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蒸

灘

K
e
w
a
l　
K
r
is
h
a
n
　
M

itt
a
l　
(
ケ

ワ

ル

・
ク

リ

シ

ャ

ン

・
ミ

ッ

タ

ー

ル

)

一
九

三

一
年

生
ま

れ
。

パ

ン
ジ

ャ
ブ
大

学

で
哲

学
博

士

の
学
位

を

取
得

。
現
在

、

デ
リ

ー
大

学
教

授
。

専
攻

、

イ

ン
ド
哲

学
。

主

な

著

書

『M
ater
ialism
　
in　
ln
d
ia
n　
T
h
o
u
g
h
t』

『P
oint
o
f

V
ie
w
s』

(全

五
巻
)

他

。

マ

は

じ
め

に
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西
洋
文
明
は
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
て
宗
教
を
従
属
さ
せ
、
完
全
に
物
質
主
義
を
指
向
し
て
き

た
。
も
し
わ
れ
わ
れ

が
宗
教
を
し
て
真
の
使
命
を
完
遂
せ
し
め
る
よ
う
に
助
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
物
質
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
克
服
し
、
東

洋
の
宗
教
の
霊
的
活
力
を
現
代
世
界
に
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
陥

っ
て
い
る
文
化
的
危

機
か
ら
人
類
を
救
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
物
質
主
義
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
克
服
は
、
そ
れ
ら
の
完
全
な
拒
絶
や
隷
属
化
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
事
物
と
観
念

の
構
成
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
正
当
な
位
置
を
与
え
な
が
ら
、
和
解
と
い
う
形
で
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
唯
物
主
義
者
た
ち
も
神

の
創
造
物
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
も
神

の
愛
を
十
分
に
与
え

な
が
ら
、
統

一
思
想
の
唯

一
神
観
的
解
釈
と

一
致
さ
せ
て
く
い
く
べ
き
で
あ
る
。

私
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
宗
教
の
統

一
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
和
解
の
精
神
は
、
既
に
統

一
運
動
の
中
に
存
在
し
て

お
り
、
統

一
さ
れ
る
べ
き
宗
教
は
、
多
神
教
、
単

一
神
教
、
汎
神
論
的
な
解
釈
ば
か
り
で
な
く
、
非
有
神
論
的
な
解
釈
を
も
認

め
る
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
各
教
派
を
も
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
元
論
的
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
は
唯

一
神
の
範
囲
を
超
え

て
お
り
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
は
双
方
と
も
に
神
を
認
め
な
い
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
そ
れ
ら

(ジ
ャ
イ

ナ
教
と
仏
教
)
な
し
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
有
神
論
的
解
釈
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
ば
か
り

で
な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
の
中
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
ま
た
真
の
意
味
で
宗
教
と
呼
べ
る
生
き
方
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
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こ
と
は
依
然
真
実
で
あ
る
。

106

二

息

子

ア

ニ

ル

ッ
ダ

へ
の
手

紙

同
じ
、.と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
禁

世
界
宗
教
議
会
参
加
中
に

三

上

ン
・
↓

ふ

ら
息
子
に
送

・
空

通
の
手
紙
を

 紹
介

し

よ

う

。

 

親
愛
な
る
わ
が
息
子
ア
ニ
ル
ッ
ダ

へ

聖
恩
感
謝

苦

き

伝

統

の
回

復

L
と

い
う

テ

↓

の

「
世

界

壺
示
教

議

会
」

に
参

加

し

、
感

動

し

勇

気

つ
け

ら

れ
・

私

は
今

・
ヴ

エ
ー

ダ

折
口学

パ

2

フ
ナ

折
口
学

、

シ
ヴ

ァ
崇

拝

、

シ

ャ
」

タ
派

、

ヴ

・
シ

・
ヌ
派

、

ジ

・
イ

ナ
教

・

仏

教

・

シ

妾

教

の
伝

統

を

も

含

め

て
、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教

の
伝

統

の

い
く

つ
か

の
茉

的

概
念

に

つ

い
て
執

筆

し

つ

つ
あ

る

・

ダ

ル

マ

(D
h
a
r
m
a

,
法

則

)

は

わ

が

伝

統

の
中

で
最

も

重

要

な

塑

心
で
あ

る
.

ダ

ル

マ
に

つ

い

て
は

・

有
名

な

仏

教

教

典

で
あ

る
ダ

ン

マ
e〈
ダ

(D
h
a
m
m
a
p
a
d
a

,
法

句

経

)

の
中

に

記
録

さ
れ

て

い

る
。

霰

に
敵
対
す
る
こ
と
で
敵
に
勝

つ
.」
と
は
で
き
な
い
。
敵
に
勝

つ
・
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
敵
対
す

る
こ
と
自
体

を
滅

す

る

.
」
と

に

よ

。
て

の

み

で
あ

る

。

・

れ

こ

そ

が
蓬

の

ダ

ル

マ

(法

則

)

で

あ

る

・
L

こ

の

藏

.
敵

対

L

は

す

な

わ

ち

「
友

好

(M
a
itr
i)
」

以

外

の
何

も

の

で
も

な

く

、

そ

れ

は
生

活

の

中

に

お

い

て

・

 

丁

ー
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平

安

(U
p
e
k
s
a
)
、

歓

iop　
(M
u
d
it
a
)
、

慈

悲

(宍
9

ζ
畠

)

を

伴

い
、

そ

れ

ら

と

釣

り

合

い
調

和

す

る
と

き

に

こ

そ

、

こ

の

「
滅

・
敵

対

」

と

い
う

表

現

は

見

い
だ

し

得

る

。

こ
れ

ら

の
四

つ

(友

好
、

平
安

、

歓

喜

、

慈

悲

)

の
姿

勢

が

う

ま

く

調

合

さ

れ

た

生

活

こ

そ

が

、

仏

教

が

奨

励

す

る

と

こ

ろ

の

い
わ

ゆ

る

「
"rx
ラ

rx
マ
ヴ

X
'
バ
ラ
　
(B
r
a
h
m
a
v
ih
2
r
a
,
精

進

)
」

(健

康

で
幸

福

で

有

益

な

精

神

生

活

)

で
あ

る
。

そ

う

い
う

理

想

的

な

形

の
生

活

は

、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教
等

の
他

の
宗

教

に

も

是

認

さ

れ
、

受

容

さ

れ

て

い
る

。

シ

ー

ク
教

の
創

始

者

で
あ

る

ナ

ー

ナ

-R
導

師

(G
u
r
u
　
N
a
n
a
k
a
)

は

、

「
柔

和

と

謙

遜

の
性

質

は

善

の

本
質

を

な

す

」

と

語

っ
て

い

る
。

柔

和

と

謙

遜

の
性

質

を

持

つ
人

と

い
う

の
は

、

つ
ま

り

友
好

的

で

、

平
安

で

、
慈

愛

と

歓

喜

に
満

ち

た

人

で
あ

り

、

あ

る

い
は

真

理

、

不

盗

、

不

執

着

、

不

欲

を

実

践

す

る

人

で

あ

る

。

す

べ
て

の
生

命

が

関

連

し

合

っ
て

い

る

と

い
う

の

は
、

わ
が

伝

統

に

お

い
て

強

調

さ

れ

て
き

た
も

う

一
つ
の
考

え

方

で

あ

る

。

仏

教

に

よ

れ

ば

、

例

え

ば

世

の
中

で
苦

し

ん

で

い

る
人

と

い
う

の
は

、
自

分
自

身

を

孤

立

し

た

存

在

だ

と

見

て

い

る

人

、

つ
ま

り

「
縁

起

の
理

法

」

の
真

理

を

認

識

で
き

な

い

で

い
る

人

な

の
で

あ

る

。

そ
う

い
う

人

の

こ
と

を

パ

ー

リ
語

で

は

、

「
プ

ト

ゥ
ー

;')
ヤ
ナ

(P
u
th
u
ja
n
a
)　
分

離

さ

れ
た

人
」

と

呼

ぶ
。

パ

ン
ジ

ャ
ブ

の

偉

大

な
詩

人

で
あ

り

、
尊

敬

さ

れ

た

シ

ー

ク
教

の

篤

信

者

で

あ

る

故

・
ヴ

ィ

ル

・
t)
ン
ガ

乞

士
　
(B
h
a
i　
V
ir　
S
in
g
a
)

は

、

真

っ
黒

な

石
炭

を

擬

人

化

し

て

「
排

他

性

」

を
表

現

し

て

い

る
。

「
石
炭

を

石
鹸

で

洗

っ
て

も

、

ミ

ル

ク

や

カ

ー

ド

(擬

乳

)

に
入

れ

て
も

、

漂

泊

剤

と

一
緒

に
煮

て

も
、

そ

の
色

は
変

わ

ら

な

い
。

分

離

か

ら

来

る

暗

黒

は

、

結

び

合

う

こ
と

な

く

し

て
は

、

ど

う

し

よ

う

も

な

い
。
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石
炭
を
火
の
中
に
投
じ
て
見
よ
。
何
と
明
る
き
光
を
放
つ
こ
と
か
。」

あ
る
も
の
が
醜
悪
で
悪
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
誤
っ
て
配
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
す
べ
て
の
事
柄
を
正
し
い
位
置
に

配
置
し
て
み
た
と
き
に
、
価
値
な
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
事
柄
が
、
い
か
に
巨
大
な
価
値
を
持

っ
て
い
る
か
を
、

自
分
た
ち
の
目
で
見
て
み
よ
う
。
た
だ
捨
て
ら
れ
て
い
る
糞
尿
で
も
、
肥
料
と
な

っ
て
甘
い
香

り

の
花
を
育
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
万
物
を
正
し
く
手
入
れ
し
主
管
す
べ
き
こ
と
は
、
今
日
の
環
境
科
学
が
強
く
訴
え
る
と

こ
ろ
だ
け
で
は
な

く
、

わ
れ
わ
れ
の
古
来
の
宗
教
文
化
的
な
伝
統
が
訴
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
人
間
に
せ
よ
、
動
物

に
せ
よ
、
鳥
に
せ
よ
、

ど
ん
な
形

の
生
命
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
聖
な
る
も
の
と
見
て
お
り
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
木
や
石
で

さ
え
も

崇
拝
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
古
代
の
聖
賢
た
ち
は
、
ダ
ル
マ
の
代
わ
り
に
ア
ダ
ル
マ

(ad
h
arm

a,
罪
悪
)
に
従
う
こ
と

の
空
虚
さ
に

つ
い
て
も
指
導
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
わ
が
国
の
詩
人
、
天
の
導
師
ラ
ビ
ン
ド

レ

・
ナ
ト

・
タ
ゴ
ー

ル

(G
uru
d
ev
a　R
aぴ
in
d
「e　N
ath　T
ago
re)

は
、

一
九
二
四
年

の
中
国
で
の
演
説
の
中
で
、
次
の
よ

う
な
洞
察
の
あ
る

意
見
を
述

べ
て
い
る
。

「
ア
ダ
ル
マ

(罪
悪
)
に
よ

っ
て
人
は
栄
え
、

そ
の
野
望
を
遂
げ
、
敵
を
征
服
し
て
も
、

し
か
し
、
根
元
か
ら
滅
び
ゆ
く
。」
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わ
れ
わ
れ
は
死
ん
で
も
、
し
か
し
滅
ん
で
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
よ
る
と
、
死
は
生
命
の
連
続
し
た
流
れ

の
中
の

一
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
世
の
人
生
の
終
わ
り
で
あ
る
が
、
次

の
人
生

へ
の
前
触
れ
に
過
ぎ
な
い
。
滅
び

る
こ

と
な
き
永
遠
の
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と

へ
の
絶
え
ざ
る
希
望
故
に
、

力
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ダ
ル
マ
の
道
に
お
い
て
生
活
す
る
努

