の

独
立

し

た

概
念
だ
っ

た

も
の

が
、

一

つ

に

ま
と

め

ら

れ
、

こ

れ

ら

三

つ

の

も
の

は
一

つ

の

事
実
の

三

つ

の

相
と

み

な

さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

こ

の

た

め

に
、

こ

れ

ら
三

つ

の

概
念
の

相
互

関
係
の

真

相
把

握
へ

と

知
的
衝
動
を
誘
発
す
る

。

こ

こ

に

も

知

的
活
動
の

活

性
化
さ
せ

る

「

存
在
一

性
論
」

の

概
念
の

三

層
化
法
の

影
響
を

み

る
こ

と

が
で

き
る

。

こ

れ

に

は

勿
論

、

例
外
は

存
在
す

る
。

タ
サ

ッ

ウ

フ

運
動
の

中
に

も

反

知

性
主

義
の

流
れ

が

あ

る
の

も

事
実
で

あ

る
。

反
知
性
主

義
の

タ

サ
ッ

ウ

フ

に

お

い

て

は
、

シ

ャ

リ

ー

ア

は
ハ

キ

ー
カ

の

現
実
相
と

み

な

さ

れ、

シ

ャ

リ
ー

ア

の

厳
格
な

実
践
が

重

視
さ

れ
る

。

こ

の

場
合
に

は

人
間
が

シ

ャ

リ
ー

ア

↓

タ
リ

ー

カ

↓
ハ

キ

ー

カ

と
い

う

階
層
的
経
路
を

発
展
的
に

辿
る

と

は

み

な

さ

れ

な
い

。

む

し

ろ
、

シ

ャ

リ

ー
ア

即
ハ

キ

ー
カ

と

把

握
す

る
こ

と

が

タ

リ
ー
カ

で

あ

る

と

さ

れ
る

の

で

あ

る
。

こ

の

場

合
に

は

ハ

キ

ー
カ

に

到
達
し
よ

う
と

す
る

人
間
精
神
の

知
的
活
動
の

領
域
は

極
め

て

限
定
さ

れ

た

も
の

と

な

る
。

　

