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ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ
ム

融
和
思
想
と

そ
の

現
代
的
意
義

　
　

　
　
　

イ
ン

ド
・

イ

ス

ラ
ム

に

み

る

寛
容
思
想
の

展
開

保
　
坂

　
俊
　
司
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〈

論
文
要
旨
〉

　
本
小
論
で

は

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容
思
想
の

可
能
性
を
、

イ

ン

ド
・

イ

ス

ラ

ム

が

展

開
し

た

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教
徒
な

ど
多
神
教

徒
と

の

共
存
の

　
思
想、

寛
容
思
想
の

展
開
に

探
っ

た

も
の

で

あ
る

。

と

い

う

の

も
、

イ
ス

ラ

ム

原
理
主
義
な
ど

に

象
徴
さ

れ

る

イ

ス

ラ

ム

純
粋
主
義
的

傾
向
が

世
界
的

　
に

優
勢
と

な
り、

こ

の

よ
う

な

極
端
な
イ
ス

ラ

ム

観
が
、

イ

ス

ラ

ム
・

非
イ
ス

ラ

ム

の

人
々

に

と

も
に

共
有
さ
れ
、

そ

の

結
果
と

し

て

無
益
な
イ
ス

ラ

　
ム

脅
威
論
が

形

成
さ

れ

る
こ

と

を

筆
者
は

恐
れ

る

の

で

あ
る

。

そ
れ

故
に、

イ

ス

ラ

ム

の

多
様
性
を、

思
想
的
は

も
と

よ
り

イ
ス

ラ

ム

神
学
の

裏
付
け

　
を
伴
い

構
築
し

た
イ

ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

の

展
開
を

、

寛
容
思
想
中
心
に

歴
史

的
に

概
観
し
た
の

が

本
小
論
で

あ
る

。

〈
キ
ー
ワ

ー

ド
V
　
ヒ

ン

ド
ゥ

i
・

イ

ス

ラ

ム

融
合
思

想、

寛
容
思

想、

神
人

合
一
、

多
神
教
徒
と
の

共
存、

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

は

じ
め

に
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本
小
論
は

、

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

が

展
開
し

た

寛

容
思

想
に

つ

い

て

検
討

す
る

と

共

に
、

そ

の

現
代

的
な

意

味
を

宗

教
学
の

立
場
か

ら

提
示
す
る

こ

と
に

あ
る

。

と
い

う

の

も、

後
に

検
討
す

る

よ

う

に
、

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

に

お

い

て

は
、

イ

ス

ラ

ム

神
学
上
忌

避
さ

れ

る

存

在
で

あ

る

多
神
教

徒
（

ム

シ
ュ

リ

ク

　
ヨ
¢
ω

げ

二
π）

即
ち
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
を

中
心

に
、

仏
教
徒

．

ジ

ャ

イ

ナ

教

徒
な

ど

と

の

社
会
的

、

宗

教
的
葛

藤
を

経
る

中
で

、

独

自
の

思
想、

つ

ま

り
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ

ム

融
和
思
想

、

少
な

く

と

も

こ

れ
ら

多
神
教
徒

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
ユリ

に

対
す

る

独
自
の

寛
容
思

想
が

展

開
さ

れ

た

の

で

あ

る
。
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本
小
論
で

は
、

こ

の

イ
ン

ド
で

展
開
さ

れ

た
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
和
思
想
に

つ

い

て
、

歴
史

的
な

経
緯
を

踏
ま

え

て

検

討

し
、

そ

の

上

で

そ

の

現
代
的
な

意
義
に

つ

い

て

検
討
し

た
い

。

そ

の

際、

特
に

「

寛
容
」

を

キ

ー
ワ

ー

ド
と

し
て

考
察
す
る

。

　

と
い

う

の

も

「

イ
ス

ラ
ム

原
理

主

義
」

、

つ

ま

り、

暴
力
を
用
い

て

で

も

イ

ス

ラ

ム

の

純
粋
性
（

尤
も
、

そ

の

求
め

る

と

こ

ろ

は

必

ず
し

も

歴

史
的
に

整

合
性
が

あ

る
か

は

疑
問）

の

確
立
を

実
現
し

よ

う

と

す
る
一

部
の

イ
ス

ラ

ム

教
徒
急
進
派
の

復
古
主
義
運
動
が

、

イ
ス

ラ
ム

教
を

象
徴
す

る

存
在
と

し

て
一

般
に

認
識
さ

れ
、

イ
ス

ラ
ム

全

体
へ

の

恐
怖
心
や

不
信
感
を
形
成
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
か

ら

で

あ
る

。

　

し

か

も
こ

の

不
幸
な

現
象
は
、

二

〇
〇
一

年
の

タ

リ
バ

ー
ン

に

よ

る
バ

ー
ミ

ヤ
ン

磨
崖

仏
爆

破
事
件、

さ

ら
に

は
ニ

ュ

ー
ヨ

ー
ク

の

ワ

ー
ル

ド

ト
レ

ー

ド
セ

ン

タ

ー

や
ワ

シ

ン

ト
ン

の

国
防
省
へ

の

自
爆
テ
ロ

、

所
謂
九
・
一

一

事
件

以
降、

一

層

増
幅
さ

れ

た

感
が

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

状
況
に

あ
っ

て
、

イ
ス

ラ

ム

の

多
様
性
や

寛
容
性
に

つ

い

て

検
討
す

る
こ

と
は

、

正

確
な
イ
ス

ラ

ム

認
識
に

と
っ

て

不
可

欠
で

あ
ろ

う
。

　
さ

て
、

従
来
イ
ス

ラ

ム

の

寛
容
を

説
く

場

合
に

は
、

オ
ス

マ

ン

・

ト
ル

コ

帝
国
に

お

け
る

宗
教
的
寛
容
政
策
（

ミ
レ

ッ

ト

制
）

が
、

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　　
　レ

引
き

合
い

に

出
さ

れ

て

き

た
。

し
か

し
、

こ

の

ミ
レ

ッ

ト

制
で

は
、

日

本
人
の

よ

う
に

多
神
教
徒
で

あ

り
、

神
像
（

サ

ナ
ム
）

を

崇
拝

す
る

異
教
徒
と

の

関
係
は

、

説
明
す

る
こ

と

は

出

来
な

い
。

な

ぜ

な

ら

ミ

レ

ッ

ト

制
に

よ
っ

て

保
護
さ

れ

た

対
象
は

、

イ
ス

ラ

ム

の

絶

対
優
位
の

下
に

、

職

能
の

優
秀
さ

を

買
わ

れ
て

奉
仕
す
る

人
々

が

中
心
で

あ
り

、

さ

ら

に

彼
等
は

『

コ

ー
ラ

ン
』

に

お

い

て

「

啓
典
の

民
（
〉
三

巴−
匠

鼠
げ）
」

と

し

て

聖

別
さ

れ

た
ユ

ダ

ヤ
・

キ
リ
ス

ト

教
徒
だ
っ

た

か

ら
で

あ

る
。

　
従
っ

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
、

仏
教
、

神
道
の

よ

う

に

『

コ

ー
ラ

ン
』

に

お
い

て

忌

避
さ

れ
た

多
神
教
徒
で

は

な
い

。

　
つ

ま

り
、

オ
ス

マ

ン

・

ト
ル

コ

帝

国
で

行
わ

れ

た

寛
容
政
策
の

基

本
は

、

多
神
教
徒
に

対
す
る

そ

れ

で

は

な
い

、

と

い

う
こ

と
に

な
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る
。

ま
た

、

そ
の

寛
容
は

決
し
て

ム

ス

リ
ム

に

与
え

ら

れ

た

も

の

と

同
等
の

扱
い

（

権
利）

を

意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

の

で

は

な
い

か
。

そ
の

意
味
で

、

オ
ス

マ

ン

・

ト
ル

コ

帝
国
に

お

け
る

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容
思
想
は
、

イ
ン

ド

以
東
の

多
神
教

・

聖

像
崇

拝
宗
教
信
徒

に

は

適

応
で

き

な
い

で

あ

ろ
う

。

少
な

く
と

も
、

日

本
人
が

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容
を

、

こ

の

事
例
に

よ
っ

て

納
得

す
る

こ

と

は

出
来
な
い

で

あ
ろ

う
。

　

し

か

し
、

本
小
論

で

検

討
す
る

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

で

展

開
さ

れ
た

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融

和
思
想、

そ
の

思
想
で

展
開
さ

れ

た

多
神
教
徒
す

ら

も

イ
ス

ラ
ム

教

徒
と

同
等
と

み

な

す

寛
容
思
想
は

、

そ

れ

を
イ

ス

ラ

ム

神
学
か

ら

導
き

出
し

た
と

い

う

点
に
、

こ

の

思
想
の

検
討
は

イ
ス

ラ
ム

神
学
上
の

大

き

な

可
能
性
を

示
す

も

の

と

考
え

ら

れ
る

。

つ

ま

り
、

多
神
教
徒
に

対

す
る

イ
ス

ラ

ム

の

寛
容

思
想
の

新
た
な

可
能
性
を

開
く

も
の

で

は

な
い

か
、

と

考
え

て

い

る
。

そ

し

て
、

こ

の

イ
ス

ラ

ム

の

多
神
教
徒
へ

の

寛
容
思
想
の

再
評

価
は

、

イ
ス

ラ

ム

教
徒
並

び
に

多
神
教

徒
の

双
方
に

新
し
い

相
互

理

解
の

可

能
性
を

開
く

も

の

と

考
え

る
。

　

以
下

に

於
い

て
、

そ

の

歴
史
的
な
推

移
を

辿
り
つ

つ
、

検
討
し

よ

う
。

「

寛
容
」

思
想
と

は

　

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容

思
想
を
検

討
す
る

に

あ

た
っ

て
、

先
ず

本
小

論
で

い

う

「

寛
容
」

に

つ

い

て

簡
単
に

言
及

す
る

。

一

般
に

寛
容
と

い

う
場
合
は
、

「

大
ら

か

な

心
を

も
っ

て
、

他
人
の

言
動
な

ど

を
よ

く

受
け

入
れ

る

こ

と
」

と

言
う

ほ

ど

の

意

味
と

な
ろ

う
か

。

い

わ

ば

「

度
量
の

大
き
さ
」

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　　
ヨ　

　

但
し
、

漢

語
の

熟
語
と

し

て

の

「

寛
容
」

と

い

う

用

法
は
、

余
り
一

般
的

な

用

例
で

は

な

か

っ

た

と

思
わ
れ

る
。

そ

の

寛
容
が
、

現

在
の

よ

う

な

意
味
を

持
つ

よ
う

に

な
っ

た
の

は
、

こ

の

言
葉
が

西
欧
の
酢

皀
Φ

莚
澪
 

の

翻
訳
語
と

し

て

井
上
哲

次
郎
の

『

哲
学
字
彙
』

159 ｛375）
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（
明

治
一

四

年）

な

ど

に

収
録
さ

れ

た

か

ら

で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り
、

現

在
の

寛
容
と
い

う

言
葉
の

意

味
は
、

翻

訳

語
と

し

て

形

成
さ

れ

た
、

と

見
る
べ

き

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

つ

ま

り
、

寛
容
の

意
味
を

考
え

る

に

は
、

英

語
の

8一
〇
「

穹
8
に

つ

い

て

考
え

ね
ば

な

ら

な
い

と

い

う

わ

け
で

あ

る
。

そ

こ

で

そ

の

語
源
で

あ

る
ラ

テ
ン

語
の

8一
 

轟
暑
冨

を

見
る

と
、

「

忍

耐
」

・

「

我
慢
」

と

い

う
ほ

ど

の

意
味
と

な

る
。

こ

の

意

味
は

、

他
者
か

ら

の

行
為
に

対
し

て
、

一

方
的
に

受
け

止
め

る
、

耐
え
る

と
い

う
こ

と
に

な

る
。

文
字
ど

お

り
、

心
の

器
の

大
き

さ

が

問
わ

れ

る

と
い

う
わ

け

で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

場

合
の

寛
容
は

、

一

方
通
行
の

寛
容
で

あ
る

。

　

