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や

宗
教
対
立
を

も
た

ら

す
と

考
え

ら
れ
、

宗
教
は
、

私
的

領
域
に

入
れ
ら

れ
る

べ

き
も
の

と

捉
え

ら
れ

る
。

そ
れ

に

対
し

、

ガ

ー

ン

デ
イ

ー

は
、

個
々

人
が

自
身
の

宗
教
（
物

ミ

鼠
勘

ミ
ミ
黛）

を

固
く
遵

守
し

つ

つ
、

政

治

（

§
ご

隷）

に

参
与
し

て

い

く
こ

と
が

、

不
殺
生
（
癪

ミ
§

箋）

に

基
づ

く

「

寛
容
（
羲
ミ
§
ミ

亂
）

」

の

精
神
を
醸

成
す
る

た
め

に
不
可

欠
で

あ
る
と

い

う
思
想
を
抱
い

て

い

た
。

本
発

表
で

は
、

ラ

ー

ジ
チ
ャ

ン

ド
ラ

の

「

本

質
宗
教
（

ミ
警

曼
ミ
ぎ

§
貸
）

」

と

「

実
践
宗
教

ε
ミ
§
噺

ミ
寒
ミ
ミ
匙）
」

と
い

う
二

つ

の

概
念
に

お
け
る

、

「

慈
悲
（

“

曼
痴

ご
、

「

魂
（

ミ
ミ

§）
」

、

「

梵

行
（

守

ミ
諒

ミ
ミ
織

疉
籟）
」

の

位
置
づ

け
を

検
討

し、

そ
れ
ら

が
、

ガ

ー

ン

デ

ィ

ー

に

お

け
る

宗
教
政
治
の

思

想
的

構
造
と

密
接
な
関
係
が
あ
っ

た

こ

と

を
明
ら
か

に

す
る

。

北
イ
ン

ド
・

ゴ

ー

ガ
ー

神
信
仰
の

位
置
づ

け
を
め
ぐ
る
一

考
察

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

拓

　

　

徹

　

北
イ

ン

ド
の

ゴ

ー

ガ

ー

は
、

十
一

世
紀
に

現
ラ

ー

ジ

ャ

ス

タ

ー

ン

州
北

部
で

実
在
し

た

チ

ョ

ウ

ハ

ー

ン

族
の

ヒ

ー

ロ

ー

を

基

に

し
た
、

勇

士

（
＜同
同
）

型
の

神
格
で

あ
る

。

比

較
的
無
名
な
が
ら

、

ラ

ー

ジ

ャ

ス

タ

ー

ン

州
と
パ

ン

ジ
ャ

ー

ブ

州
を
中
心
に

東
は

ウ

ッ

タ

ル
・

プ
ラ

デ

ー

シ
ュ

州
西

部
、

南
は
グ
ジ
ャ

ラ

ー

ト
州、

北
は

パ

キ

ス

タ

ン

の

ペ

シ

ャ

ワ

ー

ル

に
至

る

広

範
な
地
域
に

お

い

て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ム

ス

リ

ム

両
者
の

民
衆
か
ら

蛇

除
け
の

神
と
し
て

信
仰
さ

れ
て

い

る
。

ゴ

ー

ガ

ー

の

ヒ

ン

ド
ゥ

i
・

ム

ス

リ
ム

に

ま
た

が
る

性

格
は
、

　