 

敬
具

 

三

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教

の
伝
統

の
全
体
的
な
観
察
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こ
こ
に
書
き
写
し
た
手
紙
の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
仏
教
、
シ
ー
ク
教
の
宗
教
的
伝
統

を
全
体
的
な
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教

の
伝
統
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
関
し
て
、
私
が
述
べ
た
こ
と
の
中
の

一
つ
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

私
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
は
外
的
な
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
、
ご
く
簡
単
に
い
え
ば
、

「
ヒ
ン
ド

ゥ
「
」
と

い
う
名
称
は
、
古
代
の
地
理
的
に
も
ま
た
歴
史
的
起
源
か
ら
い
っ
て
も
、
「イ
ン
ド
」
と
い
う
名
称
と
同
等

で
あ
り
、
よ
っ
て

「
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
」
の
名
称
を

「イ
ン
ド
教
」
に
変
え
る
こ
と
は
何
も
難
し
く
は
な
く
、
だ
れ
も
反
対
で
き

な
い
し
、
ま
た
反
対
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
内
的
な
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
、
少
々
議
論
を
要
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
議
論
を
始
め

る
前
に
、
次
の
こ
と

を
前
置
き
し
て
お
き
た
い
。
最
近
は
、
あ
る
方
面
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
と
シ
ー
ク
教
は
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
に
類
似
し
た

(し

か
し
別
な
)
宗
教
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
個
人
的
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ヴ

エ
ー
ダ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
お
よ
び
パ
ウ

ラ
ナ

(ヴ

ィ
シ

ュ
ヌ
、
シ
ヴ
ァ
、
シ
ャ
ー
ク
タ
)
な
ど

の
諸
教
派

(お
よ
び
そ
の
系
統

の
幾
多
の
派
生
教
派
)
、
お
よ
び
ジ

ャ

イ
ナ
教
、
仏
教
、
シ
ー
ク
教
を
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
な
り
に
最
善
の
方
法
で
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
代
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
統

一
と
調
和
が
見
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
ら
を
別

々
な
宗
教
と
し
て
捉
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え

る

こ
と

に
私

は

反

対

し

な

い
。

(1
)

諸
宗
教

の
友
好

的
共

存

へ
の
努
力

〃0

そ
こ
で
論
点
は
、
イ
ン
ド
が
何
世
紀
に
も
わ
た

っ
て
、
主
要
な
す
べ
て
の
世
界
宗
教
の
揺
藍

の
地

と
な

っ
て
き
た
と
い
う
こ

と

は

、

再

三
口
を

要

し

な

い

ほ
ど

妻

で
あ

る

。

中

で

も

四

つ

の
世

界

宗
教

、
す

な
わ

ち

シ

ー

ク
教

、

仏

教

・

ジ

・
イ

ナ
教

・

ヒ

。
ド
ゥ
ー
教
は
、
そ
の
発
祥
自
体
を
こ
の
国
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
体
的
に
は
異

な
・
た
哲
学
的
外
観
を
呈
し
つ
つ
も
・

自
然
と
相
互
間
に
お
い
て
多
く
の
点
で
共
通
の
信
仰
観
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
通
例
あ
る
い
は
全
般
に
お
い
て
、
全
く
異
な

っ
た
信
仰
の
追
求
を
し
て
き
た
が
、
わ
れ
わ

れ
は
何
と
か
仲
よ
く

共
存
し
て
き
た
。
紛
争
や
衝
突
は
あ

っ
た
と
し
て
も
ご
く
数
少
亨

稀
れ
で
あ
り

ま
た
例
外
的
に
あ

・
た

も
の
も
・
お
互
い

の
信
仰
の
正
統
性
を
主
張
し
△。
っ
て
起
三

た
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
宗
教
を
讐

た
緊
張
に
よ

っ
て
31
き

起
。
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
.
外
見
上
は
宗
教
の
違
い
故
に
分
裂
し
て
い
る
よ

・・
に
曼

・
イ
・
ド
で
は
あ
る
が
・
そ
の
精
神

 は
曇
ら
さ
れ
る
。
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
い
ま
だ
に
イ
・
ド
を

一
つ
の
世
俗
の
国
家
形

態
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
規
定

し
て
い
る
国
家
宣
言
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

消
極
的
に
い
え
ば
、
イ
ン
ド
の
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
な

っ
た
信
仰
を
公
明
正
大
に
扱
・
て
き
た
・
何
人

も
・
信
仰
信
条
故
に

差
別
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
悲
劇
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
・・
約
束
を
、
取
り
戻
し
保
持
す
る
た
め
に
・
最
大

の
努
力

を
払

っ
て
き
た
。
積
極
的
に
い
え
ば
、
イ
ン
ド
人
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
本
質
に
お
い

て
亘

で
あ
る
と
髪

て
は
い
な

い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
宗
教
を
尊
敬
す
る
と
い
う
理
想
は
信
奉
し
て
い
る
。

 

7

(2

)

ガ

ン

デ

ィ

ー

の
祈

禧

会

の

伝

統

こ
の
積
極
的
な
見
解
を
持

っ
て
い
た
最
も
偉
大
な
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
、

マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
で
あ

っ
た
。
彼
の
行

っ
た
祈

禧
会
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
信
仰
の
教
典
か
ら
の
引
用
句
節
が
読
ま
れ
、
「多
様
性
の
中
の

一
致
」
「調
和
」
「全
面
友
好
」
「全

存
在

へ
の
情
愛
」
と
い
っ
た
事
柄
が
確
認
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
他
主
義
、
つ
ま
り
他
を
助
け
、
そ
し
て
争
い
の
原
因
と

な
っ
て
い
る

「執
着

(毒
⑰q阻
)」
「憎
悪

(d
く
esa)
」
「
傲
慢

(ヨ
。冨
)
」
と

い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な

エ
ゴ
に
反
対

す
る
と
い
う
、
非
常
に
長

い
歴
史
の
、
強
い
伝
統
が
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
声
明
は
、
和
解
や
寛
容
の
み
な
ら
ず
、
調
和

や
受
容
の
精
神
を
強
調
し
て
い
る
。

セッションVヒ ン ドゥー教部門

「
敵

や

よ

そ
者

と

い
う

も

の
は

存

在

し

な

い
。

わ

れ

わ

れ

に
対

し

て
友

好

的

な

も

の

は
、

す

べ

て
仲

間

で

あ

る

。
」

「
ほ

む

べ
き

か

な

、

導

師

ナ

ー

ナ

ク

の
神

よ

、

い
と

高

き

と

こ

ろ

に
ま

し
ま

す

神

よ
、

す

べ

て

の
存

在

に
慈

愛

を

賜

り

ま

す

よ

う

に
。
」

「
は

じ

め

に

神

は

光

を

造

り

た

ま

い
、

そ

し

て
、

あ

ら

ゆ

る

自

然

万

物

を

造

り

た

も
う

た

。

一
つ
の
光

か

ら

世

界

全

体

が

で
き

上

が

っ
た

の

に
、

誰

が

善

で

、
誰

が

悪

だ

と

い
う

の
だ

ろ
う

か

。
」

(吉

祥
導

師

グ

ラ

ン
ト

・
サ

ー

ヒ
ブ

)

Ill



川

以
上
は
、
・了

ク
教
の
教
、え
か
ら
と

っ
た
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
次
に
仏
教
の
贅

を
引
用
し

よ
う
・

「寛
容
と
許
し
は
偉
大
な
悔
い
改
め
を
な
す
。

ぶ

の

 

ブ

ッ
ダ
は

、

ニ
ル
ヴ

ァ
ー

ナ

(
浬
葉

)

こ

そ
究

極

な

る
も

の
と

宣

言

す

る
。

他
を

殺

し

た

り

苦

し

め

た

り

す

る
者

は
、

沙

門

(S
r
a
m
a
n
a

,求

道

者

)

た

り

得

な

い
。
」

〃2

 

(
ダ

ン

マ
パ

ダ

(法

句

経

)

一
四
/

六
)

 

「
怒

ら

ぬ

こ

と

を

も

っ
て
怒

り

に
勝

ち

、

礼

を

も

っ
て
非

礼

に

勝

つ
。

施

す

こ
と

を

も

っ
て

み

じ

め

さ

に
勝

ち

、

真

理

を

も

っ
て
偽

る
者

た

ち

に

勝

つ
。
」

(
ラ
ジ

ョ
ヴ

ァ
ダ

本

生

経

)

 

次

に

は

、

ジ

ャ
イ

ナ

教

か

ら

拾

っ
て

み

よ
う

。

蚕

人
は
、
非
暴
力
、
真
理
、
不
盗
不
擾
、
節
制
、
精
進
の
偉
大
な
誓
約
を
生
活
の
中
に
実
現
し
・

バ
グ
ヴ
ァ

|
す

 ジ
ネ

ス

ヴ

ァ
ラ

(B
h
a
gq
v
a
n
a　J
in
e
S
v
a
r
a
)

師

の
教

え

に

従

う

べ
き

で
あ

る

。
」

(
ウ

ッ
タ

デ

ィ
ヤ

ヤ

ナ

経

二

一
/

二

こ

マ

「自
分
自
身
に
対
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
あ
る
存
在
に
も
同
様
に
対
せ
よ
。」

「自
己
主
管
に
た
け
た
人
は
、
誰
に
対
し
て
も
敵
意
や
反
抗
心
を
表
す
べ
き
で
は
な
い
。」

ヒ

ン
ド

ゥ
ー
教

の
代

表

的

な

信

仰

観

は

、

の
で
あ

る
。

(ジ

ャ
イ

ナ
経

典

)

 

次
の
よ
う
な
名
言
の
中
に
含
ま
れ
る
知
恵
が
示
す
よ
う
に
、
精
神
向
上
を
導
く
も

 

「あ
ら
ゆ
る
存
在
は
幸
福
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
聖
人
た
ち
は
不
滅
で
あ
れ
。

す
べ
て
は
何
処
に
お
い
て
も
善
で
あ
れ
、
苦
悩
を
消
滅
せ
し
め
よ
。」(有

名
な
ヴ

エ
ー
ダ
経
典
の
祈
禧
の

一
つ
)

セ ッションVヒ ン ドゥー教部門

「十
八
の
パ
ウ
ラ
ナ
広
説
が
教
え
て
い
る
の
は
、

他
に
善
く
す
る
こ
と
は
称
讃
に
値
す
る
こ
と
、

責
め
ら
れ
る
べ
き
は
他
を
害
す
る
こ
と
。」

た

っ
た

二

つ
の
考

え

方

で

あ

る
。

 

(
ヴ

ィ

シ

ュ

ヌ
教

格

言

)

 

「
他
人
の
妻
を
母
の
よ
う
に
、
他
人
の
富
を

一
塊
の
土
地
の
よ
う
に
大
切
に
扱
え
。

す
べ
て
の
存
在
を
我
が
こ
と
と
し
て
考
え
よ
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
者
は
知
恵
あ
る
者
で
あ
る
。」

(
ニ
ー
チ
の
教
え
)

〃3



「
他
人
の
困
窮
を
知

っ
た
ら
、
そ
の
苦
し
ん
で
い
る
人
に
善
行
を
施
し
、
そ
れ
で
い
て
お
ご

り
昂
ぶ
る
心
を
自
分
の
中

に
入
れ
な

い
者

の
み
が
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
教
徒
と
見
な
さ
れ
る
。」

(グ
ジ

ャ
ラ
チ
の
反
復
句
)

〃4

 

四

全
宗
教
の
統

一
融
和
の
必
要
性

 

(1
)
諸
宗
教

の
共

通

の
伝

統

わ
が
国
固
有
の
主
要
な
四
大
宗
教
の
聖
な
る
警

か
ら
引
用
し
査

上
の
よ
う
な
言
葉
は
・
枚
挙
に
い

と
ま
が
な

い
・
そ
こ

で
重
要
な
、.
と
は
、
そ

つ
い
。
套

口葉
の

三

つ
が
、
・
れ
ら
の
宗
教
の
信
徒
た
ち
の
意
識
の
中

に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い

る
.」
と
で
あ
る
。
ど
の
信
仰
も
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
得
る
し
、
そ
・
に
は
何

の
排
他
性
も
な
く
・
共
通
の
伝
統
を
分
か

ち
合

っ
て
い
る
と

い
う
哲
学

の
中
に
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
。

リ

グ

ヴ

エ
,

ダ

に

お

い

て
も

、

「
真

理

は

;

で
あ

る

。

し

か

し

真

理

を

学

ぶ

者

た

ち

は

そ
れ

を

さ
ま

ざ

ま

に
表

す
」

と

記

さ

れ

て

お
吹

そ

の
整

日
を

同

じ
く

し

て

い
る

.