な
ぜ

な
ら

、

「

耐
え

る
」

・

「

我
慢
す

る
」

レ

ベ

ル

の

寛
容
は
、

相
互
理

解
も

、

自
他
の

平

等
意
識
も
必
要
は

無
く

、

た

だ

機
械

的
に

場
を

共
有
す

る

こ

と

を
他
者
に

許
す

、

あ

る

い

は

そ
の

よ

う
な

状
態
に

耐
え

る
と

い

う

こ

と

で

十
分
成
立

可

能
と

な

る
。

そ

の

意
味
で

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　

曾）

の

寛
容
は
、

相
手
の

存
在
に

無
関
心

、

無
理

解
で

も

成
立

す
る

レ

ベ

ル

の

も
の

で

あ
る

。

　

つ

ま

り
こ

の

場
合
に

は
、

相
互
に

空

間
や

時
間
を

同
じ

く

す

る

と

い

う
関
係
を
認
め

合
う

と

い

う
こ

と
、

互
い

に

理

解
し

自
ら

と

他

者
の

存
在
を

同
等
な

も
の

と

認
め

合
い
、

納

得
し

あ
い

両
者
の

共
存
関
係
を
築
く
と

い

う
こ

と

を

必
ず
し
も

意
味
せ

ず
、

ま

た

必
要

不

可
欠
と

も

し

な
い

。

つ

ま

り
、

互
い

に

無
関
心
で

も、

互
い

に

認
め

合
わ

な

く
と

も
、

最
小

限
互
い

に

独
立

あ
る
い

は

孤
立

的
に

共

存

で

き

れ

ば
そ

れ
で

い

い

の

で

あ
る

。

由
に

そ

の

寛
容
は
、

容
易
に

非
寛
容
に

転
化
で

き

る
。

　

さ

て
、

『

コ

ー
ラ

ン
』

に

お

い

て

寛
容
（

許
し

な
ど

を

含
む
）

を

示
す

言
葉
は
、

ア

フ

ァ

ラ

（．

駄
費
鋤

　
忘
れ

去
る
、

無

視
す

る

と

言
う

意
味）

、

サ
ハ

ー

（

°。

嬰
訂
　
気
前
よ

く

与
え

る
）

、

そ

し

て

ガ

フ

ァ

ラ

（

ゆq
げ

跨
口

茜

　
何
も
無
か

っ

た

よ

う

に

包
み

隠
す
）

が

あ

　

　
　
　（
5）

る
と

さ

れ

る
。

　
こ

れ

ら
の

思

想
か

ら

導
き

出
さ

れ

る

寛
容
は
、

前
述
の

よ

う
な
一

方
側
か

ら

の

赦
し

で

あ
り、

寛
容
で

あ

る
。

つ

ま

り
、

神
の

愛
に

（376） 160
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よ
っ

て

仮
に

多
神
教

徒
・

不
信

心

者
（

カ

ー
フ

ィ

ル
）

で

あ
っ

て

も
、

そ

の

ま

ま
で

、

罪
を

許
し

（

イ

ス

ラ

ム

支
配

下
で

の
）

生

存
を

許
す

、

あ

る
い

は

見
て

見
ぬ

振
り
を
す

る
こ

と

で

彼
等
の

存

在
を

赦
す
と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　

し

か

し
こ

の

寛
容
は
、

一

方
が

他
方
に

与
え

る

寛
容

、

許
す

寛
容
と
い

う
こ

と
に

結

果
と

し
て

止

ま

る

こ

と

と

な

る
。

オ

ス

マ

ン

・

ト

ル

コ

の

ミ
レ

ッ

ト

制
は

こ

の

典
型
で

は

な
い

だ

ろ

う

か
。

　
一

方、

本
小

論
に

お

い

て

前

提
と
す

る

寛
容

、

つ

ま

り

イ
ン

ド

に

お

い

て

希

求
さ
れ

た

寛
容
思
想
は
、

異
質

な
る

も
の

の

現
象
界
レ

ベ

ル

の

相
違
を

越
え

た

本
質
的

同
一

性
を
基

礎
と

し

て

い

る
。

そ

れ

は
、

　

　
ブ
ラ

フ
マ

ン

は

実
に

こ

の
一

切
（

宇
宙
全
体
）

で

あ

る
。

（
中
略）

一

切
の

行
為
を

内
包
し
、

一

切
の

欲
求
を

有
し
、

一

切
の

香
を

　

　
も

ち
、

一

切
の

味
を

具

え
、

一

切
に

遍
満
し

、

無
言
に

し

て
、

超

然
と

し

て
い

る

も
の
、

こ

れ
が

心
臓
に

あ
た

る

わ

た

し

の

ア

ー

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
ろ　

　

　
ト
マ

ン

で

あ
り

、

ブ

ラ
フ

マ

ン

で

あ
る

。

と

い

う
梵
我
一

如
思

想
の

前
提

の

も
と

　

　
こ

れ

は

あ

る

人
々

が

「

真
理
で

あ
る
、

真
実
で

あ

る
」

と
い

う
と

こ

ろ

の

そ

の

（

見
解
）

を

ば
、

他
の

人
々

が

「

虚

偽
で

あ

る
、

　

　
虚
妄
で

あ

る
」

と
い

う
。

こ

の

よ

う
に

か

れ

ら

は

異

な
っ

た

執
見
を
い

だ

い

て

論
争
す

る
。

な

に

ゆ

え
に

も

ろ

も

ろ

の

（

道
の

　

　
人
）

は

同
一

の

事
を

語
ら

な
い

の

で

あ

ろ

う

か

？

　

　
真
理

は
一

つ

で

あ
っ

て
、

第
二

の

も
の

は

存
在
し

な
い

。

そ

の

（

真
理）

を

知
っ

た

人

は
、

争
う
こ

と
が

な
い

。

か

れ

ら

は

め

い

　

　
め

い

異
な
っ

た

真
理

を

ほ

め

た

た

え
て

い

る
。

そ

れ

故
に

も

ろ

も

ろ

の

（

道
の

人
）

は

同
一

の

事
を

語
ら

な
い

。

（
中
略）

　

　
世
の

中
に

は
、

多
く

の

異
な
っ

た

真
理

が

存
在
し

て

い

る

の

で

は

な
い

。

た

だ

永
久
な

も

の

だ

と

想
像
し

て

い

る

だ

け

で

あ

る
。

　

　
彼
等
は
、

諸
々

の

偏

見
に

も

と

つ

い

て

思

索
考
究
を

行
っ

て
、

「

（
わ

が

説
は
）

真
理
で

あ

る
」

「

（

他
の

説
は

）

虚
妄
で

あ

る
」

と

161 ‘377）
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二

つ

の

こ

と

を

と
い

て

い

る
の

で

あ

る
。

〔
中
略
）

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
焜

　
　
一

方

的
に

決
定
し

た

立
場
に

立
っ

て

み

ず
か

ら

考
え

量
り

、

さ

ら

に

か

れ

は

世
の

中
で

論
争
を
な

す
に

至

る
。

一

切

の

（

哲
学

　
　

的
）

断
定
を

捨
て

た

な
ら

ば
・

人
は
こ

の

世
で

確
執
を

起
こ

す
こ

と

が

な．
固 ．

・

　

　

　

　

　

　

　

嚠

と
い

う
ゴ

ー

タ
マ

・

ブ
ッ

ダ
の

教
え

に
、

端
的
に

表
れ

て

い

る

よ

う
に
、

現
実

世
界
に

お

い

て

展

開
さ

れ

る

意
見
や

見
解、

そ

し

て

信

仰
の

相
違
を

超
え

た

本
質
的

同
質

性
を

認
め

合
う
こ

と

に

は

じ

ま

る
、

寛
容
思

想
で

あ

る
。

　
つ

ま

り
、

イ
ス

ラ
ム

で

あ
る

か
、

あ

る

い

は

啓
典
の

民
で

あ
る

か
、

多
神
教
徒
で

あ
る

か
、

と
い

う
よ

う
な

区
別
を

超
え
て

、

人

間

と

し

て

の

同
一

性
を

認
め

、

そ
こ

か

ら

互
い

の

違
い

を

認
め

合
う

と
い

う

寛
容
思
想
に

、

イ

ス

ラ

ム

教
徒
が

辿
り

付
く
思
想
の

軌
跡
を

以

下
に

於
い

て

検
討
し
た

い
。

イ
ス

ラ
ム

の

イ
ン

ド
侵
攻
時
の

他
者
認
識

　

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

に

お

け
る

寛
容
思

想
の

形
成
を

検
討
す
る

上

で
、

重

要
な

こ

と

は

イ

ン

ド

亜
大
陸
に

イ
ス

ラ

ム

が
ど

の

よ

う
に

齎
さ

れ
た

か

で

あ
る

。

　

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

に

お

け
る

最
古
の

文

献
の
一

つ

『

チ
ャ

チ
ュ

・

ナ

ー
マ
』

に

よ

れ
ば

、

イ

ス

ラ
ム

軍
は
、

早
く

も
六

三

五

（
ヒ

ジ
ュ

ラ

歴
一

五）

年
に

は

西
イ
ン

ド

に

軍
隊
を

派
遣
し

ダ
イ

ブ
ル

を

攻
撃
さ
せ

て

い

る
。

　

　
カ

リ
フ

に

指
名
さ

れ

た

ク

タ

ブ

の

子
ウ

マ

ル

将
軍
が

、

イ
ン

ド

と

シ

ン

ド

地

方
に

最

初
の

聖

戦
と

し

て

イ
ス

ラ

ム

軍
を

派

遣
し

　

　
た

。

こ

れ
は

預
言
者
の

聖
な
る

戦
い

の

ヒ

ジ
ュ

ラ

歴
一

一

年
「

こ

れ

に

は

異
論
が

有
り

、

六
三

五

年
（
ヒ

ジ
ュ

ラ

歴
一

五

年）

が

正

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
ハ
ビ　

　

　
し
い

と

さ

れ

る
」

年
で

あ
っ

た
。
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し
か

し
、

こ

の

時
の

侵
攻
は

、

イ
ン

ド

側
の

抵
抗
に

あ
い

失
敗
す
る

。

但
し
、

イ
ス

ラ
ム

側
の

イ
ン

ド
へ

の

関
心

は

衰
え
ず、

第
三

代
カ

リ
フ

・

ウ
ス

マ

ー
ン

（
在
位
六

四

四

−
六
五

六）

は
、

ふ

た

た

び

イ
ン

ド
へ

の

イ
ス

ラ

ム

軍
の

侵

攻
を

計
画
し

て
い

る
。

　