中
国
イ
ス

ラ

ー

ム

の

世

界
に

は

シ

ャ

リ
ー

ア
、

タ
リ

ー
カ

、

ハ

キ

ー
カ

の

三

者
を
一

体
的
か

つ

階
層
的
に

把
握
す
る

タ
サ

ッ

ウ

フ

運

動
に

お

け

る

知
性
主

義
の

伝
統
が
と

り
い

れ

ら

れ

た
。

回
族
知
識
人
の

間
で

は
、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

「

礼

乗
」

と

呼
ば

れ

た
。

劉

智
は

　
「

法
は
三

乗
を

備
え

る
。

理
原
は
一

本
で

あ

る
。

乗
と

は
載
の

こ

と

で

あ
る

。

諸
法
義
を

載
せ

て
、

も
っ

て

求

道
者

が

次
第
に

法
を

取

る

こ

と

に

備
え

る
。

初
め

は

礼

乗
と

い

う
。

（

礼
乗
は
）

天
道
と

人

道
の
一

切
事
功
の

條

例
を

総
て

載
せ

て

い

る
。

こ

こ

は

勤
徳
敬

業
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す
る

者
が

法
を

取

る

所
で

あ
る

。

進
ん

で

は

道
乗
と

い

う
。

（

道
乗
は

）

人
理

物
理

と

人

盡

合
天
の

法

程
を

総
載
す

る
。

こ

こ

は

究
理

盡
性
す

る

者
が

法
を

取
る

所
で

あ

る
。

終
わ

り

は
、

理

乗
ま

た

の

名
を

真
乗
と
い

う
。

（

真
乗
は
）

無
我
無
物
天

人
一

致
の

微

言
を
総

孳
・

．

こ

・

は

克
己

完
真
す
・

も
の

が

法

叢
・

所
で

あ
麪
L

・

述
べ

て

い

る
・

劉
智
は
こ

の
言
。

葉

に

先
だ
・

て

コ

切

の

動
と

止

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

なり

と

は

み

な
、

常
を

経
て

変
に

達
す

る

の

法
を

有
す
」

と

述
べ

て

い

る

か

ら
、

こ

こ

で

い

う
法
と

は

生
成
の

法
を
指
す

と

考
え
ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

そ

れ
は

森
羅
万
象
を

貫
通
す

る

法

を

意
味
し

て

い

る
。

劉
智
は

礼
乗、

す
な

わ

ち

シ

ャ

リ

ー

ア
を

宗
教

儀
礼
（

天

道）

と

倫
理

規
定
（

人
道
）

の

総
て

を

含
む

も
の

と

し

て

理

解
し
て

い

る
。

し

か

も
、

そ

れ

が

生

成
の

法
に

含
ま

れ
て

い

る

と

み

な

す
の

で

あ

る
。

さ

ら

に
、

そ

れ
は

人
を

尽
し

て

天
に

合
す
る

た
め

の

道
乗
に

接
続
す

る

も
の

と

し
て

い

る
。

そ

の

道
乗
と

は

無
我
無
物
天

人
一

致

の

段
階

、

す

な

わ
ち

真
乗
へ

の

道
程
な
の

で

あ

る
。

礼
乗

、

道
乗

、

真
乗

、

と

い

う

儒
教
的
か

つ

仏
教

的
な

命
名
法

そ

の

も
の

が
、

回

族
社
会
の

中
で

の

シ

ャ

リ

ー

ア

の

持
つ

意

味
を

表
し

て

い

樋
。

　

他
方、

存

在
論
お

よ

び

宇
宙
生

成
論
の

領
域
に

お

い

て

も
中
国
の

ム

ス

リ

ム

哲

学
者
た

ち

は

「

存
在
一

性
論
」

の

世

界
観
を

受
容

し
、

中
国
的
に

発
展
さ

せ

る
。

そ

の

場
合、

中
国
哲
学
に

は

伝
統
的
宇
宙
生

成
論
が

あ
る

の

で
、

そ
の

中
国

的
宇
宙
生

成
論
の

概
念
を

借
用
し

つ

つ
、

彼
ら

の

イ

ス

ラ

ー
ム

「

存

在
一

性
論
」

を

展
開
す

る
。

た
だ

し
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

世
界

観
と

中
国
哲
学
の

世
界

観
の

間

に

は

根
本
的
な

相
違
が

あ
る

。

彼
ら

は

そ

の

相
違
に

つ

い

て

は

常
に

意
識
を

研
ぎ

澄
ま

し

て

い

る
。

　

儒
教
哲
学
に

お

い

て

は
、

無
極
と

太
極
は

不

即
不

離
の

観
念
で

森
羅
万
象
の

生

成
の

究
極
原
因
で

あ

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

中
国
ム

ス

リ
ム

の

哲

学
思
想
家
は

儒
教
哲
学
に

お

け

る

無
極
は

森
羅
万
象
の

原
種
で

あ
り

、

太

極
は

原
果
で

あ

る
と

い

う
。

そ

し
て
、

中
国
ム

ス

リ
ム

の

哲
学
者
は

無
極
と

太

極
に

さ

き

だ
っ

て

真
主

（

ア
ッ

ラ

ー
な
い

し
、

ホ

ダ

i
）

が

存
在
す
る

と

主

張
す

る
。

劉
智
（
一

七
四

〇
年
頃
没）

も

王

岱
輿
（
一

六

六

〇
年
頃
没）

も
と

も
に

そ

の

作
品
の

な

か

で

は

無
極
な
い

し

太

極
は

万
物
化
成
の

根
源

で

あ
る

こ

と

を
認
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バ
リね

め

て

い

る
が

、

そ

れ

が

創

造
主

（

種
根
人
）

で

あ
る

と

す
る

考
え

方
を

批

判
し

て
い

る
。

馬

聯
元

二

九

〇一．一

年
没）

も

ま

た

『

天

方
性

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　
む

理

阿
文
注
解
』

 

ぎ
愚

ミー

黥
賞
．

魁

の

な
か

で

太
極
図
を

示

し

な
が

ら
、

太
極

を

創
造
主
と

す

る

考
え

方
を

批

判
し

て

い

る
。

こ

の

儒

教
哲
学
と

イ
ス

ラ

ー
ム

宗
教
思

想
の

究
極
原
因
に

関
す
る

解
釈
の

相
違
は

両
者
の

世
界
観
の

相
違
に

由
来
し

て

い

る
。

儒
教
哲

学
に

と

ど

ま

ら

ず
伝

統
的
な

中
国
の

宇

宙
生

成
論
に

お

い

て

は

宇
宙
の

究

極
原
因
は

宇
宙
の
一

部
で

あ
る

と

み

な

し
て

い

る
。

こ

れ
に

た
い

し

て
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

世
界

観
で

は

宇

宙
の

究
極
原
因
ア
ッ

ラ

ー

は

宇
宙
そ

の

も

の

と

別
の

も

の

と

考
え

る
。

し

か

し
、

存
在
一

性
論
は

ア

ッ

ラ

ー

と

宇
宙
と

が

別

々

の

存
在
で

あ
る
こ

と

を

認
め

な

が

ら

も

前
節
に

記
し

た

「

存
在
」

の

分
析
に

よ

り
、

真
実
在
と

し

て

の

存

在
と

幻
の

存
在、

必
然
存

在
と

偶
存

、

一

と

多
の

関
係
を

明
ら
か

に

し

て
、

ア

ッ

ラ

ー
と

宇

宙
が

不
即

不
離
で

あ
る

と

把
握
す
る

。

中

国
ム

ス

リ
ム

た

ち

は

儒
教

哲
学
に

つ

い

て

充
分
な

知
識
を

持
っ

て

い

た
。

そ
の

た
め

、

存
在
一

性
論
を

儒
教

哲
学
の

概
念
を

用
い

て

説

明
す

る

の

で

あ

る

が
、

存
在
一

性
論

と

儒
教
哲

学
の

間
の

根
本
的

相
違
に

つ

い

て

は

明
確
に

意
識
し

て

い

た
。
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イス ラーム 存在
一性論の 搆造 と知的生命力