般
に

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

神
と

さ

れ
な

が

ら
、

ラ

ー

ジ
ャ

ス

タ

ー

ン

州
北
部
に

あ
る

そ
の

墓
廟
が

ム

ス

リ

ム

の

ダ
ル

ガ

ー
（
聖
者

廟
）

に

似
て

い

る

点
、

墓

廟
に

仕
え
る

祭
祀
者
が
ム

ス

リ
ム

で

あ
る

点
、

八
月
に

行
わ
れ
る

そ
の

祭
り
に

お

い

て

信
者
が

鉄
の

鎖
で

自

ら

を

打
つ

行

為
が
シ

ー

ア

派
ム

ス

リ
ム

の

そ
れ

に
酷
似
し

て

い

る

点
な
ど

に

あ
ら

わ
れ
て

い

る
。

　
ゴ

ー

ガ

ー

の

こ

う

し
た

性
格
の

多
く
は

、

北
西
か

ら

侵

入
す
る
ム

ス

リ

ム

と
の

文

化
的
混

交
を

繰
り
返
し

た

北
イ
ン

ド

中
世
の

事
情
に
由

来

し

て

い

る
。

ゴ

ー

ガ

ー

墓
廟
で

祭
祀
を
務
め
る

ム

ス

リ
ム

集
団
（
O
矯

卸

B

国

冨
巳）

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

チ
ョ

ウ
ハ

ー

ン

族
の
一

部
が

十
四
世

紀
以

降

に

改
宗
し
た
も
の

で

あ

り
、

ま
た
ゴ

ー

ガ

i
伝
説
が

初
め
て

書
き
表
さ

れ

た
の

は

十
六
世
紀
の

こ

と

で

あ
る

。

以
来
ゴ

ー

ガ

ー

の

説
話
に

は

必
ず
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ナ
ー

ト

派
の

伝

説
的
開
祖
ゴ

ー

ラ

ク

ナ

ー

ト
が

登

場
す
る

が
、

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

の

要
素
を

併
せ

持
つ

こ

の

ナ
ー

ト
派
を
は
じ
め
、

中

世
イ
ン

ド
の

宗
教
（
バ

ク

テ

ィ

運

動
な
ど
）

は

ヒ

ン

ド
ゥ

！
・

ム

ス

リ

ム

の

両

者
に

ま
た
が

る
傾
向
を

持
っ

て

い

た
。

　
ゴ

ー

ガ

ー

伝
説
は

そ
の

後
も
口

承
説
話
の

か
た
ち
で

語
り
（
歌
い
）

継

が
れ
て

行
く
が、

例
え
ば

十
九
世

紀
パ

ン

ジ

ャ

ー

ブ
の

口

承

説
話
で

は
、

ゴ

ー
ラ

ク

ナ
ー

ト

や
パ

ー

ン

チ
・

ピ

ー

ル

と
い

っ

た
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ム

ス

リ
ム

混
交
的
な
要
素
が

大
き
な
位

置
を

占
め

、

そ
の

宗
派
の

違
い

を
超
え

た

人

気
の

土
台
と

な
っ

て

い

た
。

中
世
的
な
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ム

ス

リ

ム

混

交
の

文
化
は

近
世
に

至
っ

て

も
口

承
説
話
の

中
に

そ
の

姿
を
と
ど
め

、

こ

れ
が
ゴ

ー

ガ

！

信
仰
の

基
盤
と

も
な
っ

て

い

た
わ
け
で

あ
る

。

現
代
の

D

VD

に

収
録
さ
れ

た

も
の

に
至
る
ま
で

、

ゴ

ー

ガ

ー

の

物
語
は
お
し
な
べ

て

民
謡
の

形
式
で

語
ら

れ

て

い

る
。

　
ゴ

ー

ガ

ー

信
仰
の

シ

ー

ア
派
的
な
側
面
に

つ

い

て

は
、

十
八
世

紀
に

成

立

し
た

シ

ー

ア

派
の

ア

ワ

ド
藩
王
国
の

影
響
も

考
え
ら

れ
る

が、

そ
れ
以

上

に

北
イ
ン

ド
民

衆
レ

ベ

ル

に

お

け
る
フ

セ

イ
ン

信
仰
の

重

要

性
が

考

え

ら

れ
る

。

中
世
ラ

ー

ジ

ャ

ス

タ
ー

ン

文
学
の

巨

匠
イ
ー

サ
ル

ダ
ー

ス
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（
ゆ
倒

｝
鉾

房
胃
傷
鋤
ω

」
 
ω
o。

1
一

曾
Q。）

の

バ

ク

テ

ィ

詩

が
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

神
々

と
並
ん

で

フ

セ

イ
ン

を
も
称
え
た

よ

う
に
、

フ

セ

イ
ン

の

殉
教
伝
説

は

北
イ

ン

ド
で

ひ

ろ

く

知
ら
れ

信
仰
の

対

象
と

な
っ

て

い

た
と

思
わ

れ

る
。

十
九

世
紀
に

頂
点
に
達
し
た

ウ
ル

ド
ゥ

ー

詩
の

形
式
マ

ル

シ

ア

は

フ

セ

イ

ン

伝
説
（
カ

ル

バ

ラ

ー

の

戦
い
）

の

描
写
に
特
化
し
た
文

学
ジ
ャ

ン

ル

だ

が、

こ

れ
が
当
時
の

北
イ
ン

ド
で

は

シ

ー

ア

派
ム

ス

リ

ム

に

限
ら
ず

広
く
行
わ

れ
た

ジ
ャ

ン

ル

だ
っ

た

こ

と

も
想
起
さ
れ
る
べ

き
だ

ろ

う
。

　

ま
と

め

る
と
、

ゴ

ー

ガ

ー

は
従
来
の

学
術
研
究
で

は
、

十
九
世
紀
以
降

に

整
っ

た

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

パ

ン

テ

オ

ン

に

入
ら
な
い

「

ロ

ー

カ
ル
」

で

「

小
さ
な
」

神
と

さ
れ
て

き
た

。

し
か
し

右
の

よ

う
な
そ
の

成
立

史
を

概

観
す
る
と
、

ゴ

ー

ガ

i
信

仰
は

「

非
体
系
的
で

シ
ン

ク

レ

テ

ィ

ッ

ク

な

民

間

信
仰
」

と
い

う
よ
り
は
む
し

ろ
、

北
イ
ン

ド
の

特
定
の

時
代
と
パ

ラ

ダ

イ
ム

を
体

現
す
る

信
仰
と

考
え
た

方
が
よ
さ
そ
う
で

あ
る

。

た
だ

、

ゴ

ー

ガ

i
信
仰
は
中
世
か
ら
近

世
の

長
期
間
に
わ

た

っ

て

醸
成
さ

れ
、

地
理
的

に

も
非
常
な
広

範
囲
を
カ

バ

ー

し
て

い

る
た

め
、

そ
の

現
状
は

複
雑
に

複

層

化
し
て

い

る
。

こ

れ

が
、

そ

の

ま
と

ま
っ

た

研

究
が
こ

れ

ま
で

行
わ

れ

て

こ

な
か
っ

た
原

因
と
思
わ

れ

る
。

諸

宗
教
間
対
話
は

進
ん

で

い

る

か

　