　

［

カ

リ

フ
・

ウ
ス

マ

ー
ン

は
、

シ

ン

ド

征
服
の

計
画
を

も
ち
、

そ

の

情
報
を

ア
ブ

ダ
ー

ラ

ー

将
軍
に

尋
ね

る
。

そ

れ

に

対
し

て

将

　

　

軍
は
］

「

そ
の

水
は

汚
く

、

果
実
は

苦
く、

土
地

は

岩
だ

ら

け

で
、

人
々

は

信
用
で

き
な

い
」

と

答
え
た

。

カ

リ
フ

は

「

（

シ

ン

ド

　

　

人
は
）

約

束
や

保
障
に

つ

い

て

信
用
で

き
る
か
、

あ

る
い

は
、

忠

実
で

あ
る

か
、

無
関
心

か
」

と

尋
ね

た
。

そ

れ

に

対
し

て
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　　

　

　

「

彼
ら

は

不
信
心
者
で

あ
り
、

背
教
者
で

あ
り

ま

す
」

と

答

え

た
。

カ

リ

フ

は

遠

征
を

中
止

し

た
。

こ

の

報
告
以
来

、

イ

ン

ド
へ

の

侵

攻
作
戦
に
、

歴
代
カ

リ

フ

は

否

定
的
と

な
る

。

　

し

か

し
、

最
終
的
に

は
こ

の

カ

リ
フ

の

判
断
は

、

東
方
経
営
に

熱
心

な
ハ

ジ
ャ

ー
ジ

（
六

六
一

−
七
一

四）

の

説
得
で

翻
さ
れ

た
。

ハ

ジ
ャ

ー

ジ

は

聖

戦
の

名
の

も
と
に

シ

ン

ド

と

イ
ン

ド

の

征
服
活
動
を
開
始
し

、

現
在
の

パ

キ

ス

タ

ン

の

中
部
以

下
の

イ
ン

ダ
ス

河
一

帯

は
、

彼
の

娘
婿
で

あ

る
ム

ハ

マ

ド
・

カ

ー

シ

ム

（
六

九
三
−

七
一

六）

に

よ
っ

て

占
領
支
配
さ

れ
た

。

そ

し

て
、

こ

の

時
な

さ

れ
た

支
配

形
態
は
、

イ
ン

ド
・

イ

ス

ラ

ム

の

原
型

と

な
っ

た
。

　

つ

ま

り、

最
初
期
イ

ス

ラ

ム

教
徒
に

よ

る

シ

ン

ド

支
配
は
、

宗

教
的
使
命
感
と

政
治

的
・

経
済
的
野

望
と

が

リ
ン

ク
し

た

も

の

で

あ

っ

た
。

つ

ま
り

、

こ

の

時
の

征
服

戦
争
は

、

以

下
に

示

す
如
き

も

の

で

あ
っ

た
。

　

　

カ

ー
シ

ム

の

侵
攻
に

対
し
て

抵
抗
し

な
か

っ

た
ニ

ー
ル

ン

（

今
の

パ

キ
ス

タ
ン

の
ハ

イ

デ

ラ
バ

ー

ド
に

あ

た
る
）

で

は
、

　

　

「

こ

の

町
の

長
で

あ

る
バ

ン

ダ
ル

カ

ル

・

サ

ー
マ

ニ

ー

を
重

視
し
、

あ

な

た

方
を

完
全
に

信
用
し

て

い

る
。

私
は
、

少
し

も

お

ま

　

　

え
た

ち
へ

の

親
切

と

保
護
を

惜
し

む

も

の

で

は

な
い
」

〔
中

略）

　

　

　
又
ニ

ー
ル

ン

征
服
後

、

カ

ー
シ

ム

は
）

こ

の

町
が
ム

ス

リ

ム

の

国
土
に

な

り、

要
塞
が

没

収
さ

れ

た

後
、

私
は

彼
等
の

福

利
を

163 （379）
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護
り

、

彼
等
を
楽
し

ま
せ

る

よ

う

に

努
め
よ

う
。

そ

し

て
、

農
民
も
手
工

業
者
も

商
人
も

平
和
に

暮
ら
せ

る

よ

う
に

し
、

土
地
が

　

　

耕
さ

れ
・

繁
栄
す
る

よ

う
に

努
力
し
よ

麺
L

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

脳

と

い

う
の

で

あ

る
。

そ

の

政
策
を

生
み

出
し

た

精
神
は
・

カ

↓
ム

の

義
理

の

父

親
で

あ

る
シ

リ

ア

総

賛
ジ

・

「
ジ

の

次
の

よ

う

な

脚

命
令
に

よ
っ

て

明
ら

か

と

な

る
。

つ

ま

り、

　

　

「

ブ

ラ
フ

マ

ナ

ー
バ

ー
ド

の

尊
敬
さ

れ

る

人
の

願
い

で

あ

る

彼
等
の

ブ

ッ

ダ

の

寺
院
の

修
復
と

彼
等
の

宗
教
を
保
証
し

な

さ
い

。

　

　

（

勿
論、

こ

の

条

件
と

し

て
、

彼
ら

が

イ
ス

ラ
ム

勢
力
に

服
従
す
る

こ

と
、

カ

リ

フ

に

対
し

て

税
金
を

払
う
こ

と

を

あ
げ
て

い

　

　
る

。

そ
の

上
で

、

）

我
々

に

は

彼
ら

の

財
産
を

奪
う
こ

と

は

で

き

な
い

。

な
ぜ

な

ら

ジ

ン

ミ

ー
に

な
っ

た

も
の

た

ち

の
、

財
産
を

　

　

奪
う
権
利
は

な
い

か

ら
で

あ

る
。

そ

し

て

彼
ら

は
、

彼
ら

の

信
仰
を
禁
止

さ

れ
た

り
、

迫
害
さ

れ

た

り

さ

れ

て

は

な
ら

な
い

し
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
ロリ

　

　

彼
ら

の

生

命
は

脅
か

さ
れ

て

は

な

ら

な
い
」

で

あ
っ

た
。

　

こ

こ

で

は
、

イ

ス

ラ

ム

教
徒
が

そ

の

拡
大
過
程
で

殆
ど

最
初
に

出
く
わ

し

た

本
格
的
な

多
神
教
徒
で

偶

像
崇
拝
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
や

仏
教
を
ジ

ン

ミ

ー

（

納
税
を

受
け

入

れ
る

こ

と

で
、

従
来
の

信
仰
を

赦
さ

れ

た

人
々
）

と

認
め
、

そ

の

生

命
や

財
産
を

条
件
付
な
が

ら

保
障
し

た

と
い

う
点
は

、

注
目
に

値
し

よ

う
。

但

し
、

こ

の

場

合
の

寛
容
は

、

消

極
的
な

寛
容
（

ガ

フ

ァ

ラ
）

で

あ

り
、

後
の

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
和
思

想
に

よ

る

対
等
の

関
係
か

ら

来
る

寛

容
で

は

な
い

。

　

し

か

し
、

イ

ス

ラ

ム

暦
二

九

〇
〔
西
暦
九
〇．
三

年
に

西
イ
ン

ド

の

ム

ル

タ
ン

を
訪
れ

た

イ

ブ
ン

・

ル

ス

タ
は
、

偶
像
寺
院
の

こ

と

に

つ

い

て
、

「

そ

の

大
き

さ

は
二

〇
メ

ー
ト

ル

弱
あ
り

、

人

間
の

形
を

し

て

い

る
。

こ

の

偶

像
（

神
像
〉

は

天
か

ら

お

り
て

き

た

も
の

で

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教

徒
は

、

こ

れ

を

崇

拝
す

る

義
務
が

あ

る

と

考
え

ら
れ

て

い

る
。

こ

の

像
と

寺
院
は

、

当
地
の

ア
ラ

ブ

人

政
府
と

聖
職
者

N 工工
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ハ
ロヒ

の

収
入

源
と

し
て

大
い

に

役
立
っ

て

い

る
云

々
」

と

報
告
し

、

こ

こ

で

は

イ

ス

ラ

ム

支
配
の

後
も
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
の

信
仰
が

赦
さ

れ

て

い

た
こ

と
が

分
か

る
。

勿
論

、

こ

の

寺
院
か

ら

上

納
金
が
、

時
の

政
府
に

あ
っ

た

こ

と
が

大
き

な

要

因
で

あ
っ

た
と

さ

れ

る
。

　

と
は

い

え
、

消

極
的
な
が

ら

も

偶
像
崇
拝
の

徒
と

の

共
存
の

可
能
性
は
、

こ

こ

か

ら

始
ま

り

中
世
イ
ン

ド
の

イ
ス

ラ
ム

教
徒
、

特
に

ス

ー
フ

ィ

ー

達
に

よ
っ

て

継
承
さ

れ
、

ア
ク

バ

ル

や

ダ
ー

ラ

ー

の

融
和
思
想
に

結
晶
し

て

ゆ

く
の

で

あ
る

。

　
一

方
、

一

〇
世
紀
以

降

本
格
化
す

る
ト
ル

コ

系
の

イ

ス

ラ

ム

教
徒、

例
え

ば
ガ

ズ

ナ

朝
の

マ

フ

ム

ー
ド

（
九

六
七

−
一

〇
三

〇）

の

如

く
、

こ

の

よ

う
な

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

の

姿

勢
に

対
し

て
、

純

粋
な

イ

ス

ラ

ム

の

立

場
か

ら

厳
し
い

姿
勢
で

臨
ん
だ

イ
ス

ラ

ム

も

あ
っ

た
。

彼
ら

は
、

イ
ン

ド
の

イ
ス

ラ
ム

化
の

た

め

に

ジ
ハ

ー
ド

を

決
行
し
、

ヒ

ン

ド

ゥ

i
教
徒
と

の

消
極
的

共
存

状
態

に

あ
っ

た

イ
ス

ラ

　

　

　
　

　

　
　

〔
13）

ム

教
徒
さ

え

攻
撃
し

た
。

　

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

の

状
況
を

概

観
す

る

な

ら
ば

、

イ
ン

ド

亜
大
陸
に

お

け
る

イ
ス

ラ

ム

の

歴

史
は
、

今
日

に
至

る

ま

で

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
の

共

存
派
と
、

イ
ス

ラ
ム

純

粋
派
（

現
在
的
に

言
え
ば

原
理

主
義
者）

と

の

二

派
に

分
類
す

る

こ

と
が

出
来
る

。

そ

し

て
、

そ

れ

ぞ

れ

の

指
導
者
の

意
向

、

時
代
背

景
、

地
域
な
ど

の

事
情
に

よ
り

両
者
の

間
を

行
き

来
し

た
。

　

そ

し

て

本
小
論
で

は
、

前
者
の

動

向
を

論
ず
る
こ

と

に

な

る
。

イ
ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー

の

宥
和
思
想
の

原
型

　