体
一

の

意
味

　
王

岱
輿
は

中
国

思
想

の

術
語
を

用
い

て

存

在
一

性

論
を

表
現
し

た

思

想
家
の
一

人
で

あ
る

。

彼
は

著
書
『

清
真
大

学
』

に

お

い

て

冒
二

L
・

「

数

＝

と

い

う
概

念
を

用
い

麺
・

買
＝

は

西
ア

ジ
ア

の

存
在
一

性
論
に

お

け

る

純
粋
一

者

性

咎
巴・

重
の

漢
語
訳

で

あ

り
、

「

数
一
」

は

同
じ
く

統
一

的
一

者

性

毛
倒

玄
臼

髱
ゴ

の

漢
語

訳
で

あ

る
。

王

岱

輿
は

こ

れ

ら

に

加
え

て

「

体
一
」

と

い

う

概

念
を

使
用
し
て

い

る
。

こ

の

「

体

＝

に

直
接
該

当
す
る

ア

ラ

ビ

ア

語
は

西

ア

ジ

ア

存
在
一

性
論

学
派
の

語

彙
の

な
か

に

見
ら
れ

な

い
。

王

岱
輿
は

「

体
一
」

に

つ

い

て

「

所
謂
体
認
の
一

は

人
品
で

あ

る
。

そ

の

名
は

ま
た
一

つ

で

は

な

い
。

曰
く

、

萬
霊
の

心
、

…

…

曰

く
、

煉
丹
炉

、

…

…
口

く、

宝
鏡、

…

…
。

よ

り

て
、

彼
（

体
一
）

は

形
と

神
を

兼
備
し

て

い

る
。

至

高
か

ら

至

下
ま

で
、

彼
が

覆
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い
、

載
せ

な
い

も

の

は

な

い
。

彼
は

実
に

蓬
の

至

善
で

あ

麺
L

・

記
し

て

い

る
・

・

の

文

中
に

「

体

＝

が

「

鏖
皿

の

心
」

・

「

宝

鏡
」

、

「

煉
丹
炉
」

な

ど

・

呼
ば
れ

・

・

あ

・
・

藁
並

の

心
L

は

ア

デ
ズ

チ
サ
フ

・

−

が

「

す
べ

て

の

存
在
者
は

又
の

人

間
に

励

似
て

、

完
成
し

た

人

間
は

そ

の

心
で

あ
る
」

と

い

う

場
△

・

の

「

完
成
し

た

人

間
」

Φ

蠹
澪
惹
ヨ
Φ

匠
相
当
し
・

ま

た

望
鏡
L

は

 