天

来

吉

祥

導

師

ナ

-
　'lx
・

(S
r
i
G
u
r
u
N
a
n
a
k
D
e
v
)

も
・

「
は

じ

め

に

真

理
だ
っ
た
も
の
は
、
時
代
を
経
て
も
真
理
で
あ
吹

そ
し
て
蓬

に
真
理
で
あ
・
は
ず
で
あ

・
」
と
述

べ
・
同
じ
こ
と
を
確
認

 し
て

い

る

。

 

(2
)

現
実

に
お

け
る
誤
り

と
分
裂

 

マ

し

か

し

、

リ

グ
ヴ

ェ
ー

ダ
も

ナ

ー

ナ

ク

導

師

も

、

現

実

世

界

に

お

い
て

は

明

ら

か

に
偽

り

や

誤
り

が
優

勢

で
あ

り

支

配

的

で

あ

る

こ
と

に
、
気

付

い

て

い
な

い
わ

け

で

は

な

い
。
完

壁

な

指

導

を

与

え

て
く

れ

た

ナ

ー

ナ

ク

導

師

は

、
一
人

の
乞

士

ラ

ロ

(切
プ
巴

L
a
lo
)

を

通

し

て
、

人

生

に

お

い

て

い
か

に
偽

り

が

優

勢

で
支

配

的

で

あ

る

か

を

、

わ

れ

わ

れ

に
警

告

し

て
く

れ

て

い

る

。

そ

の
説

を

見

る
と

、
「
あ

あ

プ

ロ
よ

、
非

真

理

が

支

配

し

て

い
る

の
だ

」
と

い
う

言

葉

が

繰
り

返

さ

れ

て

い
る
。
師

自

身

の
使

命

が

、

人

類

を

非

真

理

の
暗

黒

か

ら

真

理

の
光

明

に
導

く

こ

と

に
あ

っ
た

た

め

に
、

師

は
人

々

に
対

し

て
堅

く

、

「
究

極

の
真

理

は
、

今

や
国

民

の

モ

ッ
ト

ー

に

な

っ
て

い
る

ヴ

ェ
ー
ダ

の

み
言

葉

に
あ

る
よ

う

に

、

一
点

も
崩

れ
ず

に
永

遠

に
存

続

す

る
も

の

で
あ

る
」

と

確

認

し

て

い
る

。

約

三
十

五
年

前

、

私

は

パ

ン
ジ

ャ
ブ

で

一
篇

の
短

い
詩

を

書

い
た
。

セ ッションVヒ ン ドゥー教部門

「嘆
か
わ
し
い
こ
と
に
、
今
日
の
世
界
は
分
裂
し
争

い
合

っ
て
い
る
。

万
物
の
価
値
は
高
ま

っ
て
も
、
人
間
の
価
値
は
堕
落
し
て
い
る
。

人
間
性
は
眠
り
、
代
わ

っ
て
獣
性
が
安
息
所
を
支
配
す
る
。

人
間
存
在
が
そ
の
深
い
眠
り
か
ら
醒
め
な
い
限
り
、

愛
の
代
わ
り
に
、
嫉
妬
と
悪
意
が
心
に
は
び
こ
る
。

日
々
新
た
な
争

い
が
あ
り
、
新
し
い
嵐
が

つ
く
ら
れ
る
。」

そ
の
当
時
、
私
は
社
会
的
政
治
的
分
裂
を
憂
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
の
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
る
。
あ

115



る
者
た
ち
は
、
各
々
の
政
治
的
野
望
を
浮

る
た
め
に
、
変

・
て
宗
教
の
不

↓
致
を
あ
お

・
て
・
そ
れ
を
利
用
す
る
に
ま
で

至

っ
て

い
る

。

し
か
し
各
々
の
大
宗
教
が
、
各

々
の
方
式
で
正
・
通

解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
・
の
間
に
信
仰
の
多
覆

を
許
容
し
な
が

ら

も
、
最
も
調
和
の
あ
る
深
遠
な
田
心想
が
生
ま
れ
る
は
ず
で

あ
る
と
・
私
は
堅
く
信
じ
三

る
・

わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、
。
ぎ

H・
・
三

・萎

・あ

・
う
に
、
ゴ

・
タ
煮
の
・
う
な
混
交
思
想
を

つ
く
り
出
す
三

で

は
な
い
.
ま
た
あ
る
種
の
政
治
理
念
が
聾

よ
う
な
、
非
宗
教

皮

宗
教
的
な
塔

嚢

の
名

の
下
に
・
宗
教

へ
の
恩

を
失

三

、
で
も
な
い
.
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
・
と
は
、
シ

妾

教
、
仏
教
、
ジ
・
イ
裏

ヴ
・
シ

・
ヌ
教
等

へ
の
わ
れ
わ
れ

の

帰
整

.山識
を
各
々
の
方
法
で
実
現
し
、
現
実
に
あ
る
分
裂
に
代

わ
・
て
、
全
存
在
垂

融
和
を
旦
鏡

化

す
る
SJA
J
で
あ
る
゜

〃6

 

(3
)

ジ

ャ
イ
ナ
教

の
不
定
主
義

∴

ン
。
イ

ナ

教

は

元

来

、

複

数

の
多

様

的

世

界

観

(A
n
e
k
a
n
ta
v
a
d
a
)

を
持

ち

、

「
歪

王
義
」

(S
y
a
d
-v
a
d
a
)

に
準

じ

て

・

と
の
見
方
も
総
体
的
真
理
の

一
部
で
あ
・
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
正
統

性
を
あ
ま
ね
く
認
め
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
゜

そ
、
て

コ

を
知
る
者
は
す

べ
て
を
知
吹

す

べ
て
を
知
る
者
は

ま
空

を
も
知
・
L
・
い
豊

ハ理
が
・
ク
ン
ダ
ク
ン
ダ
|
カ
|

=
N
ヤ

(K
u
n
d
a
k
u
n
d
a
c
a
r
y
a
)

に

よ

っ
て

説

か

れ

て

い

・
.

ジ

・
イ

ナ
教

徒

が

・

の
・

う

に
多

様

性

を

そ

の
ま

ま

受

け

入

れ

る

 な
ら
ば
、
次
の
、
う
な
言
口葉
の
中
に
そ
の
信
仰
観
を
表
・
て
い

・
不
三

元
論
者
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
な
る
゜

 

「
あ

れ

(p
a
r
a
b
r
a
h
m
a
)

も

充

に

し

て

、

こ

れ

(の
゜
p
a
d
h
ik
a
B
r
a
h
m
a
)

も

充

・

 

マ

セッションVヒ ン ドゥー教部門

森

羅

万

象

の
充

は

、

原

因
者

の
充

よ
り

発
す

る

。

こ

の
充

の
充

た

る

こ

と

(明

ら

か

な

る

多

様

性

)

は

、

原

因

者

の
充

よ

り

取

り

出

さ

れ

た

と
き

に

、

そ

れ
自

身

の
充

た

る

に

戻

る

。
」

(ブ

ル
ダ

ラ

ニ
ャ
カ

・
ウ

パ

ニ
シ

ヤ
ド

R

・

一
/

こ

(
4

)

仏

教

哲

学

の

精

神

仏

教

哲

学

で

は

、
す

べ

て

の
存

在

を

、
諸

行

無

常

(〉
巳
蔓
ρ。
琶

、
ft
法
無

我

(A
n
a
trn
a
ta
)
、
縁

起

理
法

(P
ra
tity
a
-S
a
m
u
tp
a
d
a
)

を

も

っ
て
と

ら
え

る

。
つ
ま

り

、
す

べ

て

の
存

在

は

実
存

し

(
「
説

一
切
有

部
」
S
a
r
v
a
s
tiv
a
d
a
)
、
「
生

・
住

・
異

・
滅

」
(C
a
tu
s
k
o
ti

v
in
ir
m
u
k
t
a
)

の

四

つ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

属

し
、

な

お

か

つ

「
空

(S
n
n
y
a
く
a
d
a
)
」

で

あ

る

と

い
う

。

そ

し

て
、

「
唯

識

(V
iin
a
p
ti-m
a
tr
at
a
v
2
d
a
,　
V
iin
a
n
a
v
tid
a
)
」

に

よ

っ
て

の

み
、

他

の
宗

教

の
信

徒

た
ち

と

完

全

に
調

和

し

、
友

好

(ζ
ρ
膏

叫)
、

慈

悲

(K
a
r
a
n
a
)
、

歓

喜

(M
u
d
ita
)
、

平

安

(ご
o
朶

路

)

の
釣

り

合

い
の

と

れ

た

、

い
わ

ゆ

る

「
梵

住
」
　
(B
r
a
h
m
a
v
ih
a
r
a
,

聖

人

の
境

地

)

の

人
生

を

生

き

る

こ
と

が

で
き

る
と

説

い

て

い
る

。

シ

ー

ク
教

の
調

和

を

愛

し

分

裂

を

憎

む

精

神

は

、

先

程

の
書

簡

の
中

に

引

用

さ

れ

た

「
石
炭

」

と

い
う

題

の
詩

を

通

し

て
、

故

・
ヴ

ィ

ル

・
シ

ン
グ
乞

士

に

よ

っ
て
表

現

さ

れ

て

い

る
。

(
5

)

宗

教

間

の

正

し

い

関

係

宗

教

間

の
正

し

い
関

係

に

お

い

て
必

要

と

さ

れ

る

の

は
、

ま

ず

何

よ

り

も

自

ら

の
信

仰

へ
の
帰

依

意

識

で
あ

る
。

シ

ー

ク
教

//7



徒

な

ら

ば

、

真

の
聾

的

シ

妾

教

徒

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

仏
教

徒

な

ら

ば

、

凡

夫

ぎ

量

p°
)

を

脱

し

て
・

初

果

(S
o
.ta
p
a
n
n
a
)
、

1
al(
　
(S
a
k
a
d
a
g
a
m
「)
、

不

還

(a
n
ag
a
m
i)

の

三
段

階

の
修

業

を

経

て
・

聖
者

(A
r
h
a
t)

と

圭

兀
成

し

・

真

の
仏

教
徒

た

ら

ね

ば

な

ら

な

い
.
・ン
・
イ

ナ
教

徒

も

、
無

益

な

ma4
1SK
　
(p

a
p
a
k
a
r
m
a
)　
k
'縛

ら

れ

た

生

活

(」ぎ

)
を

脱

し

て
・

離

欲

へぐ
rta
r
a
g
a
t
a
)

を

目
指

し

裏

口行

を

行

・
者

(p
u
n
y
a
k
a
r
i)