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

の

発
展
と

拡
大
に

大
き

な

役
割
を

果
た

し

た

の

が
、

「

神
人

合

＝

を

説
く

ス

ー

フ

ィ

ー
た

ち
の

存
在
で

あ
る

。

彼

等
は

、

教
条
主
義
的
一

神
教
的
傾
向
を
緩
和
し
、

イ

ス

ラ

ム

教
徒
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
な
ど

と

の

共
存
を

推
進

し
た

。

他
宗
教
地
域
へ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
（
14）

の

イ
ス

ラ

ム

の

伝
播
に

大
き

な

貢
献
を
し

た
こ

と

で

も

知
ら

れ

て

い

る
。

特
に
、

イ
ン

ド
へ

の

イ
ス

ラ

ム

の

伝

播
と

定
着
に

は
、

ス

ー

165 （381）
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ほ　

フ

ィ

ー

の

存
在
が

大
き
か

っ

た
こ

と

は
、

よ

く
知
ら

れ

た

事
実
で

あ
る

。

　

そ

の

ス

ー
フ

ィ

ー
の

な
か

で

も

イ
ン

ド

と

の

関
係
で

注

目
さ

れ
る

の

が
、

〉°

冨’

巴−
出
巴

亙
（
ほ

ぼ

西
暦
八

五

七
年
ー

ほ

ぼ

同
九、

三
年）

で

あ

る
。

こ

こ

で
ハ

ラ

ー
ジ
ュ

の

詳
細
を

検
討
す
る
こ

と

は

出

来
な

い

が
、

簡
単
に

そ

の

生
涯
を

示

す
と
、

彼
は

イ
ラ

ン

の

南
部
の

テ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
ゆ　

ル

に

生

ま

れ、

彼
の

祖
父
は

ゾ
ロ

ア
ス

タ

ー

教
徒
で

あ
っ

た

と
さ

れ

る
。

バ

ス

ラ
で

教
育
を

受
け

た
。

彼
は

最
初
期
の

ス

ー

フ

ィ

ー

教

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
ヨ

団

に

属
し

、

白
ら

も

若
く
し

て

ス

ー
フ

ィ

ー

と

し

て

活
躍
す
る

。

　

当
時
の

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

は

ま

だ

未
確
定
の

状
態

で

あ
っ

た

が
、

ハ

ラ

ー
ジ
ュ

は
そ

の

ス

ー
フ

ィ

ズ

ム

思
想
の

形
成
に

大
き
な

役
割
を

果
た

し

た
。

特
に

、

彼
は

ペ

ル

シ

ャ

各
地
を
巡

礼
し

た

後
に

、

イ
ン

ド
や

ト

ル

キ
ス

タ

ン

な

ど

非
イ
ス

ラ

ム

教
徒
が

優
勢
な
地

域
を
訪

れ

た

（
ほ

ぼ

西
暦
八
九
七
年
1
ほ

ぼ

同
九

〇
二

年）
。

つ

ま

り
、

彼
は
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
や

仏
教
徒
の

優

勢
地

域
を

巡
錫
し

、

彼
等
か

ら

何
ら

か

の

影

響
を
受

け

た

と

さ

れ

る
。

と
い

う
の

も
、

ハ

ラ

ー

ジ
ュ

は

有

名
な

》
コ
餌

．
目

出
国

ρ
ρ

（

我
は

真
実
な

り
。

あ

る

い

は

我
は

神
な

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　　　
の　

り
）

と

い

う
言
葉
を

発
し

、

イ
ス

ラ

ム

社
会
い

わ

ん

や
、

イ
ス

ラ

ム

思
想
に

計
り

知
れ

な
い

衝
撃
を

与
え
た

。

　
一

般
に
、

ハ

ラ

ー
ジ
ュ

が

こ

の

よ

う

な

思

想
に

行
き

着
い

た

背
景
に

は
、

グ
ノ

ー
シ

ス

の

影
響
が

あ
る

と
い

わ

れ
る

が
、

同
時
に

イ

ン

ド

思
想、

つ

ま

り

「

梵
我
］

如
」

を

説
く

ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

や

ヴ
ェ

ー

ダ
ン

タ

哲
学
、

も

し

く
は

仏
教
思

想
な
ど

の

影
響
が

あ
っ

た

　

　
　
　

　
　
　ハ
ロね

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

　

尤
も
こ

の

よ

う
な

神
人
合
一

思
想
を

展

開
し

た

彼
は

、

イ
ス

ラ

ム

の

正

統
派
か

ら

糾

弾
さ

れ

絞
首
刑
と

な

り、

そ

の

死

体
は

イ
ス

ラ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　ハ
ぜ

ム

で

は

異

例
中
の

異
例
で

あ

る

火
葬
、

と
い

う

よ

り
罪
の

深
さ

を

確
定
す

る
た

め

に

焼
き

棄
て

ら
れ

た
。

　

し

か

し、

彼
の

思
想
は

確
実
に

ス

ー
フ

ィ

ー

に

受
け

継
が

れ
、

特

に

イ
ン

ド
、

な

か

ん

ず
く

ア

ク

バ

ル

（
】

五

五

六

1
一

六
〇
五
）

や

タ

ー

ラ

ー
．

シ

コ

ー

（

一

六
一

五
−
一

六

五

九）

に

大
き

な

影
響
を

与
え

た
。

（382 ） 166
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さ

ら

に
、

ス

ー
フ

ィ

ー

思
想
の

形
成
と

深
い

関
係
が

あ
る
と

さ

れ

る

の

が
、

ア
ル

ー

ビ

ー
ル

ー
ニ

ー
（
九
七

三

−
一

〇
五

〇

頃）

の

存
在

で

あ

る
。

彼
は
一

〇
三

〇
年
に

サ

ー
ン

キ
ヤ

に

関
す

る

書

物
や

『

ヨ

ー

ガ
ス

ー

ト

ラ
』

を

翻
訳
し

、

イ

ス

ラ

ム

圏
に

こ

れ
を

紹

介
し

た
。

ビ

ー
ル

ー
ニ

ー

は

「

ア
ル
・

イ
ン

デ
ィ

ア
』

に

お

い

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
や

仏
教

徒
へ

の

造
詣
の

深
さ

を
示

し

て

い

る
が

、

し

か

し
、

そ

れ

が

イ
ス

ラ
ム

の

信
仰
と

ど

の

よ

う
な
結
び
つ

き

が

あ
る

の

か
、

不

明
確
で

あ
る

。

　

し

か

し
、

ビ

ー

ル

ー
ニ

ー

は
、

抽
象
性
の

高
い

高
度
な

教
え

を
理
解
で

き
る

の

は

高
度
な

教
育
を

受

け

た
も

の
で

あ
り、

そ

れ

以

外

の

も

の

は

偶
像
を
拝
む

と
い

う

習
慣
は

ど
こ

に

で

も

あ

る
、

と

い

う

見
解
を

示

し
、

偶
像
崇
拝
と

い

う

よ

う
な

異
教

徒
の

習
慣
に

理

解

を

示

し

て

い

竰
。

ま
た
、

当
時
の
エ

ピ

ソ

ー

ド

と

し

て

ウ
マ

イ
ヤ

朝
の

カ

リ
フ

が
イ
ス

ラ
ム

歴
五

三

年
に

シ

シ

リ
ー

を
攻

略
し
、

ダ
イ

ヤ

モ

ン

ド

の

王

冠
で

飾
ら

れ

た

黄
金
の

偶
像
を

戦
利
品

と

し
て

得
た

時、

カ

リ

フ

は

こ

れ

を

最
も

高
く
売
れ

る

シ
ン

ド
に

売
却
し

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ハ
カロ

そ

れ

は

信
仰
上

の

理

由
で

は

な

く

純
粋
に

政
治
的
な
、

あ

る

い

は

経
済
的
な

理

由
で

あ
っ

た
。

　

こ

れ

ら

の

例
が

示
す

も
の

は
、

ガ

フ

ァ

ラ

に

示
さ

れ
た

よ

う
な
消

極
的
な
寛
容
の

事
例
で

あ
ろ

う
。

つ

ま
り
、

ま

だ
、

こ

の

時
点
で

は

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

及
び
そ
の

周

辺
に

於
い

て

も
、

異
教
徒
を

同
等
と

認
識
す

る

思
想
に

は

至
っ

て

い

な
い

、

と

思
わ

れ
る

。

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

的
の

寛
容
思
想
の

形
成

　
イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

の

特

長
と

も

言
う
べ

き
、

寛

容
思
想
を

具
体
的
に

展
開
し

た

の

は
、

所
謂
ス

ー

フ

ィ

ー
た

ち

で

あ

る
。

そ

し

て
、

イ
ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー
の

寛
容
思
想
と

い

う
思
想
的
な
傾
向
を
決

定
付
け

た

思
想
家
と

さ
れ

る

の

が
、

フ

ァ

リ

ド
ウ
ッ

デ
ィ

ー
ン

（

岡
四
「
一

α一
」 ．
α
1｛

μ同
コ
　
　
一

一

刈

 

1
一

トo
 

α）

で

あ
る

。

　
フ

ァ

リ
ド

は
、

イ
ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー

の

二

大
潮
流
の
一

つ

で

あ

る

チ
ィ

シ

ュ

チ
ィ

ー

派
に

属
す
る

神
秘

主

義
者
で

あ

る
。

彼
は

ア

167 （383）
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フ

ガ

ン

か

ら

の

移
住
者
の

子
と

し

て

イ
ン

ド

で

生
ま

れ

た
。

彼
の

母

親
は

イ
ン

ド

生

ま

れ

で

あ
り

、

彼
は

イ
ン

ド

の

言
葉
が

自

在
に

話

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
旧

せ

た
と

い

う
。

い

わ

ば
フ

ァ

リ

ド

は
、

イ
ン

ド

的
な

環
境
の

中
で

、

そ
の

思
想
形
成
を

行
っ

た

最
初
期
の

世
代
で

あ

る
。

従
っ

て
・

彼
の

思
想
に

は
・

イ
ス

ラ

ム

的
で

あ

る

と

同
時
に

ヴ
・

ー

ダ
ン

タ

的
な

思

想

絶
対

的
存

在
で

あ
る

署
と

の

合
一
・

つ

鯤

ま

り

神
人

合
一

と
、

そ

れ

を

基
礎
と

す
る

現
象
界
に

於
け
る

差
異
の

超
克
の

思
想
が

見
出
せ

る
。

そ
の

思
想
は
、

先
に

紹
介
し

た
パ

ラ

ー
ジ
ュ

の

思
想
に

基

本
的
に

共
通
す
る

も

の

で

あ

る
。

　
そ

の
一

例
を

示

す
な

ら

ば
、

　
　

花
嫁
は
、

花
婿
が

居
な

け

れ
ば

心
の

平
安
は

得
ら

れ
な
い

（

丁
度
そ

の

様
に

人

間
は

、

神
の

愛
無
く

し
て

は
、

心
の

平
安

・

魂
の

　
　