「

完
成
し
た

人
間
」

の

別
名
「

世
界
を

映
す

杯
」

黐
B
あ

冨

冨
亭
コ
⊆

ヨ
鋤

に

相
当
し
、

「

煉
丹
炉
」

は

同
じ

く

「

完

成
し

た

人

間
」

の

別

名
「

偉
大
な

鑾
の

秘
薬
」

・

語
ε

§
ヨ

に

相
当
す
る
・

考
え

ら

れ

砺
．

そ

れ

ゆ

え
・

「

体

＝

は

「

完
成
し

た

人

間
」

の

名
称

で

あ
る

。

そ

う

呼
ば

れ

る

理

由
は

「

完
成
し

た

人

間
」

が

「

予

は

真
主
を

以
っ

て

真
主

を

体
認

秀
」

と

宣

言
し
て

い

る

た

め

で

あ
る

。

「

完
成
し
た

人

間
」

と

は

ア

ッ

ラ

ー
の

性
質
を
体
得
し

た

人

間
で

あ
る

。

そ

れ

は

唯
】

の

真
実
在
を

直
接
認
識
し

た

人

間
を

意
味
し

て

い

る
。

こ

の

認
識
の

境
地
に

お

い

て

真
実
在
と

世
界
の

関
係
も

正
し

く

把
握
さ

れ

る
。

劉
智
も

ま

た

『

天

方

性
理
』

の

第
五

章
に

お

い

て

コ

は

数
で

は

な
い

が
、

数
は

す
べ

て
一

で

あ

る
。

最
初
に

有
が

あ
っ

て
、

一

と

そ

の

他
の

す
べ

て

の

数
を

含
む

の

で

あ

る
。

一

は

そ
の

有
の

体
（

本
質
）

で

あ
り

、

そ

の

他
の

数
は

そ

の

有
に

と
っ

て

の

用

（

属
性）

で

あ

る
。

体
（

本
質
）

と

用
（

属
性
）

は

渾
然
一

体
と

な
っ

て

い

る
。

こ

の

状
態
の

有
を
真
一

と

い

う
。

体
よ

り

用
が

生
じ

る

と

き
、

こ

の

状
態
を

名
づ

け

て

数
一

と
い

う
。

用
を

返
し

て

体
に

戻
せ

ば

（

す
な

わ

ち
、

多
数
の

属
性
は

本
質
に

収
斂
し

て

い

る

と

見
れ

ば
、

と

い

う
意

味
で

あ
る
）

、

こ

の

状
態
が

体
一

と

呼

ば
れ

る
。

こ

れ

ら
三

種
の
一

は
い

ず
れ

も

数
で

は

な
い

。

一

に

三

種
類
の

意
味
が

あ
る

の

だ
。

ま

ず

真
一

が

創
造
の

も

と

で

あ
る

。

さ

、

b
に
、

数
一

は

（

被
造
物
を
）

現
存
化
す

る
。

そ

し
て

、

竺
は

（

被
造
物
を

）

鉦

花
す
る
L

と

記
し
て

い ．
麺

・

つ

ま

り
・

「

体

こ

は

「

真
一
」

、

す

な

わ

ち

唯
一

の

真
実

在
者
か

ら

統
合

的
一
、

す

な

わ
ち

「

数
】
」

が

現
れ

、

そ

の

結
果
と

し

て

個

別
的
存
在

者
が

出

現
す

る

と
い

う
ア

ッ

ラ

ー

の

世
界
創
造
の

過

程
を

正

確
に

認

識
し

、

し

か

も
こ

れ
ら

の

個
別
的
存
在
者
が

統
合
的
一

で

あ

る

「

数
一
」

を
経
て

「

真
一
」

へ

と

回

帰
し
て

い

て
、

個

別
的
存
在

者
に

は

実
在
性
が

な
い

こ

と

を

体
験
的
に

認
識
す
る

こ

と

を

意

味
し
て

い

る
。
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こ

の

よ

う
に

森
羅
万
象
の

創
造
と

消
滅
の

真

相
を

知
る

者
が

「

完

成
し

た

人

間
」

と

も
呼
ば
れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

「

体
一
」

と

は

既

に

指
摘
し

た

よ

う

に

「

完
成
し

た

人
間
」

の

意
味
で

あ
る

。

　