と

な

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
・

ヒ

ン
ド

・
誠

徒

も

・

真

の

ヒ

ン
ド

ゥ
,
教

徒

と

な

る

に

は

、

利

己

的

人

間

(膏

・
・亘

か

ら

利

他

的

人

間

(U
d
a
r
a
c
a
r
ita
)

に

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

。

の
よ

う

に

、

真

の
宗

教

者

と

な

る

な

ら

ば

直

ち

に

、
自

ら

が

所

属

す

る
と

こ

ろ

の
人

類

一
大

家

族

・

サ

ン

ス

ク
リ

ッ
よ

叩

 で

い
う

「
V
a
、
u
d
-h
a
iv
a
K
u
tu
rn
b
a
k
a
m
/l　
(全

地

を

覆
・三

大

普

遍

家
族

)

の
真

理
を

憲

す

る

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ
え

〃8

 

(6
)

シ
ー

ク
教

の
調
和

の
保
証

ヒ

ン
ド

ゥ
誠

の
ヴ

エ
ー
ダ

.
ウ

パ

ニ
シ

・
ド
折
口
学

、

お

よ

び

パ

ウ

・

ナ
哲

学

、

ジ

・
イ

ナ

教

・

仏

教

・

シ

ー
ク
教

が

各

々

用

い

三

る
経

典

は

、
数

も
多

く

分

か

れ

て
は

い

・
も

の

の
、

そ

れ

ら

の
宗

教

間

の
調
和

は

、

そ

れ

ら

の
経

典

に
よ

っ
て
+

分

 に
保
証
さ
れ
補
強
さ
れ
て
い
る
。

シ
、
ク
教
第

一
サ
,
与

指
導
経
典
は
、
西
暦

ニ
ハ
・
四
年
に
第
五
代
ア
ル
ジ
ャ
ン

・
デ
・
ヴ
導
師
に
よ
・
て
集
め
ら
れ
・

王

。
五
年
に
な
っ
て
、
第
+
代
デ

ビ

・
ド

・
シ
・
グ
導
師
に
よ

・
て
璽

し
終
わ
・
た

も
の
で
あ
る
が
・
そ
の
内
容
は
・

 全
宗
教
の

姦

と
い
う
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
精
神
を
独
特
の
形
で
証
し
た
も
の
で
あ
る
・

一
四
三
。
頁
の
そ
の
標
準
経
典

に
は
・
シ
ー

ク
教
の
六
大
導
師
の
言口
葉
の
み
な
ら
ず
、
ヒ
ン
ド
ゥ
誠

の
信
仰
者
や

イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
煮

ス
ー
フ
・
誠

の
詩
人
・
そ
の

マ

セッションVヒ ン ドゥー教部門

他

、

真

理

と

愛

を

求

め

て

神

霊

に

触

れ

た

魂

の

作

品

も

含

ま

れ

て

い

る

(勺
目

盲
巨

大

学

P
a
tia
la
出

版
　
"G
u
r
u　
G
r
a
n
th

R
a
t
n
a
v
a
li
"

二

八

頁

参

照
)
。

シ

ー

ク

哲

学

は

そ

の

本

質

に

お

い

て
、

宇

宙

の
生

成

と

実

体

の

究
極

的

本

性

に

つ

い

て

の
古

代

イ

ン
ド

思

想

と

、

完

全

に
主

旨

が

一
致

す

る

も

の
で

あ

る

。

(同

二
九

頁

参

照

)

シ

ー

ク
教

第

1
Iダ

r]
ヤ

ム
経

典
　
(T
h
e　
D
a
s
h
a
m
　
G
r
a
n
th
)　
に

は

、
第

十
代

ゴ

ー

ビ

ン
ド

・
シ

ン
グ
導

師

の
作

品

が

載

せ
ら

れ

て

い
る

。

こ

の
導

師

は

、

「
汚

れ

な

き

存

在

(吝

巴
留
)

は

崇

高

な

る
教

導

(W

a
h
e　
G
u
r
u
°G
o
d
)

と

完

全

に

一
致

し

て

い

た
が

故

に

、

勝

利

(F
a
te
h
)

し

て

い

る
と

い
う

考

え

方

」

を

記

し

、

こ

れ

は

彼

の
時

代

か

ら

今

日

に

至

る
ま

で
、

シ

ー

ク
教

徒

の
挨

拶

の
言

葉

の
支

え

に

な

っ
て

い
る

。

こ

の
第

ニ
ダ

シ

ャ

ム
経

典

は

、

第

一
サ

ー

ヒ

ブ
指

導

経

典

と

と

も

に
、

二
十

世

紀

に

入

っ
て

一
九

二

〇
ー

三

〇

年

代

に

至

る

ま

で
、

す

べ
て

の

シ

ー

ク

教

寺

院
　
(G
u
r
u
d
w
a
r
a
,指

導

所

)

に
お

い
て

崇

敬

を

独

占

し

て
き

た

。

特

に
重

要

な

句

説

は

毎

日
繰

り

返

し

て
詠

じ

ら

れ

、

今

日
ま

で
全

シ

ー

ク

教
徒

が
毎

朝

毎

夕

唱

和

す

る
よ

う

に

薦

め

ら

れ

て
き

た

。

(
7

)

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教

の

理

想

と

家

庭

生

活

し

か

し

、
こ

の
ダ

シ

ャ
ム
経

典

は

、
あ

っ
て

は

な

ら

な

い
あ

る
歴

史

的

政

治

的

理

由

に

よ

っ
て
、
そ

の
位

置

を

退

い

て

い
る
。

ど
う

い
う

状

況

か

と

い
え

ば

、
あ

る
学

者

た

ち

に

よ

っ
て
進

め

ら

れ

て

い
る

「
宗

教

的

説

明
」

と

い
う

完

全

に

不
当

な
解

釈

が

あ
り

、

私

は

こ

れ

に

断

固
反

対

し

て

い
る
。

こ

れ

は
、

ダ

シ

ャ
ム
経

典

に

は

、

女

性

の
性

質

を

過
度

に
性

的
存

在

と

し

て

描

い

て

い
る
部

分

が

あ

り

、

聖

典

に
含

ま

れ

る

に

は
好

ま

し
く

な

い
と

い
う

解

釈

で
あ

る

。

こ

れ

に
対

す

る

私

の
意

見

は
、

性

を

罪

深

い
も

の
、

あ

る

い
は

、

汚

れ

た

も

の
と

し

て

と

ら

え

る

の

は

、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教

の

H9



倫

理

と

は
無

縁

の

も

の

で
あ

る

と

い
う

三

で

あ

・

.

ヒ

ン
ド

7

教

の
神

聖

な

る
嘉

ハと

さ
れ

て

い

る

プ

ー

マ
|
ヤ

ナ
・

マ

ハ
,

バ

⊥

ブ
タ

、

パ

。

・フ
ナ

の

み

な

ら
ず

、

ヴ

ェ
歩

、

・

パ

ニ
シ

・

・
ド

に
お

い

て
も

・

熱

烈

に

性

愛

を

描

い
た

説

話

を
多

く

含

ん

で

い

。
.

ヒ

ン

ド

ゥ
誠

の
説

話

の
多

く

に

お

い

て
は

、

義

(D
h

a
r
m
a
)
、
経

済

的

幸

福

(〉
豊

・
欲

望

の
充

足

と

性

的

満

悦

(K
a
m
a
)
、

救

済

や
解

放

(曇

・
・
)

を

求

め

・
調

和

の
理

想

が

奨
励

さ

れ

て

い
る
・

仏
教

や

ジ

ャ
イ

ナ

教

は

あ

ま

り

に
理

想

を

藷

し

た

た

め

に
、

そ

の
護

面

に

お

い
て
僧

侶

宗

教

に
陥

・
て
し

ま

・
た

・

し

か

し

奮

ハに

お

い

て
は

・

家

庭

人
と
し
て
の
宗
教
生
活
を
薦
め
、
そ
し
て
家
庭
生
活
の
中
心
的
基
礎
は
、
性
に
あ
る

と
し
て
い
る
。

特
に
シ
、
ク
教
は
理
想
と
し
て

(個
人
の
)
救
い
　
(M
o
ksa
)
を
強
調
す
る
・
と
が

蕃

少
な
い
・
そ

う
い
う
意
味
で
シ
|

ク
教
は
、
過
度
の
禁
欲
主
義
に
対
す
る
必
要
な
修
正
を
璽

て
い
る
。
導
師
た

ち
自
身
が
家
庭
生
活
を
送

っ
て
い
た
・

私
は
。
の
点
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
誠

と
統

一
覇

を
進
め
る
宗
教
と
の
、
大
き
姦

似
点
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
・
そ
れ
は
・

文
師
自
身
が
結
婚
を
し
て
家
庭
を
持
っ
て
い
・
人
で
あ
り
、
文
師
の
教
会
の
多

く
の
宣
教
師
が
そ
う
で
あ

る
と
い
う
ば
か
り
で

な
く
、
統

一
田
心想
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た
創
造
の
説
明
の
中
に
、
「罪

と
堕
落
」

の
神
話
に
つ
い
て
の
強
禦

ほ
と
ん
ど
な
い

た
め
で
も
あ
る
.
(も

っ
と
も
、
A
・
日
の
人
類

の
蓋

の

葱

の
親
に
つ
い
て
は
、
そ
の

三

が
広
善

及
さ
れ
て
は

い
る
が
・
)

そ
の
上
、
シ
,
ク
教
は
、
統

扁

学
が
強
調
し
て
い
る
の
と
同
じ
ξ

い
、
創
造
神

(膏

勺
量

の
存
在
を
藷

し
て

い
。
。
し
か
し
統

扁

学
と
は
違

っ
て
、
・ン
よ

教
は
世
界
を
、
主
言

身
が
永
遠
で
あ
・
の
と
同
様
・
蛮

な

「
そ
の
真
理

な
る
も
の
の
現
実
の
演
技
」

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
・
の
見
解
は
、
世
界
に
は
初
め

も
な
く
終
わ
り
も
な
く
・
創
造
主
と
し
て

の
神
も
必
要
で
な
く
、
創
造
さ
れ
た
特
定
の
日
も
、
最
後
の
、
審
判
の
旦

運
命
の

日
)
も
必
要
で
な
い
と
す
る
・
仏
教
や
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
見
解
と
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
.
そ
の
上
、
そ
の
世
界
の
存
薯

の
様
子

(あ
ら
ゆ
る
仕
方
の
形
や
姿
)
は
・
そ

120

 

マ

れ
自
身
の
所
業
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
救

い
は
神
の
恵
み
に
よ

っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
こ
の
世
界
に

あ
る
程
度
の
自
律
性
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
土
着
の
宗
教
と
の
真
の
類
似
性
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

五

ヒ

ン
ド

ウ

ー
経

典

 

セ ッシ ョンVヒ ン ドゥー教 部門

話

を

ヴ

エ
ー
ダ

・
ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

哲

学

、

パ

ウ

ラ

ナ
史

詩

、

仏

教

、

お

よ
び

ジ

ャ
イ

ナ
教

諸

経

典

に

移

行

す

る

。

(
1

)