救
済
は

得
ら

れ

な
い
）

。

神
が

慈
悲
（

写
ヨ
ニ

じ

を

た

れ

る

時
、

私
は

神
と
一

つ

と

な

る
。

　
　
ま

た
、

連
合
い

も

な

く
、

友
も
い

な

い

女
が

寂
し
さ
に

も

が

く
よ

う
に

（

神
の

愛
を

持
た

な
い

も

の

に

心

の

平
安

・

魂
の

救
済
は

　
　
な
い
）

。

私
は

神
の

愛
に

よ

り
、

神
と
一

体
と

な

る
。

救
い

の

道
は

狭
く
、

私
の

踏
む

道
は

刀
の

切
っ

先
の

よ

う
で

あ
る

。

そ

れ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
お　

　
　
が

我
々

の

救
い

の

道
で

あ

る

（

だ
か

ら
、

神
の

愛
に

す
が

り
な

さ
い
）

。

と

な
る

。

　
こ

の
一

文
で

も

明
ら

か

な
よ

う

に
、

フ

ァ

リ

ド

の

教
え
は

、

神
人

合
一

に

よ

る

現
象
世
界
の

差
異
の

超

越
が
、

そ

の

前
提
と

な
っ

て

い

る
。

彼
に

と
っ

て

重
要
な
こ

と

は
、

神
と

の

合
一

に

よ

る

救
済
と
い

う
こ

と
で

あ
り
、

そ

れ

は

神
へ

の

愛
に

よ
っ

て

獲
得
さ

れ
る

と

す

る
。

フ

ァ

リ
ド

は
、

　
　

神
へ

の

愛
を

持
つ

も

の

が
、

真
の

人

間
で

あ

る
。

　
　

真
心

が
少
な

く
、

口

先
ば
か

り
の

も

の

は
、

神
に

よ
っ

て

そ

の

罪
が

記
録
さ

れ

る

（

地
獄
行
き

を

意
味
す

る
）

。
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〔
24）

　
　
（

神
へ

の

愛
に

よ
っ

て
）

神
の

愛
を

頂
く

者
は、

光
を

得
、

神
を
な

い

が

し

ろ

に

す
る

も
の

は
、

地

上
に

お

い

て

重
荷
を
負
う

。

と

こ

の

点
を

表
現
し

て

い

る
。

　
そ

し

て
、

　
　

正
し
い

こ

と

を

言
い
、

正
し

い

こ

と

を

行
い

な

さ

い
。

　
　

人
は

永
遠
の

命
を

持
つ

こ

と

は
で

き

な
い

の

だ

か

ら
（

人
は

必
ず
死
後
に

神
の

審

判
を

受
け

ね

ば
な

ら

な
い

。

）

そ

の

時
に

は
、

　
　

六
ヶ

月
か

か
っ

て

で

き

た

身

体
も
、

一

瞬

に

し
て

無
と

な
る

。

（

中
略）

　
　

あ

る

も
の

は

荼
毘
に

付
さ

れ

（
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教

徒
の

こ

と
）

、

あ
る

も

の

は

墓
の

中
に

行
く

（

イ

ス

ラ

ム

教
徒
の

こ

と
）

。

し

か

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
あレ

　
　

し
、

彼
ら

の

魂
は

生

前
の

行
い

に

よ
っ

て

裁
き

を

受
け

る
。

と

し

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

i
・

イ
ス

ラ

ム

の

形

態
的
な
差
異
を

超
え
て

、

本
質
的
な
一

致
を
前

提
と

す

る

思
想
を

展

開
す

る
。

こ

の
一

文
か

ら

は
、

神
へ

の

絶
対
的
帰
依

、

あ
る
い

は

神
人

合
一

へ

の

希
求
の

前
に

は
、

宗
教
の

差
異
は

問
題
に

な

ら
な
い

と
い

う
、

イ
ン

ド

的
に

い

え

ば

ヴ
ェ

ー
ダ
ン

タ

思
想

、

イ
ス

ラ

ム

的
に

言
え

ば
ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

の

思

想
が

展
開
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

思
想

は
、

多
数
の

イ

ン

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

あロ

ド
・

イ
ス

ラ

ム

に

受
け

入

れ

ら

れ
、

　一

つ

の

伝

統
と

な
っ

て

い

る
。

　
こ

の

伝
統
を

継
ぐ

も
の

が
、

一

五
〜
一

六

世

紀
に

活
躍
し

た
カ

ビ

ー
ル

（
一

四

二

五

ー
一

四
九
二

頃）

と

ナ

ー

ナ

ク

ニ

四

六

九
−
一

五

三

八）

等
で

あ
る

。

　

カ

ビ

ー
ル

も

ナ

ー

ナ

ク

も

共
に

イ
ン

ド

中
世
に

お

け

る

神
秘
主

義
思
想
家
の

代
表

的
な

存
在
で

あ
り

、

同
時
に

彼
等
は

民
衆
思
想
家

と

し

て

教
義
に

と

ら

わ

れ

な
い
、

自
由
な

思
想
を
展

開
し

た
。

特
に

、

ナ

ー
ナ

ク

の

教
え

は
、

後
代
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
．

イ
ス

ラ

ム

の

融
合

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
ハ
リロ

宗
教
と

評
さ

れ

る
シ

ク

教
に

発
展
し

、

今
日
に

至
っ

て
い

る
。
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カ

ビ

ー
ル

や

ナ

ー

ナ

ク
に

代
表
さ

れ

る

神
秘
主

義
思
想
家
を
、

ヒ

ン

ド

ゥ

i
教
的
に

は
バ

ク

タ

（

神
に

神
愛
を

捧
げ

る

者
）

と

言

い
、

イ
ス

ラ
ム

的
に

は

ス

ー

フ

ィ

ー

と

呼
ぶ

。

そ

し

て
、

カ

ビ

ー

ル

も
ナ

ー

ナ

ク

も
、

双

方
か

ら

聖

者
と

し
て

崇
め

ら

れ

て
い

た
と

い

う
意
味
で

、

イ
ン

ド
中
世
に

お

け

る

宗
教
的
な

雰
囲
気

を

象
徴
す

る

存
在
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

カ
ビ

ー
ル

も
ナ

ー

ナ

ク

も

教

条
的
な

宗

教
理
解
に

反
対
し
、

真
の

神
へ

の

信
仰
に

は
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
や

イ
ス

ラ

ム

教
と

い

う

差

異
は

存
在

し
な
い
、

と

説
く

の

で

あ
る

。

こ

の

点
を

カ

ビ

ー

ル

は

　

　

カ
ビ

ー

ル

は

言
う

。

ラ

ー

ム

（

ヒ

ン

ド
ゥ

i
教
の

神）

と

唱

え

る
こ

と

に

は

不

思
議
な

力
が

あ
る

。

そ
の

中
に

は

神
の

救
い

が

あ

　

　

る
。

（

カ

ビ

ー

ル

が

使
う

）

同
じ

ラ

ー
ム

と
い

う

言
葉
を、

人
々

は

（

ダ
シ

ャ

ラ
ッ

ト
の

子
ラ

ー
マ

の

呼
称
と

し

て

使
い
、

（
カ

ビ

　

　

ー
ル

は
）

唯
一

な

る

神
の

た

め

に

使
う

。

カ
ビ

ー

ル

は

言
う、

私
は

偏
在
す
る

貴
方

の

み

を

ラ

ー
ム

と

呼
ぶ

。

わ

れ

わ
れ

は

こ

の

　

　

言
葉
の

差
を

知
ら

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

。

　

　

唯
一

の

神
ラ

ー

ム

は
、

全
て
の

中
に

お

わ

し
、

→

な
る

神
か

ら

流
出
し

た

も

の

（
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
で

い

う

ラ

ー

ム
）

は
、

唯
一

な

　

　

る

神
の
】

部
（

化
身
）

で

あ
る

。

唯
一

な

る

神
は
ど

こ

に

で

も

お

わ

す
。

し
か

し
、

唯
一

の

ラ

ー

ム

は
一

つ

で

あ

砺
。

と

表
現
す

る
。

　

カ

ビ

ー
ル

が

イ
ス

ラ

ム

教
徒
で

あ

る

こ

と

を
考
え
れ

ば
、

彼
が

如
何
に

イ
ス

ラ

ム

の

教
条
的
な

考
え

か

ら

離
れ

て
い

た

か

は
、

明

確

で

あ
ろ

う
。

し

か

も、

こ

の

よ

う
な

大

胆
な

主
張
が

、

イ
ス

ラ

ム

教
徒
と

し

て

な

さ

れ
、

そ

れ
を
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
の

み

な

ら

ず
、

イ

ス

ラ

ム

教
徒
が

受
け

入

れ

て
い

た

と

い

う
こ

と

は
、

イ
ス

ラ

ム

教
の

可
能
性
を

考
え

る

上

で

大
き

な

可

能
性
を

示
唆
す

る

も

の

で

あ

ろ

う
。

　
一

方
、

基

本
的
に

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
で

あ
り

な
が

ら

イ
ス

ラ
ム

と
の

融
和

、

究

極
的
一

者
に

よ

る

統
合
を

唱
え

た

ナ

ー

ナ

ク

は
、

（386） 170
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神
は

唯
一

で

あ
り
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

神
々

も

イ
ス

ラ

ム

の

ア
ッ

ラ

ー

も

全

て

唯
一

の

神
の

部
分
的
な

表
現
に

過

ぎ
な
い

と

す
る

。

し

か

し
、

こ

の

真
実
は
、

バ

ラ

モ

ン

も

ま

た

イ
ス

ラ
ム

の

宗
教
エ

リ

ー

ト

も

分
っ

て

い

な
い

と
、

ナ

ー

ナ
ク

は

次
の

よ

う
に

言
う

。

　
　
バ

ラ
モ

ン

は

蓮
の

花
の

中
に

入
り、

辺

り

を

見
回
す
も

神
を

見
出
す
こ

と

は

出
来
な
い

。

彼
は

神
の

命
令
を
受
け

る
こ

と

は

出
来

　
　

な
い

。

た

だ
、

隘
路
に

陥
る

だ

け
。

（
中
略）

　
　

宗
教
的
な

権
威
を

身
に

ま

と

う
カ

ー
ジ

（

イ
ス

ラ
ム

法

学
者
）

、

シ

ャ

エ

イ

ク

（

イ
ス

ラ

ム

宗
教
指
導
者）

、

フ

ァ

キ

ー
ル

（

同
）

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
29）

　
　

は
、

自
身
を

偉
大
だ

と

言
う

け
れ
ど

、

彼
等
の

心
は

病
ん

で

い

る
。

そ

し

て
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

に

も
、

イ

ス

ラ

ム

に

も

偏
ら

な
い

唯
一

の

神
の

教
え

こ

そ
、

真
に

人

間
を

幸
福
に

す

る

と

説
く

。

　
　

（

真
実
の

神
の

教
え

に

従
え

ば
）

死
が

彼
に

触
れ

る
こ

と

は

無
い

。

（
中
略）

（

グ
ル

の

教
え

に

よ
っ

て
）

何
処
に

あ
っ

て

も
、

唯

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

〔
30）

　
　
一

の

神
を

見
る

こ

と

が

出
来
る

。

　
こ

の

よ

う
に
、

カ

ビ

ー
ル

や

ナ

ー

ナ

ク

は
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ
ム

の

二

つ

の

宗

教
の

存
在
を

、

ど

ち

ら
に

も

共

通
す

る

唯
一

性
、

つ

ま

り

ア
ッ

ラ

ー

も
ブ

ラ
フ

マ

ン

も
表
現
こ

そ

違
う
が

、

ど

ち

ら

も
一

な
る

存
在
で

あ

る

が

故
に
、

こ

れ

を

相
対
化
し
、

さ

ら

に

高
い
一

者
を

想
定
し

、

両
者
の

差
異
を

乗
り
越
え
よ

う
と

し

た
の

で

あ
る

。

こ

れ

が
、

イ
ン

ド
思

想
上

に

見
ら

れ

る

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ
ム

融
合
思
想
の
一

形

態
で

あ

る
。

彼
等
は

現

実

世
界
の

表
面
的
な

違
い

、

教
条
主

義
的
な

違
い

を

乗
り

越

え
て
、

唯
一

の

神
の

下

の

平
等
と

融
和
を

説
い

た

の

で

あ

る
。

　