と

こ

ろ

で
、

す

で

に

述
べ

た

よ

う
に

「

体
一

」

に

対
応
す
る

ア

ラ

ビ

ア

語
は

な
い

の

で

あ

る

が
、

馬
聯
元

は

劉
智
の

『

天
方
性
理
』

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
ホ　

本
文
を

『

性
理
微
言
』

卜
轟

鷺、
咲

と

し
て

ア
ラ

ビ

ア

語
に

訳
す

際
、

「

体
一
」

に

ヨ
畧
邸
柾
ロ

ぞ

曁
の

語
を

造
語

し
て

当
て

る
。

馬
聯
元

は

自
ら

が

ア

ラ
ビ

ア

語
訳
し

た

『

性
理
微

言
』

に

さ

ら

に

注
釈
を

ほ

ど

こ

し

た

『

天

方

性
理

阿
文
注
解
』

の

ぎ

昏

ミ
ト
匙

賞、
豊

を

著
し

て

い

る
。

こ

の

著
作
の

中
で

ヨ
耳
訂
互
創

ぐ

咢
に

つ

い

て

「

真
一

性
の

本
体
を
い

か

な

る

も

の

の

形
相
も

効
用

も
ア

ッ

ラ

ー

か

ら

隔
て

る
こ

と

は

な

く
、

ア
ッ

ラ

ー

は

自
分
を
見
る

ほ

か

に

は

な

に

も

の

も

見
て

い

な

い
。

こ

の

状
態

が

『

体
一
』

の

レ

ベ

ル

日
胃
B
げ

聾
と

名
づ

け

ら

れ

て
い

る
。

こ

の

レ

ベ

ル

が

『

体

＝

と

呼
ば
れ

る

理

由
は

、

こ

の

レ

ベ

ル

に

お

け

る

諸
事
物
の

形
相
が

ア
ッ

ラ

ー

の

観
照

そ

の

も

の

の

中
で

ア
ッ

ラ

ー

の

本
質
の

中
に

消
滅
し

て
、

諸
事
物
の

神
的
形
相
が

（

現
象
界
に

出
現
す
る
）

以

前
の

よ

う
に

ア
ッ

ラ

ー

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
お　

の

本
質
と
一

致
し

て
い

る

た

め

で

あ
る
」

と

解
説
し

て

い

る
。

馬
聯
元

は

ア

ッ

ラ

ー

の

本
質
認

識
の

際
に

、

ア
ッ

ラ

ー
の

認

識
が

ア

ッ

ラ

ー

の

本
質
と
一

致
す

る
こ

と

も

「

体
一
」

と

呼
ぶ

。

ま

た
、

多
様
な

森
羅
万
象
が

ア
ッ

ラ

ー

の

本
質
と
一

致

す
る

こ

と

も

「

体
一
」

と

呼
ぶ

。

さ

ら
に

は
、

森
羅
万

象
が

ア
ッ

ラ

ー
の

本
質
へ

と

消
滅
す

る

と
い

う
認
識
を
も

「

体
一
」

と

呼
ぶ

。

そ
し

て
、

こ

の

よ

う

な

ア
ッ

ラ

ー
と

世
界
の

存

在
論
的
関
係
認
識
の

完
成
者

、

す

な

わ

ち

か

の

「

す
べ

て

の

人

間
と

平

和
を

と

り

む

す

ぶ
」

「

完
成
さ

れ

た

人

間
」

も

「

体
一
」

と

呼
ぶ

の

で

あ
る

。

　

馬

聯
元
は

、

王

岱
輿

、

劉

智
の

「

体
一
」

の

意
味
を

さ

ら
に

分
析
的
に

表

現
し

た
の

で

あ

る
。

こ

の

場
合
に

も
、

ア

ッ

ラ

ー
と

世
界

の

関
係
を
三

層
的
に

把
握
し

て

い

る
こ

と

が

読
み

取
れ

る
。

西
ア

ジ

ア

の

存

在
一

性
論
は

「

真
一
」

（

純
粋
一

者
性
）

昌
巴
ぞ

魯
「

数

一

」

（

統
一

的
一

者
性）

≦
倒

誓
臼

旨
げ

に

続
い

て

通

常
「

多
」

惹
昏
莓
ゴ

と

い

う
概
念
を

配
置
す
る

。

こ

う

す

る
こ

と

で
、

そ

れ

ぞ

れ
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の

概
念
が

宇
宙
生
成
論
の

文
脈
に

お

け

る

存
在
の

下
向
流
出
の

階
層

構
造
を

表
す

語
で

あ
る

こ

と

が

明
確
に

な

る
。

そ

れ
は

人

間
が

活

動
す

る

舞
台
で

あ
る

宇
宙
の

構
造
を

明
ら

か

に

す
る

と
い

う

目
的
を

果
す
も

の

で

あ
る

。

こ

れ
に

た
い

し
、

中
国
イ
ス

ラ

ー
ム

の

哲
学

者
は

「

真
一
」

「

数
一
」

「

体
一
」

と

三

概
念
を

配
列
し

て

い

る
。

こ

れ

は

「

真
一
」

「

数
一
」

ま

で

は

下

方
流

出
を

示
し

な

が

ら
、

「

体

一
」

、

す

な
わ

ち

「

完
成
し

た

人

間
」

と

し
て

上

方
回

帰
の

結

果
を

示

す
概

念
が

「

多
」

に

替
え
て

置
か

れ

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

は

中
国
イ
ス

ラ

ー
ム

哲
学
者
た

ち

が

存
在
一

性
論
を
よ

り

倫
理

学
的
に

解
釈
し
て

い

る
こ

と

を

示
し

て

い

る
と

理
解
で

き

よ

う
。

そ

れ

は

ま

た

中
国
イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
に

お

い

て

は

存

在
一

性
論
が

さ

ら

に
い

っ

そ

う

平
安

の

哲
学
と
し

て

定
着
し
て

い

る

と
い

う
こ

と

で

も

あ
る

だ

ろ

う
。
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コ

ー

ラ

ン
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九
一
．

七
、

八

の

言
葉
に

基
づ

い

て

造
語
さ

れ

た

も
の

で

あ
る
。

　

し

た

が

っ

て、

ナ
ジ
ュ

ム

ッ

デ
ィ

ー

ン

・

ラ

ー
ズ

ィ

ー

は

「

心
」

の

四

分
野

説
を
と
っ

て

い

る

こ

と

に

な
る

。

こ

の

霊
魂
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国
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叶

 

鼻

OO
°
N
ゆ

 

IN

 
 ゜

（
22
）
　
存
在
一

性
論
学
派
の

「

凝
集
」

「

消

滅
」

に

つ

い

て

は、

鎌
田
繁
・

森

秀
樹
編
『

超

越
と

神

秘
』

大

明
堂、

一

九
九
四

年
所
収
の

拙
稿
「

存
在
一

性

　

　