ヴ

ェ

ー

ダ

の

種

類

最

も

古

い

ヒ

ン
ド

ゥ
ー
経

典

は
ヴ

エ
ー

ダ

で
あ

る
。

し

か

し

、

ヴ

エ
ー

ダ

は

た
だ

単

に
経

典

の
役

目

だ

け

を

果

た

し

て

い
る

わ

け

で
は

な

く

、

何

世

紀

に
も

わ

た

っ
て
あ

ら

ゆ

る
地

方

か

ら

集

め

ら

れ

た
文

学

作

品

の
集

大

成

で
も

あ

り

、

ま

た

そ

の
中

で

は

、
筋

道

の

通

っ
た
論

理

学

的

展

開

も

な

さ

れ

、
総

じ

て
明

確

な

調

和

が
醸

し
出

さ

れ

て

い
る

(
『
イ

ン
ド

の
文

化

的

遺

産

(↓
冨

C
u
ltu
『
a
l　
H
e
r
it
a
g
e
　o
f　
In
d
ia
)
』

第

五

巻

「
1]11n
語

-s　J
文

学
　
(L
a
n
g
u
a
g
e
s　
a
n
d　
L
ite
r
a
tu
r
e
s
)
」

参

照
。

ラ

ー

マ
ク

リ

シ

ュ
ナ
宣

教

文

化

研

究

所

(↓
箒

智

碧
畏

「
s
n
a　
M
is
s
io
n
　
ln
s
tit
u
te
　o
f　
C
u
ltu
re
)　
の
出

版

。

カ

ル

カ

ッ
タ

・

一
九

七

八

年

。

十

三

頁
)
。

こ
れ

は
次

の

四
部

に

大

別

さ

れ

る
。

(1)

本

集

　
(S
a
m
h
ita
s
)　
-

こ

れ

に

は

次

の

四

つ

が

あ

る

。

①

リ

グ

ヴ

ェ

ー

ダ

本

集

(R
ig
く
ed
a
　S
a
m
h
ita
)
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『
こ

こ

で
は

、

一
〇

二

八

篇

の
讃

歌

(S
a
k
ta
s
)

が

、

十

の
曼

陀

羅

に

分

け

ら

れ

て

い
る

。
宗

教

儀

式

、

お

よ

び
哲

学

関
係

の
内

容

も
多

く

含

ま

れ

て

い
る

。

②

サ

ー

マ
ヴ

ェ
ー
ダ

本

集

(留

ヨ
碧

Φ
音

しっ
昌

三
邑

こ
れ

は

↓
五

四

九

の
呪

願

(m
a
n
t
r
a
s
)

を

有

し
、

そ

の
う

ち

の
七

八

篇

以
外

は

す

べ
て

リ

グ

ヴ

ェ
ー

ダ
本

集

の
、

特

に

多

く

は
第

八

お

よ

び

第

九

曼

陀

羅

か

ら

引

用

し

た

も

の

で
あ

る
。

さ

ま

ざ

ま

な

太

陰

(°っ
o
m
a
)

の
犠

牲

祭

で
・

讃

歌

僧

た

ち

が

唱

和

し

た

呪
願

詞
を

集

め

た
も

の

で
あ

る
。

③

ヤ

ジ

ュ
ル
ヴ

エ
ー

ダ
本

集

(ご

言
「
く
e
d
a
S
a
m
h
it
a
)

サ

ー

マ
ヴ

エ
ー

ダ

と

同

様

ヤ

ジ

ュ
ル
ヴ

エ
ー
ダ

も

本

質

的

に

は

儀

式

的

性
格

を
持

つ
が

、

サ

ー

マ
ヴ

エ
ー

ダ

が
太

陰

犠

牲

祭

の
と

き

の

も

の
だ

け

に

限

ら

れ

て

い
る

の
に

対

し

て

、

ヤ

ジ

ュ
ル

ヴ

ェ
ー

ダ
は

犠

牲

祭

一
切

を

取

り

扱

っ

て
お

り

、

こ
れ

に

つ

い
て

も

リ

グ

ヴ

エ
ー

ダ

の
曼

陀

羅
と

の
重

複

が

あ

る
。

④

ア

タ

ル

ヴ

ァ
ヴ

エ
ー

'"

本

集
　
(A
th
a
rv
a
v
ed
a
　
S
a
m
h
ita
)

こ
れ

は

さ

ま

ざ

ま

な
異

質

の

呪

願

の
集

合

で
あ

る

。
多

様

性

に
富

ん
だ

面

白

さ

と

、
他

を

圧

倒
す

る
イ

ン
パ

ク

ト

を
持

つ
。

魔

術

的

呪

文

も

中

に

は
時

た
ま

含

ま

れ

て

い
る
。

高

度

に

神

智

に

満

ち

た
哲

学

的

逸

品

で
あ

る
。
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②
　

"rx
ラ

rx
マ
ナ

経

典

(B
r
a
h
m
a
n
a
G
r
a
n
t
h
a
s

祭

儀

書

)

ヴ

ェ
ー

ダ

の
経

典

の
多

く

は

、
伝

統

的

に

「
"rx
ラ

rx
マ
ナ

(B
r
a
h
m
a
n
a
s

-

在

家

信

徒

に

儀

式

の
手

順

を

説

明

す

る

散

文

調

の
作

品

)

と

呼

ば

れ

る

。

「

㈲

ア

ー

ラN

l
ヤ
・R
　
(A
r
a
n
y
a
k
a
s
森

林

書

)

こ

れ

は

居

山

林

(く
習

宅

毒

ωけ
ヨ
ω
森

林

に

住

む

行

者

)

の
た

め

の
指

導

書

で

あ

り

、

義

か

ら

、

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

の
精

神

主

義

へ
の
変

遷

が

記

さ

れ

て

い
る
。

ブ
ラ
フ
マ
ナ

(祭
儀
書
)

の
儀
式
主
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ω

ウ

パ

11
t)
ヤ
ZL-　
(U
p
a
n
is
a
d
奥

義

書

)

こ
れ

は

、
師

が

生

徒

の
近

く

に
座

し

て
教

え

る
と

い
う

形

式

で
書

か

れ

た
奥

義
書

で
あ

る
。
こ
れ

は

最

近

の
作

品

も

含

め

て

、

二

百

以

上

の

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

が

あ

る
O　
M
u
k
tik
u
p
a
n
is
a
d
に

は

一
〇

八

の
伝

統

的
奥

義

書

の

リ

ス

ト
が

あ

り

、

そ

の
中

の

十

が

リ
グ

ヴ

エ
ー
ダ

に

、

十

九

が

ス

ク

ラ

・
ヤ
ジ

ュ
ル
ヴ

エ
ー
ダ

に

、

三

二

が

ク

リ

シ

ュ
ナ

・
ヤ

ジ

ュ
ル
ヴ

エ
ー

ダ

に

、

十

六

が

サ

ー

マ
ヴ

エ
ー
ダ

に
、

そ

し

て
、

=
=

が

ア

タ

ル

ヴ

ァ
ヴ

エ
ー
ダ

に

属

し

て

い
る
。

普

通

、

そ

の
中

の
十

三

の
ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

が

主

要

奥

義

書

と

見

な

さ

れ

て

い
る

。

(
2
)

ヴ

ェ
ー
ダ

の
本

質

 

C
.K
u
n
h
a
n
　
R
a
ja

は

観

察

を

し

て

い

る

。

『
ヴ

ェ

ー

ダ

宗

教

の

本

質

(T
h
e
E
s
s
e
n
c
e
o
f
V
e
d
ic
R
e
lig
io
n
)
』

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

な

正

し

い

 

「導
師
た
ち
は
皆
同
じ
真
理
を
見
て
い
る
の
で
、
彼
ら
の
間
に
は
争
い
が
あ
り
得
ず
、
ま
た
何

か
相
違
点
が
あ

っ
た
と
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し
て
も
、
そ
れ
が
た
め
に
争

い
に
な
る

、」
と
は
な
い
.
彼
ら
は
、
言

い
う
相
違
の
中
で
の

一
致
を
見
な
が
ら
頁

ま
た
そ

つ
い
う
相
違
の
現
実
を
認
識
し
て
い
る
.

・
れ
が
ヴ

・
ま

時
代
の
姿
で
あ
り
・
そ

こ
に
は
多
く
の
神
々
、

多
く
の
轟

多
く
の
祭
儀
が
あ
り
な
が
ら
も
、
宗
教
の
調
和
が
育

・
て
い
た
・
イ
ン
・
の
伝
統
に
は
・
ヴ

エ
ー
ダ

に
さ
ま
ざ
ま
の
作
。叩
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
そ
の
最
後
に
は
、
作
者

た
ち
は
皆

同
じ
ビ
ジ
・
ン
を
抱
い
て
い
た
の

だ
と
い
う
信
禦

あ
る
.
と
に
か
三

・示
教
に
お
け

・

藷

和
を
維
持
し
よ
2

い
翼

通

の
音
心志
は
・

こ
の
詩

の
讐

に
表
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
目取
後
の
讃
美
の
詞
は
、

・・…

…

(共
通
の
意
志
)
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
き

(董

日

TT
h
e
V
e
d
a
s
』
、

W

a
lta
ir

1
九

五

七

年

、

九

七

頁

)
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霰

ぶ

難

翻

磐

グ
ヴ
、
,
ダ
に
含
ま
れ

ヴ
、
-
ダ
白.教
の
本
質
を
内
包
す
る
詩
三

晶

讐

「
あ

あ

、

力

み
な

ぎ

れ

・

火

・

、
崇

高
な

・
も

の

・

、
汝

は
す

べ
て

を

;

に

統

べ
る

・

汝
鍾

え
る
。
と
な
く
聖
な
・
祭
壇
に
輝
き
、
わ
れ
わ
れ
す
べ

て
に
恵
み
を
持
た
ら
す
・

と

も

に

来

た

り

、

と

も

に

語
り

合
え

ば

、

互

い

に
心

も
通

じ

よ

う

・

太
古

に

神

々
も

そ
、つ
し

て

互

い
を

知

り

合

い
、

分

を

分

か
ち

合

っ
た

よ
う

に
・

彼
ら
の
聖
な
る
祈
り
も

;

、
集
い
も

;

、
そ
し
て
、
心
に
思

三

と
も

;

・

 そ
の
共
通
の
聖
な
る
祈
り
を
汝
ら
に
唱
え
、
共
通
の
捧
げ

物
を
し
よ
う
・
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汝

ら

の
希

望

が

一
つ
に
な

り

、
汝

ら

の
心

が

一
つ
に

な

る

よ
う

に

。

汝

ら

の
精

神

が

一
つ
に
な

り

、
汝

ら

の
幸

福

が
保

た

れ

る

よ

う

に

。
」

(リ

グ

ヴ

エ
ー

ダ

十
/

一
九

こ

(
3

)

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

の

根

本

教

理

さ

て

、

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

(奥

義

書

)

は
、

ヴ

ェ
ー
ダ

の
最

後

の
部

分

を

構

成

す

る

。

そ

の

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

の
根

本

的

教

理

に

つ

い
て

の
結

論

は

、

「
ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

で

偉

大

な

の
は

、

何

よ

り

も

、

そ

の
哲

学

の
基

礎

と

な

っ
て

い
る

根

本

的

思

想

で
あ

り

、

す

べ

て

の
ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

を

貫

く

根

本

的

教

理

で
あ

る

。

そ

れ

は

、

『宇

宙

は

ブ

ラ

フ

マ

ン

(卑

豊

ヨ
p
戸
梵

)

で
あ

り

、

そ

の

ブ

ラ

フ

マ
ン

は

ア
ー

ト

マ

ン

(A
tm
a
n

,我

)

で

あ

る
』

と

い
う

文

に

総

括

さ

れ

、

こ

の

言
葉

を

わ

れ

わ

れ

の

哲

学

的

表

現

形

式

に
置

き

換

え

れ

ば

、

『宇

宙

は
神

で
あ

り

、

神

は

わ

が

魂

で

あ

る
』

に

等

し

い
」

と

語

っ
た

モ

ー

リ

ス

・
ウ

ィ

ン
タ

ー

ニ

ッ

?×
　
(M
a
r
u
r
ic
e
W

in
te
r
n
itz
)　
の

言
葉

に

表

さ

れ

て

い
る

(『
イ

ン
ド

文

学

の
歴

'El,〈　
(A
　
H
is
to
r
y
　
o
f　In
d
ia
n
　
L
ite
r
a
tu
r
e
)
』

第

一
巻

、

カ

ル

カ

ッ
タ

、

一
九

二
七

年

初

版

、

第

二
版

一
九

七

二
年

、

二

四
七

頁

)
。

彼

は

次

の
よ

う

に

説

明

す

る

。

「
真

の

ブ

ラ

フ

マ
ン

は

人

間

の
英

知

(勺
ξ

c
ω
p

我
知

)
、

つ
ま

り
真

の
g
ii我

(A
tm
a
n
)