し

か

し
、

こ

の

教
え

は
、

正

統
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
か

ら

も
、

イ

ス

ラ

ム

か

ら

も

受
け

入
れ

ら

れ

る
こ

と

は

難
し
い

。

つ

ま

り
、

彼
等
は

両

宗

教
の

統
合
を

試
み

た

が
、

結
果
的
に

新
し
い

集
団

を
そ

れ

ら

の

外
に

作
る

こ

と

に

な

っ

た

の
で

あ

る
。

　

し
か

し
、

そ

の

崇
高
な

思
想
で

あ
る

諸
宗
教
の

融
和

、

融
合
の

思
想
は
、

ム

ガ

ル

の

宮
廷
に

お

い

て

ア
ク
バ

ル

帝
と
い

う

偉
大
な
る

171 （387）
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思
想
家
・

そ

し

て

世
俗
権
力
者
を

え

て
、

イ
ン

ド

文
化
の

中
心
に

位
置
す
る

こ

と

と

な

る
。

ア

ク
バ

ル

の

融
合
思
想

　

カ

ビ

ー
ル

や

ナ

ー
ナ

ク

か

ら

遅
れ

る
こ

と

数
十
年
に

し

て
、

ム

ガ
ル

王

朝
第
三

代
の

皇

帝
ア

ク
バ

ル

は
、

独
自
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ

ス

ラ

ム

融
和
思
想

、

そ

れ

を
さ

ら

に

進
め

た

融
合
思
想
を
展
開
し

た
。

ま

た

ア

ク
バ

ル

は
、

こ

の

視
点
を

、

単
な
る

抽
象
論
に

終
わ

ら

せ

る

こ

と

な

く
、

現
実
の

政
治

・

社
会
政
策
に

展
開
し
、

既
存
の

諸
宗
教
を

イ
ス

ラ

ム

と

同

等
視
し

た

寛
容
政
策
を

展
開
し

た
。

　

既

述

の

よ

う
に

、

イ
ン

ド
に

は

宗
教
的
差
異
を

超
え

る

神
秘
主

義
思
想
の

伝
統
が

、

そ

の

底
流
に

存
在
し

、

そ

の

伝
統
は

イ
ス

ラ

ム

教
徒

の

世
界
に

お

い

て

も
、

無
理
な

く

受

け

入

れ

ら

れ

た
。

特
に
、

自
ら

も
ス

ー
フ

ィ

ー
と

し

て

宗

教
的
な

体
験
を

持
っ

て

い

た

ア

ク

バ

ル

帝
は

、

そ

の

宗
教
思
潮
を

積
極
的
に

宗
教
的
に

も
、

ま

た

政
治
的

、

文
化
的
に

も

展
開
し

た
。

　

そ

の

結
果

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
合
文

明
と

言
い

え

る

よ

う
な

諸
宗
教
・

文
化
融
合
が

、

ア

ク
バ

ル

か

ら
ダ

ー
ラ

ー

ま
で

の

約
百
年

間
、

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

世
界
に

イ
ス

ラ
ム

文

明
を

中
心

と

し
て

花
開
い

た
。

そ
こ

で

は
、

イ
ス

ラ

ム

と
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

キ

リ

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ハ
れね

ス

ト
．

ユ

ダ
ヤ
・

パ

ー

ル

シ

ー

（
ゾ
ロ

ア
ス

タ

ー
）

の

各

宗
教
が

、

同
等
に

扱
わ

れ

融
和
・

融
合
す

る
宮
廷

文

化
が

花
開
い

た
。

　
ア

ク
バ

ル

帝
は
一

五

七

九

年
に

イ
ス

ラ

ム

至
上

主
義

者
へ

の

反

省
を

込
め

て
、

諸

宗
教
融

和
を

旗

印
と

し

た

デ
ィ

ー
二

−

イ

ラ

ー

ヒ

ー

θ
ヨ

＝

笆

訂

　
神
聖

宗
教
）

を
始
め

た
。

こ

れ
は
一

五

七
五

年
以
来
続
い

て
い

た

信

仰
の

家
（

一

σ

巴
口

鱒
げ

習
巴

に

お

け

る

諸
宗

教
の

対
論
を

通
じ

て

の

ア

ク
バ

ル

帝
が

た

ど

り

着
い

た

結
論
で

あ
っ

た
。

　
と
こ

ろ

で
、

ア

ク
バ

ル

は

最
初
か

ら

諸
宗
教
の

融
和

・

融
合
を

考
え

て

い

た
の

で

は

な
い

。

彼
も

初
期
に

お

い

て

は

正

統
派
の

イ

ス

ラ
ム

教
徒
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

や

が

て

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

の

思
想
に

傾
倒
し

、

イ
ス

ラ

ム

至
上

主

義
か

ら

諸
宗
教
の

融
和

、

そ

し

て

融

（388〕 172
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〔
32）

合

思

想
を

展

開
す

る

に

至
っ

た
。

　

そ
の

思
想
の

変
遷
を

具

体
的
に

辿
る

こ

と

は

難
し

い

が
、

そ

の

思
想
の

芽
は

、

早
く
か

ら

存
在
し

た
。

つ

ま

り、

ア

ク
バ

ル

は

早
く

も
一

五

六
三

年
に

は
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
徒
に

課
さ

れ
て

い

た

巡

礼
税
を

廃
止

し
、

さ

ら
に
翌

年
の
一

五

六

四

年

に
は

異
教

徒
税
と

も

言

え

る

ジ

ズ

ヤ

を

廃
止
し
て

い

た

か

ら

で

あ
る

。

さ
ら

に
、

彼

等
は

、

イ
ス

ラ

ム

内
の

深
刻
な

宗
教
対
立

で

あ
る

シ
ー

ア

派
と
ス

ン

ニ

ー

派
の

対
立

に

対
し

て
、

当

初
よ

り

寛
容
の

態
度
を

堅

持
し
て

い

た
。

　
い

ず

れ

に

し

て

も
、

ア

ク
バ

ル

は

こ

の

「

信
仰
の

家
」

に

お

い

て

は
、

「

こ

の

神
聖

な

る

場

所
は
、

霊

性
の

構
築
の

た

め

に

供
さ

れ
、

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
33＞

こ

の

地
に

神
聖

な

る

智
の

柱
が

高
々

と

出
現
し

た
」

と

表

現

さ

れ
、

こ

の

場
に

は
、

ス

ー
フ

ィ

ー
と

し

て

の

ア

ク
バ

ル

帝
を

中
心

に

　

　
彼
の

寛
容
さ

と

神
の

影
を

明
ら

め

る

（

帝
の
）

寛
容
さ

に

よ
っ

て
、

こ

こ

に

は

ス

ー
フ

ィ

ー
、

哲

学
者、

法
学
者、

法
律
家、

ス

　

　
ン

ニ

ー

派、

シ

ー
ア

派
、

（

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の
）

バ

ラ

モ

ン
、

ジ
ャ

イ

ナ

教
徒

、

チ
ャ

ー

ル

バ

ー
カ

、

キ
リ

ス

ト

教、

ユ

ダ

ヤ

教
、

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　〔
34〕

　

　
サ

ー
ビ

ー
、

ゾ
ロ

ア

ス

タ

ー

教

徒
な
ど

が
、

こ

の

厳
な

集
り
に

お

い

て
一

同
に

会
し
て

議
論
を

行
っ

た
。

と
、

言
う
こ

と

で

あ
っ

た
。

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
35）

　

こ

の

ア

ク
バ

ル

帝
の

諸

宗
教
の

融
和
思

想
や
そ

の

政
策
に

つ

い

て

は
、

さ

ま

ざ

ま

な

批
判
も
な

さ

れ

て
い

る
。

　

し
か

し
、

彼
の

融
和
思

想
が

単
な

る

思
い

付
き

や

政
治
的
な
テ

ク
ニ

ッ

ク

に

よ
っ

て

導
き

出
さ

れ

た

も

の

で

な
い

こ

と

は
、

幾
つ

も

の

エ

ピ

ソ

ー

ド
に

よ
っ

て

も

明
ら

か

と

な

る
。

例
え

ば
、

ア

ク
バ

ル

は
一

五

六

七

年
に

シ

ク

教
の

第
三

代
グ

ル

ア

マ

ル

・

ダ
ス

（
一

四

七

九

⊥
五

七

四）

を

訪
問

す
る

。

当
時

、

結
成
間
も

な
い

弱
小
教
団
で

あ
っ

た
シ

ク

教
で

あ

る

が
、

ア

マ

ル

・

ダ
ス

は
、

面
会
の

条
件

と

し
て

、

ア

ク
バ

ル

帝
に

シ

ク

教
の

シ

ン

ボ

ル

で

あ

る

ラ

ン

ガ

ル

（

共

同
食
堂）

で

食
事
を

と

る

こ

と

を
示

す
。

こ

の

共

同
食
堂
と

は
、

年
齢、

職
業

、

階
級

、

性
別
さ

ら

に

は

宗
教
を

問
わ

ず
シ

ク

教
の

教
え
に

共
感
す

る

者
が

、

先
ず

食
事
を

共
に

す
る

と

い

う
シ

ク

173 （389｝
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教
の

教
え

に

由
来
す
る

が
、

実
際
に

は

差
別
社
会

で

あ

る

イ
ン

ド
に

於
い

て

は
、

革

命
的
な

事
で

あ
っ

た
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
皿

　

こ

の

申
し

出
を

聞
い

た

ア

ク
バ

ル

の

臣
下
は

激
怒
し

た
が

ア

ク
バ

ル

帝
は

、

一

弱
小
教
団
の

教
主
で

は

あ
る

が
、

そ

の

神
秘
主
義
思

想
家
と

し
て

名
を

な
し

て

い

た

ア

マ

ル

゜

ダ
ス

の一
言

葉
に

従
い

・

し
か

も

ア
マ

ル

゜

ダ
ス

の

思
相
心

に

共
鳴
し

・

彼
に

現

在
の

ア

ム

リ

ツ

蹴

サ
ル
一

帯
を

与
え

、

そ

れ

が
シ

ク

教
団
の

躍
進
に

も

繋
が
っ

た
。

　

こ

の

よ

う
に

、

ア
ク

バ

ル

は

身
分
の

上

下
、

宗
教
の

如

何
を

問
わ

ず

道
を

求
め

る

の

に

真
摯
で

あ

り
、

全

て

の

宗

教
に

寛
容
で

あ

り
、

ま

た

異
な
る

思
想
に

対
し

て

も

謙
虚
に

耳
を

傾
け

る

思

想
家
で

も

あ
っ

た
。

彼
は

当
代
一

流
の

ス

ー
フ

ィ

ー
と

し

て
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
和
・

融
合
思

想
の

流
れ

を

享
け
、

さ

ら
に

そ

れ

を
一

歩
進
め

よ

う

と

し

た

の

で

あ
る

。

　