　
　

教
会
の

保
守
化
傾
向
を
考
え
る

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

高
橋

勝
幸

　

今
年
は

、

第
ニ

ヴ
ァ

チ

カ

ン

公
会
議
開
催
か
ら
五

〇

年
の

節
目

を
迎
え

る
。

こ

れ
を

機
会
に

「

開
か
れ

た
教
会
」

と
し
て

進
め
ら
れ

て

き
た
「

宗

教
問
対
話
」

の

進
捗
状
況
を
再
検

討
し
て

見
た

。

　
キ

リ

シ

タ

ン

史
に

お

け
る

日
本
巡
察

師
ヴ
ァ

リ
ニ

ャ

ー

ノ

の

「

適
応
主

義
布
教
方
針
」

が、

日
本
や

中
国
の

布
教
に

大
き
な
成

果
を

あ
げ
て

い

た

こ

と

に

着
目
し、

そ
の

霊
性
が
三

五

〇

年
の

時
を

経
て

第
ニ

ヴ
ァ

チ

カ

ン

公
会
議
の

『

キ
リ

ス

ト
教
以
外
の

諸
宗
教
に

対

す
る

態
度
に

つ

い

て

の

宣

言
』

に

お
い

て

結
実
し
た

。

こ

の

精
神
に

よ
っ

て

神
学
者
カ

ー

ル
・

ラ

ー

ナ
ー

が
指
導
的

役
割
を
果
し

「

開
か
れ
た

教
会
」

は

従
来
の

「

教
会
の

外

に

救
い

は

な
い
」

と
し
て

き
た
態
度
か
ら
一

八
〇

度
の

転
換
と

な
っ

た
。

多
く
の

人
に

希
望
を

与
え

、

諸
宗
教
と

の

対
話、

相
互

交
流
等
に

よ
っ

て

明
る
い

展
望
を

持
て

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　

し
か
し
、

五

〇

年
経
っ

て

も

期
待
し
た

成

果
は

得
ら
れ

ず、

グ
ロ

ー

バ

ル

化
・

世

俗
化
の

流
れ
は

止
め

ら
れ
ず、

教
義
や

儀
式
を
重
ん

じ
る

既

成
宗
教

離
れ
は

加
速
し、

若
者
の

教
会
離
れ
は

顕
著
に

な
っ

て

き
た

。

ニ

ュ

ー
エ

イ
ジ

等
に

代
表
さ
れ

る

よ

う
に
簡
略

化
さ
れ

た

新
宗
教
が

流

行
る
よ

う
に

な
っ

て

き
た

。

現
状
に

失

望
し、

宗

教
の

厳
格
さ
を
求
め

る

揺
り

戻
し
か
ら

再
び

保
守
化
傾
向
が

強

ま
っ

て

き
た

。

　

諸
宗
教
も

同
じ

悩
み

を
持
っ

て

い

る

と

思

う
が

、

教
会
を
例
に
取
る

と

危
機
感
か
ら

保
守
的
に

ト

リ
エ

ン

ト
公

会
議
以

来
の

引
き
締
め

を
計
っ

た

厳
し
い

規

則
を

当
て

は
め

て

原
理
主
義
的
な
旧

習
を

懐
か

し
む

勢
力
が

盛

り
返

し
て

き

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

保
守
派
は

既
に

公

会
議

直
後
か
ら

『

教
会
法
典
』

の

改
正
等
で

教

導
職
の

「

不
謬

性
」

等
の

地
歩
を

着
実
に

固
め
て

い

た
。

従
っ

て

「

キ

リ

ス

ト

教
的
自
由
」

は

位
階
性
の

「

聖
な

る

源
泉
」

「

聖
な
る

支
配
」

の

中
で、

こ

の

「

聖
な
る

支
配
」

を
キ

リ

ス

ト

教
的
な

真
の

自
由
と

理
解
し
、

受

け
入
れ

る

こ

と
に

な
る

。

反
抗
す
る

自

由
は

認
め

ら
れ

て

い

な
い

こ

と

に

な
る

。

「

キ
リ

ス

ト

教
的
自
由
」

は

従

順
の

中
で

の

み

満
た

さ
れ

る

と
い

う
も
の

で
、

教
導
職
の

絶
対
的
な
権
力

の

行

使
に

従
わ

な
け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
に

変
り
は

な
く
な
っ

た
。
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