に

お

い

て

の
み

探

求

さ

れ

る
。

蜘

蛛

が

自

分

の
体

か

ら
糸

を

出

す

よ
う

に
、

ま

た

火

焔

か

ら

あ

ら

ゆ

る

方

向

に

火

の
粉

が

飛

び
散

る
よ

う

に

、

こ

の

ア

ー
ト

マ
ン

か

ら

、
あ

る

ゆ

る
活

力

あ

る
息

吹

や
、

あ

ら

ゆ

る
世

界

、

あ

ら

ゆ

る
神

々
、

あ

ら

ゆ

る
存

在

が

出

ず

る

の

で
あ

る
。
」

(同

文

献

二

五

三

頁

参

照
)

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

エ
ル

の

、
「
ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

は

最

高

の
人

間

の
英
知

の
結

実

で
あ

り

、
ほ

と

ん
ど

超

人

間

的

な

概

念

で
あ

り

、
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㌧

故

に

そ

の
創

作

者

は

、

単

な

る

人

間

と

は

考

え

難

い
/l

(M
.
F
.
H
e
c
k
e
r
著

「
ン
r

ペ

ン

ハ

ウ

エ

ル

と

イ

ン

ド

哲

学

(S
c
h
o
p
e
n
h
a
u
e
r
u
n
d
d
ie
in
d
is
c
h
e
P
h
i-lo
s
o
p
h
ie
)
』

七

頁

)

と

い
う

主

張

に

反
対

し

て
、

ウ

・

ン
タ

|

三

ツ
は

ニ

ウ

パ

ニ
シ
ャ
ド
に
は
超
人
間
的
な
概
念
等
は
含
ま
れ
ず
、
か
え

っ
て
真
理
に
近
づ
こ
う
と
す
る
人
間
的
な
、
絶
対
に
人

間
的
な
試
行

で
あ
る
。
だ
か
ら
、」
Ny
'　
、J
g
経
典
は
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
(同
辱

前
記
文
献

二
六

五
ー
六
六
頁
参
照
)
と
考
え
て
い
る
。

彼
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ウ
パ

ニ
シ

。
ド
の
神
秘
的
教
理
か
ら
出
て
、

ペ
ル
シ
ヤ
の
ス
↓

イ
誠

と
い
う
イ

ス
ラ
ム
教
神
秘
主
義

へ
・
新
プ

ラ
ト

。
主
義

の
神
秘
神
智
嚢

的
・
ゴ
ス
論

へ
、
ア
レ
キ
サ
・
ド
リ
ア

・
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義

の
エ
・
ク

ハ

ル
ト
お
よ
び
タ
之

フ
ム

教
理

へ
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
偉
大
な
+
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
人
神
秘
主
義
者
シ

・
|
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル

の
哲
学

へ
と
、

誘

の
田
惹

的
流
れ
が
連
な
る
。
シ

・
-
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、
イ
・
ド
民
族
か
ら
受
け
た
恩
恵
に

つ
い
て
・
彼

自
身
十
回
以
上
表
明
し
て
い
る
。
彼
は
自
ら
、
自
分
の
師
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、
そ
れ
に
ヴ

エ
ー
ダ
経
典

(ウ
パ

ニ
シ
ャ

ド
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
」
(同
文
献

二
六
六
頁
)

ウ
,
ン
タ
|
二
。
ツ
は
さ
ら
に
続
け
る
。
「
ウ
パ
ニ
シ
・
ド
の
根
本
的
な
教
理
は
、
シ
・
よ

・
ハ
ゥ
エ
ル

に
よ
れ
ば
・
『愚

者
の
戯
言
と
賢
者
の
無
限
の
冥
想

の
両
面
を
常
に
有
す
る
』
と
い
う
。
つ
ま
り
調
和

姦

の
教
理
は
・
『す

べ
て
の
多
様
性
は

見
せ
か
け
に
過
ぎ
ず
、

一
見
、
こ
の
宇
宙
に
何
千
何
万
と
い
う
個
体
が
存
在
し
、
お
互
い
に
違

っ
た
様
相
を
見
せ
て
い

る
と
し

て
も
、
し
か
し
唯

一
に
し
て
真
実
に
実
存
し
て
い
る
存
在
が
あ
吹

そ
れ
が
そ
れ
ら
す
べ
て
の
中
に
宿

り
現
れ
て
い
る
』
と
い

、つ
の
で
あ
る
。
か

つ
て

『現
在

の
哲
学
は

二
兀
論
で
あ
り
、
審

で
起
こ
る

一
切
の
事
象
を

;

の
調
和
統

一
の
中
に
解
釈
し
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て

い
る

』

と

述

べ
た

ル

ー

ド

ヴ

ィ

ッ

ヒ

・
シ

ュ
タ
イ

t〉s　
(L
u
d
w
ig
S
te
in
)　
の
見

解

が

正

し

い
と

す

れ
ば

、

学
』

は

、

既

に

三

千

年

前

に
古

代

イ

ン
ド

の
哲

学

に

あ

っ
た

こ

と

に

な

る
」

(同

文

献
参

照

二

六

七

頁
)
。

こ
の

『現
在
の
哲

 

(4
)

一
元
論

お
よ
び

調
和

の
解
釈

に

つ
い
て

 

セ ッシ ョンVヒ ン ドゥー教部門

さ

て
、

一
元

論

は

い
ろ

い

ろ

な
解

釈

が

可

能

で

あ

る

。

O
き

合

蕊

合

の

四
〕豊

毒

合

(無

生

11

空

説
ー

「
生

滅

変

化

無

く

、

一
切

は

空

で
あ

る
」

と

す

る
説

)
、

S
a
m
k
a
r
a
c
a
r
y
a
の

M
a
y
a
v
a
d
a
　
(幻

説
1

「
宇

宙

は
実

体

な

く
、

た
だ

幻

の
よ

う

に
あ

る

だ

け
」

と

す

る

説

)
、　
R
a
m
a
n
u
j2
c
a
r
y
a
の

S
a
k
t
i-v
a
d
a
　
(性

力

顕

現

説

ー

「
梵

"

ブ

ラ

フ

マ

ン
を

構

成

す

る

シ

ャ

ク

テ

ィ
ー1

生
殖

能
力

が
活

動

相

と

な

っ
て
、

一
切
万

物

の
中

に

梵

を

実

現

し

、
全

宇

宙

は

シ

ャ
ク

テ

ィ

の
発

展

顕

現

し

た

も

の
」

と

す

る

説
)
、
あ

る

い
は

私

の
著

書

『イ

ン
ド

思

想

に

お

け

る

唯

物

主

義

』

の
第

九

章

「
ヴ

ェ
ー

ダ

ー

ン

タ
思

想

」

や
第

三

章

「
体

系

化

以

前

の
ヴ

エ
ー

ダ

お

よ

び

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

思

想
」

で
述

べ
て

い
る

・L
Gう

な

S
u
d
h
a
d
v
a
ita
v
a
d
i　
V
a
la
b
h
a
c
a
r
y
a
,　A
c
in
ty
a
b
h
-

へ

c
d
a
b
h
e
-d
a
v
a
d
i　
C
a
ita
n
y
a　
M
a
h
a
p
r
a
b
h
u
,　
B
h
e
d
a
b
h
e
d
a
v
a
d
i　
N
im
b
a
r
a
k
a

の

S
r
s
tiv
a
d
a　
(化

作

世

間

説

「
神

々

の

変

化

に

よ

っ
て
現

象

世

界

が

生

滅

し
変

化

す

る
」

と

い
う

説

)

等

が

あ

る
。

調

和

一
致

の
解

釈

に

つ

い
て
も

、

「
絶

対

説
」

か

ら

「
非

二

元
論

」

「
限

定

非

二

元

論
」

「
純

正

非

二
元

論

」

「
相

違

不
相

違

不

可

思

説
」

「
相

違

不

相

違

説
」

「
二
元

論

」

等

を

経

て
、

幾

多

の

「
相

互

関

連

説

」

(
リ

グ

ヴ

ェ
ー
ダ

に
含

ま

れ

る
讃

歌

を

参

照

)

に

至

る
ま

で
、

考

え

方

の
多

様

性

に
相

対

し

て
、

幅

広

い
も

の

が
あ

る
。

「
都

是

梵

」

「
魂

是

梵

」

「
我

是
梵

」

「
汝

自

有

」

と

い
う

ウ

パ

ニ
シ

ャ
ド

の
四

つ

の
偉

大

な

言
葉

も

、
皆

同
じ

意

味

を

持

ち

な

が

ら

、
表

現

の
展

開

に

お

い
て

は

こ

の
よ
う

に
多

様

性
を

見

せ

て

い
る
。
例

え

ば

、
ζ
豊

ゴ
畠

畠

「
巻

の

1
1元
論

　
(D
v
a
ita
v
a
d
a
)
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も
、

一
元
論
は
否
定
し
つ
つ
も
、
調
和

一
致
は
是
認
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

「帰
依

(B
h
ak
ti,

信
仰
)」

の
関
係
を
通
し
て
・

調
和
統

一
を
達
成
し
よ
う
と
探
求
し
て
い
る
。

(
5

)

業

、

前

世

果

報

の

思

想

128

「
業

(K
a
r
m
a
)
」

の
教

理

に

よ

っ
て

調

和

統

一
の

達

成

を

探

求

し

た

イ

・
ド

哲

学

の

P
lir

v
a
M
im
a
m
s
a

(過

去

思

堆

前

世
果
報
)
田
心想
体
系
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
茎

義
に
ま
で
も
最
大
の
役
割
を
許
し
て
い
る
多
神
論
的
多

元
主
義

は
・
望

|

ダ
の
初
期
の
部
分
に
基
づ
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ウ
パ
ニ
シ
・
ド
か
ら

も
多
大
な
支
持
を
受
け
て
い
る
・

次
に
、
、」
の
前
世
果
報
思
想
体
系
の

嘉

を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
例

え
ば
、
「あ
る
存
在
が
来
世
に
人
間

と

し
て
生
ま
れ
る
か
・

魔
鬼
と
し
て
生
ま
れ
る
か
、
神
々
の

天

と
し
て
生
ま
れ
る
か
は
、
そ
の
人
の
過
去
の
所
業

(K
arm
a)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

 る
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
、」
れ
は
、
「
か
つ
て
は
魔
鬼
も
人
間
も
神
々
も
、
共
通
の
父
で
あ

る
プ
ラ
ジ
・
|
パ
テ
・

(衆
生

主
、
造
物
主
)

の
と
・
ろ

へ
行
き
、
よ
り
善
き
生
活
を
送
る
た
め
の
指
導
を
受
け
た
の
だ
」
と
い
う
ウ
パ
ニ
シ
・
ド
の
伝
説

に

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
伝
説
に
よ
る
と
、
造
暫
王
は
た
・
た