論
と

預
言
者
説
と

ワ

ラ

ー

ヤ

説
」

参
照

。

（
23
）
　
o
℃°

9f

 
諭
島

昏

さ
嵩

鳶
戔

ミー

智、凡
為
斜

℃

』
き．

（
24）
　
〉
げ

O

頃
鋤

ヨ
乙

巴鹽
Ω
ゴ
餌
N

巴剛一

§
窺”
．

0、
ミ
ミ

ミ
b
慧堵

内
障
国

げ

巴・
ぞ【
四

廿
卸

び
げ
曽

戸

巴・
冒
N．

巴・
品
げ一．−

ζ
二
廿
”

ヨ

ヨ
鋤
ユ

鵬
二

げ
9」

旨゚

お
 

Q。℃
O・
N
 

G。・
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（

25）
　
Q∩

鼬

《

旨
α

』

巴

巴

巴・
UH
口

〉
。。

『
冖

帯
鋤
コ
尸

ミ
恥

踏

靆

嵩

鳶
ミ
嶌

誉
盻

魯
隷

◎

．
噫

驀
斜

Z
聾
q

讐
あ

N
帥

鼠
口−
 

国
。。

団

日
押

ロ
コ
α

簿
 

ρ

P

嵩
 ゜

（

26）
　
ζ
巳
団

切

p

時
押

ミ
ム

為
丶

ミー
織

さ
貸

ざ

画

巴−
言
N、

孚
匪
凶

巳

日

ぎ

巴−
°。

駄
霞
帥一−
帥

署
≦
巴叩

冨
p。

ζ
咢

曁
巴・
ζ
¢
切

冨
拭
三℃
O
⊆

旨℃

5
α

讐

aー
ロ鹽
゜。

N°

（
27〕
　
前
掲

、

拙
稿
「

存
在
一

性
論
と

預
言
者
説
と

ワ

ラ

ー
ヤ

説
」 、

二

六
三

頁
。

（
28）
　

OP

ユ

r
＞
N

冒

Z
勉
06

駄
H、

さ
Q
物

勸

祭
鳴

卜

婁
ド

OO

』
一

GQIb

の

＝’

（
29
）

　
ぎ
口

ω

冒
押

映凡
ミ
呼

勸

 

〉

ざ
ミ鴇

巴・
9
。。

ヨ

巴
宀
げ

豊
些

ヨ

ヨ

巴−
Z
鉱
倒

け

訪

巴−
江

貯
日

簿

巴・
目

響
ぞ
冥

騨

戸

ロ

』
OP

巴−
月

菩、
揖

巴−
日
げ
鋤

巳

薹
善、

　

　
H
≦
二
廿

ン、
《

印
緊

U圃
コ

切
P
げ

眠

帥一・
囚
＝
「

α
H℃
一

〇

ω
Qo°

（
30
）

　

富
ヨ圃−

蕁
心

職

黛

ト

曇
厨曽

巴．

芝
＝一
猷
∋
O°
〇

三

匪
6
評

』
∋

罵
ユ
餌

＝
感
巳
四
コ

＞
o

巴
Φ

ヨ
密

o
噛

勺

匡

δ
切

oO

σ・15

刈

メ

℃°
卜。

幽’

（
31
）
　
O

写

皀
樽゜
」
≦
巳

断

舶
帥
ロ
「

押

織
丶−
』

旨
丶

織
ト

ト

き
濺．
職

画

＜
O一゚

γ

冒

』
 

O鹽

（

32）
　

O
眉゚

qf

一
9 ー

ヨ
押

〉
曹
戞

職

ミー
〉
ご
物

黜

梦

℃

』
 ．

（

33）
　

O
ロ゚

a
戸
旨
倒

ヨ圃−

〉
評
q
職

ミー

暴
笥

ひ

P
卜⊃

ゆ．

〔

34）
　
一

卿

ヨ
押

肆
ミ
黜、
恥

賢

Φ
α鹽
げ
団

H
≦．
掴甲

日
口
ω

げ同
冨”