そ

れ

故
に
、

ま

た
、

先
に

触
れ

た
ハ

ラ

ー

ジ
ュ

の

教
え
が

、

ア

ク
バ

ル

の

宮
廷
に

於
い

て

受

け

入

れ
ら

れ
た

の

も、

故
な
し

と

し

な

い
。

な

ぜ

な

ら

彼
は

諸
宗
教
の

平
和
的
共

存
を

目

指
し

、

諸
宗
教
の

聖
典
な

ど

を

翻
訳
す

る

翻

訳
局
を

も

う
け
、

『

マ

ハ

ー
バ

ー

ラ

タ
』

な
ど

の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

古
典
の

イ
ス

ラ

ム

系
言
語
へ

の

翻
訳

、

さ

ら

に

は

『

聖
書
』

や

『

コ

ー

ラ
ン
』

な

ど

イ

ン

ド

系
言
語
へ

の

翻
訳

　

　
　（
36）

を
行
っ

た
。

　

し

か

も
、

そ

の

思
想
は
ム

ガ

ル

宮
廷
内
に

引
き

継
が

れ、

曾
孫
の

ダ

ー

ラ

ー

の

思

想
活
動
に

拠
っ

て
一

層
深
め

ら

れ

た
。

ダ
ー

ラ

ー
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

融
合
思
想

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　（
37〕

　

ダ

ー

ラ

ー
の

思

想
に

つ

い

て

は
、

日

本
に

お
い

て

は
、

ア

ク
バ

ル

帝
の

そ

れ

以

上

に

知

ら

れ

る

と
こ

ろ

が

少
な
い

。

し

か

し
、

彼
の

業
績
は

偉
大
で

あ

り
、

比

較
文
明

学
か

ら

の

研
究
が

本
格
的
に

な

さ

れ

る
べ

き

で

あ

る
。

例
え

ば
、

彼
が

サ

ン

ス

ク

リ
ッ

ト

語
か

ら
ペ

ル

シ

ア

語
に

翻
訳
さ
せ

た

ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

文
献
、

こ

れ

は

『

ウ

プ

ネ
カ

ッ

ト

（

O
§
ミ

寒
ミ
）

』

と

呼
ば
れ
、

後
に

ラ

テ

ン

語
訳

さ

N 工工
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れ

て

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

知
識
人
に

大
き

な
影
響
を
与
え
た

こ

と

は
、

よ

く

知
ら

れ

た
こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

の

み

な

ら

ず
、

ダ

ー
ラ

ー

は
、

ス

ー

フ

ィ

ー
と

し

て

イ
ス

ラ
ム

に

固
執
せ

ず、

諸
宗
教
思
想
に

極
め

て

柔
軟
に

対
応
し

た
。

特
に
、

彼
は
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

諸
聖
典
の

翻
訳
事
業
な
ど

を

通
じ
て
、

神
秘
主

義
思
想
を
極
め

た
。

特
に

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

聖

者
バ

ー
バ

ー
・

ラ

ー

ル

の

感
化
を
受
け
て

あ
る

意

味
で
バ

ク
タ

と

し

て

の

立

場
か

ら
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

イ
ス

ラ

ム

両
教
の

融
和
を

思

想
的
に

試
み

た

の

が
、

彼
の

代
表
作
で

あ
る

『

二

つ

の

海
の

交
わ
る

と

こ

ろ

（

ミ
ミ
ミ
ざ

ミ
ー

しo
魯
ミ
ミ
）
』

で

あ
る

。

　

ダ
ー
ラ

ー

自
身
が

書
い

た

本
書
の

前
文
に

は
、

こ

の

経
緯
を
、

　

　

（

彼
、

ダ

ー

ラ

ー
は
）

真
実
の

中
の

真
実
を

覚
り

、

ス

ー

フ

ィ

ー

の

真
の

宗

旨
（

教
え

の

根
本）

の

素
晴
ら
し

さ

に

目
覚
め

、

偉

　

　

大
な

る

深
遠

な

る
ス

ー
フ

ィ

ー

の

英
知
を
悟
っ

た

後
に

は
、

彼
（

ダ
ー

ラ

ー
）

は

イ
ン

ド

の

（

存
在
の
）

一

元

論

者
達
（
∋
c

惹−

　

　

喜
Φ
α
叫

口）

の

教
義
を

知
る

こ

と

を
強
く

願
っ

た
。

彼
（

ダ

ー

ラ
ー

）

は

学
者
達
と

交

流
し
、

イ
ン

ド

の

宗
教
に

お

け

る

神
の

聖

　

　

性
に

つ

い

て

議
論
を

繰
り
返
し

た
。

彼
等
イ
ン

ド

の

学
者
は
、

宗

教
的
な

訓

練
と

知
性
と

洞
察
に

お

い

て

最
高
に

完
成
さ

れ

た
境

　

　

地
に

到
達
し

た

も
の

達
で

あ
る

。

そ

し

て
、

彼
（

ダ

ー

ラ

ー
）

は
、

彼
等
（

イ
ン

ド

の

宗
教
者）

が

捜
し

求
め
、

獲
得
し

た

真
実

　

　
に

つ

い

て
、

言
葉
以

外
に

は
、

そ

の

違
い

を

見
出
す
こ

と

が

で

き

な

か
っ

た
。

そ

の

結
果、

二

つ

の

宗
教
（

集
団）

の

考
え

を
集

　

　
め

、

諸
テ

ー

マ

を

集
め

、

真
実
を
求
め

る

人
に

基
本
的
で
、

有
益

な

知
識
を

供
給
す

る
一

冊
子
と

し
、

こ

れ
を

名
づ

け
て

『

二

つ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
（
38〕

　

　
の

海
の

交
わ

る

と

こ

ろ
』

と

し

た
。

と

記
述
し

て

い

る
。

　
こ

の

書
物
は
、

い

わ
ゆ

る
「

存
在
の
一

元
性
論
」

に

立
つ

ス

ー

フ

ィ

ー

思
想
と

同
じ

く

「

一

元
的
存
在
論
」

を

展
開
す

る

ヴ
ェ

ー
ダ

ン

タ

思
想
に

共
通
性
を

見
出
し
、

こ

れ
を

基
礎
と

し

て
、

「

こ

の

世
界
が

神
の

顕
現

で

あ

り
、

人

間
は

神
の

本
質
の

ミ

ク
ロ

コ

ス

ム

で
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39）

あ

る
」

と

い

う
ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド
的
な
世
界
観
に

強
い

共
感
を
示
す

の

で

あ

る
。

そ

の

上
さ

ら

に
、

彼
等
は

調
息
や

聖

音
な

ど

の

思
念

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
照

を

説
き
、

生
前
解
脱
さ

え

認
め

る
の

で

あ

る
。

こ

れ
ら

の

こ

と
を
通
じ

て

ダ

ー

了
は
・

イ
ス

ラ
ム

教
と
ヒ

ン

ド
・

−

教
と

の

共

存
が
・

社
ム
五

的
・

文

化
的
は

お

ろ

か

宗
教
的
に

も

曜

可
能
で

あ
る

、

と

言
う

考
え
に

至
る
の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

イ

ス

ラ
ム

の

寛
容

性
を

最
大
限
引
き

出
し

た

イ
ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー

の

知

的
営
み
の

極
致
と

言
う
こ

と
が

で

き

よ

う
。

そ

し

て

更
に

、

こ

の

よ

う
な

寛
容
の

精
神
を

イ
ス

ラ

ム

神
学
に

お

い

て

も

築
き
上
げ

る
こ

と

が

可
能
で

あ
る

こ

と

を

示

す

優
れ

た

歴
史
的
な

事
実
で

あ
る

。

　
ダ
ー
ラ

ー
の

思

想
の

特
徴
は

、

ア

ク
バ

ル

以
来
続
く

ム

ガ
ル

宮
廷

内
の

伝
統
を

踏
ま

え
つ

つ

も
、

自
ら

イ
ス

ラ
ム

思
想
を

極
め

、

そ

の

上
で

伝
統
的
な
イ
ン

ド
・

ス

ー
フ

ィ

ー

思
想
を

受
け

継
ぎ

、

イ
ス

ラ
ム

教
の

持
つ

諸
宗
教
へ

の

寛
容
思
想

、

融
和
思
想
の

可

能
性
を

最
大

限

引
き

出
し
た

こ

と

に

あ

る
。

　
た
だ

、

不

幸
に

し
て

彼
は

肉
弟
ア

ウ

ラ

ガ

ジ

ー

プ

帝

二

六
二

八

−
一

六

五

八）

と

の

皇
位

継
承
戦

争
に

敗
れ

刑
死
す

る
。

そ

し
て

、

彼
の

推
し

進
め

た

融
和
思
想

、

寛
容
政
策
は

頓
挫
す
る

こ

と

と

な

る
。

し

か

し
、

そ

の

思
想
的
な

意
義
は
、

寧
ろ

現
在
に

お

い

て

生
か

さ

れ
る

べ

き
で

あ
ろ

う
。

ま
と

め

　

以

上
、

イ
ン

ド
・

イ

ス

ラ
ム

が

展
開
し
て

き
た

諸
宗
教
と

の

融
和

、

融
合
と

い

う
イ
ス

ラ

ム

の

寛
容
思
想
の

展
開
を
簡
単
に

辿
っ

て

み

た
。

そ

の

結
果

、

イ
ス

ラ

ム

思
想
が

持
つ
一

種

の

柔
軟

性
が
、

イ
ン

ド

思
想
と

の

出
会
い

と

融
合
に

よ
っ

て

様
々

に

展

開
し

た

こ

と
、

さ
ら

に

そ
れ
が

様
々

な

時

代
に

な
さ

れ
、

イ

ス

ラ

ム

思
想
の

形

成
に

少
な
か

ら
ぬ

影
響

を
及
ぼ

し

た
こ

と

が

明
ら

か
と

な
っ

た
。
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特
に
、

イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ
ム

に

於
い

て

は
、

多
神
教
徒
で

あ
る
ヒ

ン

ド

ゥ

i
教
徒
と

の

共
存
が

最
大
の

課
題

と
な

り
、

そ
の

た

め

の

イ

ス

ラ

ム

思
想
の

可
能

性
が

様
々

に

追
求
さ

れ

て

来
た

。

そ

の

概
要
は
、

本
小

論
で

概
観
し

た

よ

う

な
こ

と
で

あ
る

が
、

彼
等
の

思
想

的
な

努
力
は

、

イ
ス

ラ

ム

の

教
条
主
義
的
な

人
々

に

は

不
評
で

あ
っ

た
が

、

現

実
問

題
と

し
て

イ
ス

ラ
ム

教
徒

が

異
教
徒
と

如
何
に

平

和
共

存
を

な
し

て

ゆ

く
か

を

考
え

る

時、

有
効
と

な

る

の

で

は

な
い

か

と

筆
者

は

考
え

る
。

　

と

い

う

の

も
、

ア

ク
バ

ル

や

ダ
ー

ラ

ー
に

代
表
さ

れ

る

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容
思

想
は

、

グ
ロ

ー
バ

リ
ゼ

ー

シ
ョ

ン

に

よ

る

国
際
化
が

否

応
な

し
に

進
む

二
一

世
紀
社
会
に

お

い

て
、

原
理

主
義
的
な

イ
ス

ラ

ム

純
粋
主

義
の

よ

う

な

非

妥
協
的
な

イ
ス

ラ
ム

思
想
と

は

異
な

る

イ
ス

ラ
ム

の
あ

り
方
を

提
示

し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

原
理

主

義
者
の

よ

う
な

排
他
的
な

イ
ス

ラ

ム

観
で

は
、

イ
ス

ラ

ム

自

身
の

平
和

的
な

存
続
は

保
障
さ

れ

な
い

し
、

ま

た

非
イ
ス

ラ

ム

に

と
っ

て

も

イ

ス

ラ

ム

の

存
在
が

脅
威
と

な
る

。

　