一
言

「。
。
」
と
だ
け
命
じ
た
。
そ
の
言
葉
を
三
者
が
各

々
に
受
け
と

っ
た
・
自

ら
の
慈
悲
な
き
残
酷
さ
を
誇
り
と
す
る
魔
鬼
は
、
そ
れ
を

「d
ay
ti　
(具
悲
惑

悲
心
を
備

え
る
こ
と
)
」
と
と

・
た
・
自
ら
の

富
を
積
み
上
げ
る
。
と
に
熱
心
な
人
間
は
、
そ
れ
を

「d
an
a
(旦
那
占

し
曼

る
こ
と
)
」

と
聞
い
た
・
放
縦
と
好
色
に
耽

る
神

々
は

、

そ

れ

を

「
d
a
m
a

(
調
伏

ー
自

己

を

節

制

す

る

こ

と
)
」

と

聞

い
た

と

い
う

。

前
世
果
慧

想
体
系
に
お
い
て
は
、
専
ら
正
義
の
養

、
経
済
的
幸
福
、
欲
望
の
充
足
と

い
う
三
つ
の
理
想
を
扱

っ
て
・

 

a
p
a
v
a
r
g
a
　
(有

滅

)
あ

る

い
は

目
゜
k
s
a

(解

脱

)
と

い

っ
た

救

い

の
問

題

に

関

し

て

は

、
ヴ

ェ
ー

ダ

ー

ン
タ

の
ウ

ッ
タ

ラ

・
ミ

ー

マ
ー

ン
サ

(形

而

上

学

的

思

惟

)

に
任

せ

て

い
る
。

セ ッションVヒ ン ドゥー教部門

(
6

)

経

典

文

学

と

し

て

の

プ

ラ

ー

ナ

こ

こ
で

次

に

論

述

す

べ
き

一
連

の

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

経

典

と

し

て

は

、

プ

ラ

ー

ナ
と

叙

事

詩

か
ら

な

る
も

の
が

あ

る
が

、

プ

ラ

ー

ナ
は

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
経

典

文

学

で

も
、

最

も

大

切

な

一
つ
の
枝

を

な

す

も

の
で
あ

り
、

ヴ

ェ
ー
ダ

の
哲

学

宗

教

が

持

つ

エ
ー
ト

ス

の
真

の
重

要

さ

を

、

わ

れ

わ

れ

に
知

ら

し

め

る
た

め

に

書

か

れ

た

も

の
と

も

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

『
イ

ン
ド

の
文

化

的

遺

産

(T
h
e
　C
u
lt
u
『
al　H
e
r
it
a
g
e
°
f
In
d
ia
)
』

(V
o
l.V
.　
p
.6
4
)

に

も

、

そ

の

よ
う

に
書

い
て

あ

る

。

そ

れ

ら

は
満

足

の
行

く

ま

で
、

原
初

的

創

造

、

周

期

的
消

滅

の
後

の
再

創

造

、

神

々

や
開

祖

、

聖
賢

、

諸

王

の
発

生

、

さ

ま
ざ

ま
な

マ
ヌ

(人

間

始

祖

)

た

ち

の
時

代

や

諸

王

朝

の
歴

史

に

つ

い
て
述

べ

よ
う

と

し

た
も

の
で
あ

る
。

基

本

的

な

(
マ

ハ
)
プ

ラ

ー

ナ

(M
a
h
a　
P
u
r
a
n
a
s
)

は
数

に
し

て
十

八
篇

あ

る

。
そ

の
他

、
補

遺

と

し

て

の

(
ウ

パ
)
プ

ラ

ー

ナ
　
(U
p
a
　P
u
r
a
n
a
s
)　
が

十

八

篇

あ

る
。

こ

れ

ら

の
作

品

は

形

の
上

で

分

か

れ

て

い
る

だ

け

で
あ

り

、

そ

れ

ら

の
相

互

間

に

は

真

の
意

味

で

の

分
裂

は

な

い
。

そ

れ

ら

す

べ

て

の
目

的
自

体

は

、

ヴ

ェ
ー
ダ

の
真

理

を

強

調

・
増

幅

す

る

こ
と

だ

け

に
あ

る

の

で
、
至

高

の
存

在

と

し

て

ブ

ラ

フ

マ

(切
「
a
h
m
a
,
造

物

主

)
、
ヴ

ィ
シ

ュ
ヌ

(≦

ωコ
戸
保

存

主

)
、
シ

ヴ

ァ

(°り
芝
P

破

壊
主

)

の
、

ト

ゥ

リ

ム

ー

ル

テ

ィ

(↓
「
im
u
rt
i,

三

神

一
体

)

の
ど

れ

か

一
つ
を

扱

う

に

せ

よ

、
す

べ
て

の
存

在

の
調

和

一
致

を

強

調

せ

ざ

る
を

得

な

い

の
で

あ

る
。

ブ

ラ

フ

マ

・
プ

ラ

ー

ナ

で

は

、

例
え

ば

ヴ

ィ
シ

ュ
ヌ
は
、

マ
ル

カ

ン
デ

ー
ヤ

に

対

し

て

、
自

分

が

シ
ヴ

ァ
と

同

一
で
あ

る
と

129



語

り

、
パ

ド

了

乞

フ
よ

で
は

、
ブ

ラ

フ

マ
、

ヴ

ィ

シ

・
ヌ
、

三

シ

・
ヴ

・
・
は

・
形

の
上

三

そ

別

々

の
姿

で

あ

る

が

・

本

来

;

の
実

体

で

あ

る

と

述

べ
ら

れ

て

い
る
。

ヴ

・

シ

・
ヌ

・
プ

了

ナ

は
・

ヴ

・

シ

・
ヌ
と

ラ
ク

シ

ュ
ミ

ー

・

お

よ

び

ガ

ウ

リ

ー

が
同

一
で
あ

る

と

し

て

い
る

。
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(7
)

二
大
叙
事
詩

 

ω

マ

ハ
ー

バ

ー

ラ

タ

三

の
叙
壽

の

芳

で
あ
る
マ
ハ
人

↓

ブ
タ
に
つ
い
て
正
し
く
評
価
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
そ

の
内
容
の
膨
大
さ
故
に
・

=

つ
の
詩
と
し
て
の
作
・
叩L
と
い
う
・
り
は
、
む
・
ろ

=

大
文
学
作
品
」
で
あ
…

の
作

品
は
・
最
初
は
本
質
的
に
純

粋
で
非
宗
教
的
で
あ

っ
た
が
、
後
に
、
ブ
ラ
フ
マ
・
か
ら
出
た
神
秘
曽

承
伝
説
で
あ

・
神
々
の
伝
説
や
・
膨
大
な
量
の
ブ
ラ

。
マ
。
の
法
則
に
つ
い
て
の
教
訓
的
説
話
が
・
れ
に
聖

ら
れ
て
、
少

な
く
と
も
千
吾

年
前
に
は
今
日
あ
る
よ
う
な
形
に

 な

っ
た

。

で
は
、
何
故
イ
ン
ド
人
た
ち
は
、
そ
れ
を

寂

事
詩
と
し
て
の
作
品
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
・
同
時
に
・
古
き
伝
統
に
妄

ら
れ
た
倫
理
、
法
、
折
。学

の
規
篁

目と
見
な
し
、
そ
れ
に
比
類
無

き
震

を
お
く
の
だ
ろ
う
か
・
ウ
・
ン
タ
⊥

・
ツ
の
前
記

文
献
の
導
入
部
分
を
見
て
み
る
と
、
「
ヴ

エ
ふ

の
知
恵
を
表
し
、
墓

の
角
の
宝
牛
百
頭

を
拝

て
ブ
ラ
フ
マ
ナ
を
深
く
学

ぶ
者
も
、
そ
し
て
日
々
で

ブ
タ

(B
h
a
rata)

の
聖
な
る
詩
歌
を
聞
く
者
も
、
・
う

い
う
人
々
は
い
ず
れ
も
同
等
の
宗
教
的

恩
恵
を
賜
る
」
と
あ
る
。

 さ
ら

に
、

「
..
れ

は

倫

理

徳

旦

。
ず
ー

)

の
聖

な

る

規

範

書

で

あ

り

、

ま

た

、

実

践

的
生

活

(a
r
th
a
,所

業

)

に

お

け

る

 

マ

△

 

セッションVヒ ン ドゥー教部門

最

良

の
指

導

書

で

あ

り

、

無

限

の
知

恵

に
満

ち

て

い
る

そ

の
作

者

(V
y
a
s
a
)

は

、

救

い

(ヨ
。
冨

p
解

脱

)

の

た

め

の
指

導

書

と

し

て

こ

れ
を

復

唱

し

て

い
る

。

こ

の
詩

歌

を

人

が
聞

く

や
否

や
、

思

い

に
せ

よ

言

葉

に
せ

よ

所

業

に

せ

よ

、

一
切

の
罪

悪

が

た

ち

ど

こ

ろ

に

そ

の
人

か

ら

離

れ

て

い
く

か

ら

で
あ

る
」

と

あ

る
。

最
後

に

は

、

「
そ

こ

に
書

か
れ

て

い
な

い
こ
と

は

、

宇

宙

の

い
ず

こ

を
捜

し

て
も

、

他

の

い
ず

こ

に
も

書

か

れ

て

は

い
な

い
」

と

さ
え

書

か

れ

て

い
る

(同

文

献

三

二

五

-

二

六

頁
)
。

マ

ハ
ー

バ

ー

ラ

タ

(第

六

巻

二

五

ー

四

二
)

に

は

、

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
経

典

の

中

で

最

も

有

名

な

バ

ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー

タ

ー

(B
h
a
g
a
く
a
d
g
it
a
)

が

含

ま

れ

る

が

、

こ
れ

に

つ

い

て

ウ

ィ

ン
タ

ー

ニ

ッ
ツ
は

、

マ

ハ
ー

バ

ー

ラ

タ

の
教

訓

説

話

部

分

に

つ

い

て

の
簡

潔

な

ま

と

め
を

出

し

た

後

に
、

次

の
よ

う

に
わ

れ

わ

れ

に

述

べ
て

い
る
。

「
マ

ハ
ー

バ

ー

ラ

タ

の
す

べ

て

の
教

訓

説

話

部

分

の
中

で
、

バ
ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー

タ

ー
、

す

な

わ

ち

『
王
の
歌

』

ほ

ど

に

人

気

と

名

声

を

博

し

た

も

の

は
な

か

っ
た

。

イ

ン
ド

全

国

に

お

い
て

、

バ

ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー
タ

ー
ほ

ど

に

読

み

親

し

ま

れ

、

高

く

評

価

さ

れ

て

い

る
書

も

め

っ
た

に
な

い
。

そ

れ

は

ヴ

ィ
シ

ュ
ヌ
教

派

の

バ

ー

ガ
ヴ

ァ
ー

タ
聖

典

で

は

あ

る

が

、

ど

の
宗

派

で
あ

れ

、

す

べ

て

の

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

の
民

に

と

っ
て
、

あ

る

い
は

イ

ン
ド

以
外

の
地

の
人

々

に
と

っ
て
も

、

信

心

と

教

化

の
書

な

の

で
あ

る
。

こ

う

し

て

バ

ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー

タ

ー

は

多

く

の
称

讃

者

を

得

て

い
る

。
」

(同

文

献

四

二

五

ー

六
頁

)

「
信

仰

と

知

識
と

行

為

が

均

り

合

っ
た

生

活
様

式
」

を

通

し

て

達

成

さ

れ

る

「
無

欲

な

る
所

業

の
完

成

さ

れ

た

美

徳

の
境

地

」

と

「
知

恵

に
お

け

る
完

成

さ

れ

た

不

動

の
境

地
」

の
哲

学

を
伴

う

バ

ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー

タ

ー

は
、

人

間

を

し

て

「
す

べ

て

の
善

の
た

め

の
行

為

に
励

む

」

よ
う

に

鼓
舞

せ

し

め

る

の
で

あ

る

。

②

ラ

ー

マ
ー
ヤ

ナ

/3/



ノ

叙

事

琶

フ
↓

↓

ナ

(R
a
m
a
y
a
n
a
)
は
、
サ

・

ス
ク

リ

ッ
ト
古

典

言

語

の
最
初

の
詩

人

と

見

な

さ
れ

て

い

る
ヴ

ァ
ー

ル

ミ

|

キ

(V
a
lm
ik
i)

に

、

る

も

の

で
、

名

声

高

く

ま

た

嚢

な

る

作

品

で
あ

る

.