富゚

も∩

げ゚

目

鍵
トっ冒

→
 
げ
「

P
戸

℃°

念゚

（

35）
　
蕭
萬
源
．

伍
雄
武
．

阿
不
都
秀
庫
爾
主
編
『

中
国
少

数
民
族
哲
学
史
』

安
徽
人
民
出
版
社、

一

九
九
九
年、

九
九
四

−
一

〇
七
七
頁

。

（
36）
　
同
右
『

中
国
少

数
民

族
哲
学
史
』

］

章
「

回
族
哲
学
思
想
史
」

（
余
振

貴
著）
、

一

〇
三

〇
頁

。

（
37
）

伍
遵
契
（
一

六
八

九

年
こ

ろ

没）

に

よ

り

『

帰
真
要

道
』

と

題
し

て

漢
訳
さ

れ

た
。

（
38
）
　
劉
智

二

七
四
五
年
こ

ろ

没）

に

よ
り

『

真
境
昭
微
』

と

題
し

て

漢
訳
さ

れ

た
。

（
39
）

舎
起
霊
（
没
年
不
詳、

］

七

世
紀
こ

ろ

の

人）

に

よ
り
『
昭
元

密
訣
』

と

題
し
て

漢
訳
さ

れ
た
。

（
40
）

　
コ

ー

ラ

ン

三

八
・

二

五

（
二

六
）

。

（
41
）

　
29
。

」

ヨ

幻
四
N鬥・

ミ凡
窃
絢
職

賦
、帆
黥
猟

9・
竃甲
〉凾

国
》 、
鋤

9
国

葺
 
ω

鼠
感
叶−
 

、
o一
ヨ圃
o

尠
｝
餌
口
伽q
尸

→
Φ

冨
譽
L
ω

゜。

O℃

じロ
帥
σ帽
Φ

O
帥

ユ
o

日

α

曽
σ
 

旨
コー
 

　

　

。゚

＝

三
貯・
Φ

冨
を
鋤

 

い
Φ

ヨ

爵
げ

β一
駄

参
照

Q

（
42）
　
王

岱

輿
原

著、

余
振
貴
．

鉄

大
鈞
訳
注
『

正
教
真
詮、

清
真
大
学、

希
真
正

答
』

寧
夏
入

民
出

版
社、

一

九
九
九
年、

二
一

〇
頁

。

（
43
）
　
秦
恵

彬
『
中
国
伊
斯
蘭
教
與

伝
統
文
化
』

中
国
社
会
科
学
出
版
社、

一

九
九
五

年
、

一

〇
九
頁

。

（
44
）
　
フ

ァ

フ

ル

ッ

デ
ィ

ー

ン

・

イ
ラ

ー

キ

ー

の

愛
の

宇
宙
論
に

つ

い

て

は

寒
寒
羮
職
職

§
．

丶

ミ
愈

b
帖

ミ

謹

ミ
婁
蒔
F

日

岳
コ
ω

冨
二
〇

コ

⇔
昌
匹

ぎ
寓
o
α

9
菖
o
コ

　

　

9、
≦
≡一
叫

ヨ

OO

ぼ
叶

二
〇
昇

穹
α

勹
Φ

冨
「

ピ
四

ヨ
び
o

∋

芝一
尻
o

戸

しo
剛
6
訳、
ひ
o
コ
ユ
o
戸

一

 

゜。

b 。層
℃

P
 

よ
ρ
一

耳
唇
ロ
仁
6
二
〇

＝

参
照
。

〔
45
）

　
煩
卿

ヨ
置
菊
鋤

σ

9
昌閣
ム
の

ミ．
ミ
額
 

卜
黛

§
貸

藝
ら

鳶，
ミ

ぽ

§
総
§
衛

§−
偽

寒
ミ
鋤

ミ
雫
鳴

O
ぎ
舘
ミ
噛

o

忘

§
翫

神
鴨

ミ
守
鴨

．
鳴

驀
壽

慰
職

斜
ミー
国

三
Φ
・゚

訂
鼠
け−

　

　
 

評
 

茜
げ

ズ
ゴ
餌

コ
O，
 

缶
山

ヨ
 

島”
→
Φ

ゴ
吐

帥
コ

ロ
ω

認’

ジ
ャ

ー

ミ

ー

の

宗
教
思
想
に

つ

い

て

は
、

≧［
〉
胡

伽q
，

贄
江
 

界

∋
m
戸

鳶
§
触層
→
Φ
げ
「

帥

P
一

認
O

も
旭゚

一

ω

甲
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イ ス ラ ーム 存在
一

性 論 の 構造 と知的生命力

　
　
H
 
O

参

照
。

（
46
）

。
o°
。

尸

野
ミ．
ミ

ミ
宀
織

§
畿

 

ど

鳶
ミ

富

§
軸

§
§
鳴

い

ミ

鼠
ミ

曽−
鳴

Q卜
織

舞
ミ
軸

。

ら

ぎ

ミ

曹

§
鳴

．
鴨

魯
ミ
南

織

蒼
丶

も゚
N°

（
47
）
　
劉
智

『

天

方
典
礼
』

巻
一
、

原
教
篇

、

中
華
書
局

、

中
華

民
国
二
一

年
（
一

九
三

二

年）
、

九
1
一

〇
頁

。

（
48
）
　

同
右

書
、

九
頁。

（
49
）
　
。。

『

贄酬
ゴ

厂

B
昌
ρ
帥

厂

冨
ρ圃
ρ

筈
を
そ

れ

ぞ

れ

礼
乗、

道

乗、

真
乗
と

訳
す

例
は

劉
智
の

『
天

方
典
礼
』

の

原

教
篇
に

み

え
る

も
の

が

古
い

も

の

の

　