そ

の

点
、

ア

ク
バ

ル

や

ダ

ー
ラ

ー

等
イ
ン

ド
・

イ
ス

ラ

ム

が

展
開
し

た

寛
容
思
想

、

つ

ま

り

イ
ス

ラ
ム

の

諸

宗
教
と

の

共
存
共
栄
を

志

向
す
る

イ
ス

ラ

ム

の

寛
容
思
想
が

展

開
さ

れ

れ

ば
、

国

際

社
会
に

お

い

て

イ

ス

ラ

ム

の

孤
立

や

徒
な

イ
ス

ラ

ム

教
脅
威
論
な
ど

の

沈

静
化
に

有
益
と

な
ろ

う
。

少
な
く

と

も
、

日

本
の

よ

う

な

イ
ス

ラ

ム

と

の

交
流
の

無
い

地
域
に

お

い

て
、

イ
ス

ラ
ム

の

多

様
性
を

理
解

す
る
一

助

と
な

る
で

あ

ろ

う
。

　

イ

ス

ラ

ム

の

寛
容
思
想
の

見
直
し

は
、

イ

ス

ラ
ム

思

想
の

平
和
的
な

展
開
に

寄
与
す
る
の

で

は

な

い

か
、

と

筆
者
は

考
え

る
。

注
（
1
）

イ
ン

ド

の

融

合
思

想
に

つ

い

て

は、

拙
論

「

汎
イ

ン

ド

文

明

概
論

　
　
イ

ン

ド

に

お

け

る

文

明
融
合
と

新

文
明

形
成
の

ダ
イ
ナ

ミ

ズ

ム
」

（
伊
東
俊

　
　
太
郎
・

梅

棹
忠
夫
・

江
上
波
夫
監

修
、

米
山

俊
直
・

吉
澤
五

郎
編
『

講
座
比

較
文
明

　
第
二

巻
　
比

較
文

明
に

お

け

る

歴

史
と

地

域
』

朝
倉
書
店、

一

　
　
九

九

九
年）
、

八

〇
1
一

〇
〇
頁、

な
ど

を

参
照

。
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（
2

）

　
ミ

レ

ッ

ト
制
に

つ

い

て

は
、

鈴
木
董
『

オ

ス

マ

ン

帝
国
の

権
力
と

エ

リ
ー

ト
』

東
京
大
学
出
版
会、

一

九
九一、一

年
な

ど

を

参
照

。

（
3

）

　
明
治
初
頭
に

発
行
さ

れ

た

英
和
辞
典
に

は

こ

の

文
字
は

見
当
た
ら
な
い

。

例
え

ば
、

『
和
訳
英
辞
書
』

（

明
治
二

年）

に

は、

堪
忍

、

免
許
な

ど

と

な

　
　
っ

て

い

る
。

（
4

）

　
詳
し

く
は

拙
論
「

仏
教
に

お

け
る

寛
容
思
想
」

（
小
田

川
方

子
・

欠
端
實
編

著
『
「

癒
し
」

の

思
想』

麗

澤
大

学
出

版
会、

二

〇
〇
二

年
）

、

五
九

−

　
　一
　一

三

頁
参
昭…

。

（
5

）

　
「

聖

ク

ラ

ー
ン
」

日

訳
『

コ

ー

ラ

ン
』

刊
行
会、

一

九
七

二

年、

一

九
頁

。

（
6

）

　
前
田

専

学
ほ

か

著
『
イ

ン

ド

思
想
史
』

東
京
大
学
出
版
会、
　一

九
八

二

年、

二

三

頁。

（
7

）

　

中

村
元
「
ブ
ッ

ダ

の

言
葉
」

岩
波
書
店、

一

九
九
九

年、

一

九
四

−
一

九
五
頁

。

（
8
）
　
〉鹽

閑
鷯

戸

Q
ミ
ら

ぎ
謡

勸

§
登

U
Φ一
ゴ
一

一

〇

ω

P
℃°

謁゚

（
9

）

詮
亀゚

も
る
9

（
）〔1

）

　

謹
創
；

署
］
一

刈

−

コ
゜。°

（
11
）

　
宀
三
ρ

PN

一

゜。鹽

（
12
）

　
ψ

O
＆
鉱
蛋

PG

り

§
織

奔

評
帥

茜
o
げ凶
口
8N
°

（
13
）

　
サ

テ

ィ

ー
ヤ
・

チ

ャ

ン

ド

ラ

（

小
名
康
之

他
訳）

『

中
世
イ

ン

ド

の

歴
史
」

山
川
出
版
社、

一

九
九
九

年、

五
四
頁
以
下
な
ど

を
参

照
。

（
14
）

　
ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

の

成
立
に

は

諸
説
あ

る

が、

イ
ン

ド
思
想
の

影

響、

特
に

仏
教
や
ヴ
ェ

ー

ダ
ン

タ

の

思
想
的
な

影
響
が

大
き

か
っ

た

と

い

わ
れ
る

。

　
　
ス

ー

フ

ィ

ズ

ム
一

般
に

つ

い

て

は
、

〉°

巴

栄
巴
節
げ
節
α

巨

（
叶

「°

〉’

〉
「

σ
 

嘆
団）
℃

き
鴨

bo
ら

ミ
ミ

魚

寰
鴨

的

ミ
翌

O
簿

∋
σ

ユ
◎
ぴq
Φ

＝

三
く°

鷺
 

ω

ρ

一
〇

ω

釦゜

　
　
比

較
的
最
近
の

入
門
書
と

し

て

は
、

H°
QQ
『
田

厂

搴
鳴

吻

ミ
鍔

Zo

亳

宅
o

蒔層
HO

¢

O

等
を
参
照。

（
15
）

　
イ

ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー

に

つ

い

て

は

拙
論
「

イ
ン

ド
・

ス

ー

フ

ィ

ー

の

思

想
と

社

会
背
景
」

（
前
山

専
学
編
『

イ
ン

ド

中
世
思
想
研

究
』

春
秋
社、

　
　一

九
九
二

年）
、

三

三

三

−
三

五

三

頁
参．
照。

（
16
）

　

『

ζ
塁
ω凶
ぴq
コ
o
＝囓
圃

ぎ

寒
勃

鴇
o
起

庶

ミ

§
、

§．−
勺

ユ

9
Φ
け

8
⊆

三
く9

写
 

圏℃
一
 

゜。

・ 。り
＜
o
尸

一呷
O

』
一゜

（
17
）

　
一
⊆
山゚

も゚

鵠’

（
18
）

　
幽
三
創゚
¶
℃
℃

」
卜」

 

亠
も。

幽．

（
19
）

　
ω゜
〉’

霞
N
＜
劫

昌

鳶凡

§
遷

魚
 

ミ
射

ミ

§

ミ
ミ
3
ご
Φ

＝
も
P
朝

下
 

。゚「

（
20
）

　

三

器
ω

碍

8poP

ユ
け”

ぎ一甲
ω

も
℃．
ω

羇
−

器
ρ

（
21
）

　
Ω

しD

胃
7
∬

謎
、

融
羮
ミ、
吮

奪
ミ
傘

∪

巴

9
お
轂℃
O°
H

一

一゜
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（
22
）

　［
三
α
二

℃°
一

トo
心「

（
23
）

　

9
ヘ

ミ

O
ミ
ミ
諍

黜
ミ
黛

QD°
O°
勺゚

ρ

鞳
21
℃°

お
幽．

（
24
）
　
旨

6℃
℃°
N

震゚

（
25
）
　
ぴ

掣

も
』
刈
自 。

（
26
）
　
こ

の

傾
向
は、

芸
術
や

建
築

物
に

顕

著
に

見
ら

れ

る
。

ア

ク

バ

ル

が

建
設
し

た
都
市
で
あ

る

フ

ァ

テ

ィ

プ

ー

ル

・

シ

ー

ク

リ
ー

に

は、

諸
宗
教
・

文

　

　
明

の

融
和
を

象
徴

す
る

建
設
物
が

多
数
残
っ

て

い

る
。

ま
た、

彼
の

墓
地
で

あ

る
ス

カ

ン

ド

ー
ラ

の

廟
の

建
物
は、

そ

の

全
体
が

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

キ

リ

　

　
ス

ト
・

ペ

ル

シ

ア

・

イ

ス

ラ

ム

の

融
和
を

象

徴
す

る

も

の

と

な

っ

て

い

る
。

（
27
）

　
シ

ク

教
に

つ

い

て

は

拙
著
『
シ

ク

教
の

教
え

と

文
化
』

平
河

出
版
社、

】

九

九
二

年
参
照。

（
28
）
　

ε゚

皀
叶

‘

O
袋

ミ

O
ミ
ミ
｝

智
》

昼
℃

」
黷
臼

（
29
）
　
ま

葦一
〇

』
黥

（
30）
　幽
⊆
山
こ

℃°

誤
ω．

（
31）

前
出
「
中

世
イ

ン

ド

の

歴
史
』

、

三

二

九
−

三

四

二

頁
な

ど

参
照

。

（
32）
　
同
上、

二

六
二

頁
。

（
33）
　
〉
σ

三

閃

震
鉾

国

奪
ミ

≧
心

ミ
轟鴇
ピ
ロ
∩

騨

岩
≦

」
b。

°。

緊
＝）

も
』
 

卜 。°

（
34）
　
ま

準昌
℃°
卜。

切
ω、

（
35）
　
ア

ク
バ

ル

に
関
す

る

評
価
は
、

一

定
し
て

い

な
い

。

石
田

保
昭
『

ム

ガ

ル

帝
国
』

古
川
弘

文

館、

一

九

六
五

年
参
照

。

（
36
）

前
出
『

中
世
イ

ン

ド
の

歴
史」
、

二

六

八

頁
。

（
37
）

ダ
ー

ラ

ー

の

財
究
は
、

榊
和

良
「

二

つ

の

海
の

交
わ
る

と

こ

ろ
」
（
『

東
方
学
』

第
九
八、

東
方
学
会、

一

九
九

八

年）
、

一

〇

六
−
一
．

一
〇
頁
参．
照

。

（
38
）

O
騨
闘

Qり

ε
ぎ”

ミ
ミ
ミ．
風

ミー

津
曽

ミ
§層

しd
 

昌

審
尸

刃゚

》．
ρ

』
 

卜。

Φ

も゚
Q。

O°

尚、

翻
訳
は

某

本
的
に

榊
氏
に

従
っ

た
。

但
し、

一

部
引
用
者
が

修
正

　

　
し

た
。

（
39
）
　
前
出
榊
論
文、

＝

七
頁

。

本
小
論
は
、

い

て

い

る
。

科

学
研
究
費
〔
基
盤

研
究
A
課
題

番
号
一

四

二

〇
一

〇
〇、
二

〕

代
表

研
究
者
・

前
田

専
学
「

中
世
イ

ン

ド

の

学
際
的
研
究
」

の

成
果
に

基
づ
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