さ

ま
ざ

ま

の
宗

派

の
教

師

や
指

導

者

た

ち

が

・

.
」
の
.フ
,

了

ヤ

ナ
を

引

用

し

て

、

倫

理

的

、

宗

教

的

教

理

の
{IM
I伝

に

用

い

て

い
・

O　
K
a
lid
a
s　
&
　B
h
a
v
a
b
h
u
ti　
S

"t
'つ
な

詩

人

た

ち

も

、

偉

大

な

作

。
叩
を

つ
く

る

の

に

、

そ

れ
を

引

用

し

て

い
る

.
前

に
も

述

べ
た

ラ

↓

↓

ナ

の

ヒ

ン
ド

・
|

証
叩
の
句

説

に

つ

い

て

は

、

ウ

ィ

ン

タ

⊥

ッ

ツ
が

次

の

・

う

に

述

べ

て

い

・
.

「
宗

教

的

哲

学

的

な

ヒ

ン
ド

・
|

語

の

詩

で

あ

る

R
a
m
a
-c
a
『
it
a
-m
.
n
a
s
は

、

古

代

の
叙

事

詩

に

基

づ

い

て
、

紀

元

王

七

四
年

頃

に
、

誉

れ
高

き

詩

聖

ト

・
ル

シ

ダ

ス

(寡

帥

D
a
s
)

に

よ

っ

て

つ
く

ら

れ

た
作

・
叩
で
あ

る
が

、
誓

万

と

い
う

イ

・
ド

の
民

に

と

・
て
・

ほ

と

ん

ど

福

音

の

よ
う

な
存

在

に

さ
え
な

っ
て
い
る
」

(前
記
文
献

四
七
七
頁
)

ヒ
ン
ド
ゥ
雍

典
が
、
ど
れ
ほ
ど
に
調
和
統

一
と
い
う
考

秀

を
支
持
し
て
い

る
か
を
示
す
た
め
に
・
こ
の
ラ
↓

°
カ
リ

タ

.
マ
ー

ナ

ス

の

}
節

を

こ

こ

に

紹

介

し

よ
う

。

 

「
宇

宙

を

ラ

ー

マ

(R
a
m
a
)

と

シ

ー

タ

私

は

両

手

を

組

ん

で
拝

す

る
。
」

(s
ita
)

の
化

身

と

見

な

し

、

.
」
、
」
で

、
、」
の
物

語

の
主

人

公

で
あ

る

・フ
↓

は
、
保

存
主

ヴ

・
シ

・
ヌ
神

の
化

身

で
あ

リ

ヒ

。
イ

ン

で
あ

る

シ

|

タ

は
・

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
妻
で
あ
り
覆

の
女
神
で
あ
る
ラ
ク
シ

・
…
神
の
化
身

で
あ
る
と
さ
れ
て
ξ

こ
こ
に
神
と
官
国が
併
せ
て

 崇
拝
さ
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
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仏

教

経

典

に

つ
い

て

は

、

正

典

お

よ

び

非

正

典

併

せ

て

パ

ー

リ
語

で
書

か

れ

た

も

の
、

ま

た

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト
語

で
書

か

れ

た

小

乗

仏

教

の

作

品

で

あ

る

T
r
ip
ita
k
a
、

大

乗

仏

教

の

中

の

九

つ

の

経

典

flS}-
、　
s
a
n
d
d
h
a
r
m
a　
p
u
n
d
a
rtk
a

や

L
a
n
k
a
-

V
a
ta
r
a
s
u
t
r
a
の
・S-6
う

な

V
a
ip
u
ly
a
s
u
tr
a
s
、

そ

の

他

タ

ン

ト

ラ

に

つ

い

て

の
も

の
等

は

す

べ

て
、

文

字

の

上

で

も

精

神

の

上

で

も

、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

経

典

で
あ

る
。

ウ

ィ

ン
タ

ー

ニ

ッ

ツ
は

こ

れ

に

つ

い

て
次

の
よ

う

に

説

明

し

て

い
る
。

「
イ

ン
ド

で
生

ま

れ

た

仏

教

を

、

ヴ

ェ
ー

ダ
を

知

ら

な

い
者

が

理
解

す

る

と

い
う

こ
と

は

、
未

来

永

劫

決

し

て
あ

り

得

な

い

で
あ

ろ
う

。
ヴ

ェ
ー

ダ
と

ブ

ッ
ダ

の
教

え

と

の
関

係

は

、

旧
約

聖
書

と
新

約

聖

書

の
関

係

と

同

じ

で
あ

る
」

(同

文

献

五

二

頁
)
。

両

者

と

も

に
、

有

説

、

空

説

、

識
説

の
三

説

の

い
ず

れ
を

も

貫

く

、

無

常

、
無

我

、

縁

起

を

支

持

し

つ

つ
、

「
宇

宙

流

転
」

の
哲

学

を

展

開

す

る

こ
と

に

よ
り

「
存

在

の
調

和

」

を

推
進

し

て

い
る

。

(
8

)

ジ

ャ

イ

ナ

教

経

典

ジ

ャ
イ

ナ
教

経

典

に

は
、

しっ
く
。
富
目
冨

冨

派

が

認

め

る

も

の
と

し

て

は
、

十

二

部

と

十

二
補

遺

部

、

十

の

零

艮

冨

墨

ω
、

六

つ

の

C
h
e
d
a
　S
a
tr
a
s
、

1
1
つ

の

C
a
lik
a
-S
a
tr
a
s
と

四

つ

の

M
rtla　
S
a
t
r
a
s
が
あ

り

、

そ

の
他

i.J　
D
ig
a
m
b
a
r
a
s
派

が

取

り

入

れ

て

い

る
も

の
等

が
あ

る

。

正

典

・
非

正

典

を

問

わ

ず

、

そ

れ

ら

の
宗

教
的

経

典

は
、

す

べ

て

「
生

き

る
存

在

す

べ

て

の
調

和
」

を

唱

え

て

い
る

。

例

え

ば

、

ジ

ャ
イ

ナ
経

典

の
E
-
の

A
y
a
r
a
m
g
a
-S
ittt
a
か

ら

取

っ
た

次

の
よ

う

な

一
節

を

見

る

と

、

こ

の
こ

と

が

非

常

に

明

確

に

確

認

さ

れ

る
。
「
だ

か
ら

私

は

言
う

。
過

去

・
現

在

・
未
来

の
す

べ

て

の
聖

-
〈
た

ち

(A
r
h
a
ts
)
や
主

神

た

ち

(B
h
2
g
a
v
a
ts
)
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は
悉
く
、
『人
間
は
、
い
か
な
る
種
類
の
生
き
物
も
、
い
か
な
る
種
類
の
被
造
物
も
、
い
か
な
る
種
類
の
魂
あ

る
存
在
も
、
い

か
な

る
存

在

も

、
殺

し

た

り

、

い
じ

め

た

り

、
傷

つ
け

た
り

し

て

は
な

ら

な

い
』

と

明

言

・
公

亨

官
三
三。
し

て
き

た

・
そ

れ

は

・

宇
宙
を
悟

っ
た
聖
賢
た
ち
に
よ

っ
て
宣
言
さ
れ
た
、
純
正
で
永
遠
に
続
く
宗
教
的
命
令
で
あ
る
。」
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「汝
自
身
が
、
汝
が
殺
そ
う
と
し
て
い
る
そ
の
人
で
あ
り
、

汝
自
身
が
、
汝
が
い
じ
め
よ
う
と
す
る
そ
の
人
で
あ
り
、

汝
自
身
が
、
汝
が
傷

つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
人
で
あ
り
、

汝
自
身
が
、
汝
が
苦
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
人
で
あ
り
、

汝
自
身
が
、
汝
が
迫
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
人
で
あ

っ
た
ら
、
ど
う
す
る
の
か
。

だ
か
ら
こ
の
知
恵
に
気
ず
き
、
そ
れ
に
従

っ
て
生
き
て
い
る
正
し
い
人
は
、

決
し
て
殺
し
た
り
、
ま
た
そ
う

い
う
原
因
を
作

っ
た
り
し
な
い
。」

ジ

ャ
イ

ナ
経

典

B
h
a
k
ta
m
a
r
a
-S
t
o
tr
a

次

の
よ

う

に

ほ

め

讃
え

て

い

る
。

(あ
る
不
滅
の
帰
依
者
の
賛
辞
)
の
二
五
節
で
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
祖
師

切
ω菩
冨

を
、

 

で
い

「
汝

は
仏

陀
と

な

り

、

諸

天

、

汝

の
魂

の

目
覚

め
た

る
を

讃

ず

。

汝

は

自

在

天

(S
a
m
k
a
r
a
)

と

な

り

、

三
界

の
世

の
救

い
を

成

就

せ

り

。

汝
は
造
物
主
と
な
り
、
衆
生
の
教
え
の
基

い
と
な
し
、

汝
は
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
中
の
至
高
な
る
お
方
。
」

救
い
の
道
を
開
か
ん
。

 

(9
)

諸
宗
教

の
調
和
と
神
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以

上

、

実

に
、

ジ

ャ
イ

ナ

教

、

仏

教

、

シ

ー

ク
教

、

シ
ヴ

ァ
派

、

ヴ

ィ
シ

ュ
ヌ
派

、

シ

ャ
ク

ー

タ
派

、

そ

の
他

の
間

の
調

和

統

一
へ
の
試

み

を

反

映

し

て

い

る
。

興
味

深

い

こ
と

は
、

イ

ン
ド

哲

学

諸

学

派

の
伝

統

的

な
分

類

に
相

応

し

て
、

仏

教

お

よ

び

ジ

ャ
イ

ナ
教

の
哲

学

は
無

神

論

的

(n
a
st
ik
a
)
と

い
わ

れ

て

い
る

が

、
そ

れ

は
神

を

受

け

入

れ

て

い
な

い
た

め

と

い
う

よ

り

も

、

ヴ

ェ
ー

ダ

の
権

威

を

受

け

入

れ

て

い
な

い
た

め

で

あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

さ
ら

に

一
層

興
味

深
く

、

ま

た
奇

妙

な

こ

と

は

、

ヴ

エ
ー

ダ
を

根

源

と

す

る

と

い
わ

れ

て

い
る

ヴ

エ
ー
ダ

ー

ン

タ
、

プ

ー

ル

ヴ

ァ
、

ミ

マ
ー

ン
サ
、

シ

ャ
ー

ン
キ

ャ
、

ヨ
ガ

、

ニ

ャ
ー

ヤ
、

ヴ

ィ

シ

ェ
ー
シ

カ

の
六

つ
の
学

派

の
内

、

第

一
の
も

の

は
、

そ

の
展
望

に

お

い

て

い
さ

さ
か

神

の
領

域

を

超

え

て

お
り

、

第

二
と

第

三

は

公

然

、

歴

然

と
無

神

論

的

で
あ

り

、

そ

し

て
残

り

の

三

つ
に

お

い
て

は
、

創

造

の
神

を

受

け

入

れ

る

の

か
否

か

と

い
う

論

争

が

あ

る

。

こ

の
よ
う

に

「
神

」

は
、

イ

ン
ド

の
諸

宗

教

の
間

で

は
、

調

和

統

一
の
源

で
は

な

い

の

で
あ

る
。
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