　一

つ

で

あ
ろ

う
。

前
掲、

劉

智
『

天

方
典
礼
』

巻
一

、

原
教

篇
、

九

−
一

〇
頁

。

（
50）
　
王

岱

輿
・

余
振
貴
点
校
「

正

教
真
詮、

清
真
大
学

、

希
真
正

答
」

寧
夏
人
民

出

版
社、

一

九

八
七

年、

二

二

頁
。

（
51）
　
記

昌
餌

ヨ
ヨ
鋤

匹

2
口
門

巴−
江
餌

ρ
O

（

馬
聯
元
γ

的

ぎ
誉

ミ
ト
息
概

き
凶
9 −

昌
℃
05

頃゚

一

認
O

も
℃

」
 

山
O°

（

52）
　
前
掲、

王

岱
輿
・

余
振
貴
点
校
「

正
教
真
詮、

清
真
大
学、

希
真
正

答
』

、

三

七
九
−

三

九

〇
頁

。

な

お
、

工

岱

輿
の

『

清
真
大
学』

は

村

田
幸
子

　

　
氏
が

ω
餌
07

貯
c

ζ
口

「

聾
PO

ミ
壽
鳴

鍵

O
貯
賢

ミ
゜・

9
、

 

ミ制
卜

蒔

ミ”
QQdZ

団

』
OOO

も
℃°
°。

一

亠

轟

に
、、

→
ゴ
 

O
「

 

讐
ピ
 
p。
「

巳
コ
ぬ

O
出

9
 

芍
二
「

Φ

餌
口

亀

幻
Φ

巴、．

　

　
と
い

う

題
の

も
と
に

優
れ

た

英
訳
を

掲
載
し
て

い

る
。

ま

た
、

ビ

ブ

リ

オ

書
店
復
刻
版

『

月
刊

回
教
圏
』

の

第
五

巻
第
四

号
、

第
五

巻
第
五

号
に

角
野

　

　
達
堂
氏

が

「

清

真
大
学

考
（

ご
」 、

「

清
真
大
学
考
（
二
）

」

と

し

て

『

清
真
大
学
』

の

日

本
語

訳
を

発
表
し

て

い

る
。

（
53）
　
前
掲、

王

岱

輿
・

余
振
貴

点
校
『

正
教
真
詮、

清

真
大
学、

希
真
正
答
』 、

三

九
三

頁
。

（
54
）

　
忙
鋤

3
己

需
帥
σ

鼠
員
冨
硫

ミ．
ミ

ミ
ト
貸

ミ
魔．
ミー
賤

鳶
ミ
舳

富

§
N

§
ミ
§
嶌

黜
竃

§
簿・
鴨

O
§
舘

ミ
No

昏

ぎ
嵩

翫

冲

ミ

き
幽

、
縣

驀
ミー
鳴

糺

督
き

国

暮
鑒
訂
鼠
辞−

　

　
o

ズ
 

鼠
σ
吋

訂
昌
o−
 

江
餌

ヨ
 

9
→

9
「

o
員
一
。。

認゚

ミ
亀
恥

ミ
鳥

諺

瘤
黛

P
卜。

嵩．

（
55
）

　
前
掲、

王

岱

輿
・

余

振
貴

点
校
『
正

教
真
詮、

清
真
大

学、

希
真
正
答

』

、

四

〇
一

頁
。

（
56
）

　
金

陵
劉
介
廉
著、

楊
徳
元
・

馬
宏

道
校
閲
「
天
方

性
理
』

巻
五、

北
京
牛
街
清

真
書
報
社、

中
華
民
国
一
一

年

二

九
二

二

年）
、

巻
首
本
経、

五

　

　
頁

。

（
57
）
　
馬
聯
元
「

性
理
微
言』

黥
鷺．
駄、

棋
陽
文
庠
燗
堂
馬
子
廉
敬
刊

、

光
緒
戊
戌
年
（
一

八

九
八

年）
、

二

五

1
二

六
頁

。

（
駆
）
　

oO

°
o凶
け

冨゚
7
一

ロ

σ
餌

∋
ヨ
帥
色

Z
自
『

国一−
仁
四
ρ
ρ

（
馬
聯一
兀）

、

　
の
諍
黛

歳〜
貸、−
卜
轟

 

圃、
黛｝
℃

℃°
一

〇

一

ー

一

〇

N．

　
本
稿
は

平
成
十
六

年
度
日

本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
〔
基
盤
研
究
（
C）

2）

課
題

番
号
一

四
五
一

〇
〇
六

〇
「

イ
ス

ラ

ー

ム

存
在
一

性
論
の

中

国
回

教
思
想
に

お

け

る

受
容
と

展
開
」

（
研
究
代
表

者
　
松
本
耿

郎）

に

よ
る

研

究
成
果
の
一

部
で

あ
る

。
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