
（

秋

季

特
別

大

会
）

〈

研

究

論

文

１

〉

中

世

イ

ン
ド
神

秘

主
義

思

想

の
神

性

表

現

に

お
け

る
諸

問

題

―
―
カ
ビ
ー
ル
ー
ナ
ー
ナ
ク
に
お
け
る
神
秘
思
想
を
中
心
と
し
て
―
―

保
　
坂
　
俊
　
司

は

じ

め

に

本
稿
は
、
中
世

イ
ン
ド
に
お
い
て
中
・
西
北

イ
ン
ド
を
中
心

に
活

躍
し
た

思
想
家
で
あ
る
カ
ビ
ー
ル
（
一
三
九
八
―
一
四
四
八
？
又
は
一
四
四
〇
―
一
五
一

八
？
）
と
、

シ
ク
教

の
創
始
者
と

し
て
日
本
で
も
知
ら
れ
る
よ

う

に

な
っ
た

ナ
ー
ナ
ク
（
一
四
六
九
―
一
五
四
八
）
の
「
神
名
」
（
特

に
そ
の
代
表
と
し
て
、

カ
ビ
ー
ル
の
ラ
ー
ム
〔
ｒ
a
m
〕
と
ナ
ー
ナ
ク
の
ナ
ー
ム
〔
n
a
m
〕
）
に
つ
い
て

の
考
察
を
と
お
し
て
、
両
者
の
思
想

に
見
ら
れ
る
最

も
大
き

な
共
通
性
で
あ

る
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
（
以
下
Ｈ
・
Ｉ
と
略
記
）
融
合
思

想
の

根
拠

が
、

神
秘
主
義
思
想

に
求

め
ら
れ

る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
示

そ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

カ
ビ
ー
ル
と

ナ
ー
ナ
ク
（
以
下
Ｋ
・
Ｎ
と
略
記
）
は
、
思

想
全
般
に

渡

っ
て

類

似

性

が

多

い

と

さ

れ

、

ま

た
生

存

年

代

に

重

な

る
時

期

が

あ

る
と

の
説

が

あ

る

た

め

に
、

両

者

の
間

に

は

「
師

弟

関
係

が

あ

っ

た
」

あ

る
い

は

「
直

接

面

識

が
あ

っ

た
」

と

い
う

の

が
一

般

的

な

理

解

で

あ

る

。
し

か
し

、

シ
ク
教

徒

の
研

究

者

を
始

め

、
最

近

の
研

究
者

の
多

く

は

こ

の

説

に
否

定

的

で

あ

る
。

つ
ま
り
、
Ｋ

・
Ｎ

の
間

に
は
直
接
交
渉
は
無
く
、
こ
の
二
人

は
全
く
別
個
に

そ
の
思
想

を
発
展

さ
せ

た
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
勿
論
、
彼
等
が

主
張
す
る
よ
う
に
Ｋ

・
Ｎ
間

に
お
け

る
直
接
的
な
思

想
交
流

が
認

め
ら
れ
な

い
と
し
て

も
、
Ｋ

・
Ｎ

の
思
想
的
類
似
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。

寧
ろ
Ｋ
・
Ｎ

の
直
接

的
思
想
交
流
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
両
者
の

思
想
的
類
似
性
の
問
題
は
以
前
に
も
増
し
て
重
要

に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

る
。特

に
Ｋ

・
Ｎ

の
両

者
は
、
Ｈ
・
Ｉ
両
教
徒

か
ら
と
も
に
聖
者
と
し
て
崇
め



ら
れ
て
お
り
．
Ｋ
・
Ｎ
が
主
張
す
る
Ｋ
・
Ｉ
両
教
の
融
合
思
想

０’
中

に
は
。

Ｈ
・
Ｉ
両
教
徒
が
互
い
に
認
め
得
る
普
遍
性
が
存
在
す

る
と
み

る
こ
と
が
で

き
る

の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関

し
て
Ｋ
・
Ｎ

の
思
想
的
共
通
性

の
起
源
は
、
彼
等
が
活

躍
し
た
時
代

の
中

・
西
北
イ

ン
ド
に
見
ら
れ
た
Ｈ
・

Ｉ
両
教

の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
と

し
て
説
明

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
二
世
紀
以
来
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
イ
ン
ド
定
着
が
本
格
化
し
、
各
地
で

H
・
Ｉ
両
教
の
融
合
を
説
く
思
想
家
が
出
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
等

は
一

般
に
民

衆
思
想

家
と

よ
ば
れ

る
が
、
既
成
宗
教
の
枠
に
拘
ら
な
い
民
衆

間

に
根

を
張

っ
た
宗
教
者

た
ち
で
あ

っ
た
。
Ｋ
・
Ｎ

も
彼
等

の
う
ち
の
一
人

と
し
て
位
置

づ
け

る
こ
と

が
で
き

る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
Ｋ
・

Ｎ
を
含
む
民
衆
思
想
家
に
つ
い
て
は
、
彼
等
の
多
く
が
名
も

な
い
一
般
人
か
、

あ

る
い
は
文
字
を
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
階

級
の
も

の
で
あ

っ
た
等

の
理
由

で
、
研
究
は
非
常
に
遅

れ
て

い
る
状
況
で

あ
る
。
幸

い
な
こ
と

に
、
Ｋ
・
Ｎ

の
両
者
の
作
品
は
今
日

ま

で

シ
ク
教

の

聖

典
『
グ
ラ

ン
ト
・
サ

ー
ヒ
ブ
』

（
以
下
G
S
.
と
略
記
）
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
彼
等
の
思
想
を
十
分
研

究
す
る
こ
と
が
で

き
る
稀
な
存
在
で

あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で

は
Ｋ
・
Ｎ

を
こ
の
集
団

の
一
員
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

Ｋ
・
Ｎ
間
の
共
通
点

を
み

い
だ
す

の
で

は
な
く

、
あ
く
ま
で

も
Ｋ
・
Ｎ

の
思

想
を
直
接
考
察
し
、
彼
等

の
思

想
が
内

包
し
て
い
る
思

想
の

深`

み
の
中

に
そ

の
共
通
点
の
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と

に
重
点
を
置
く
こ
と
に
し

た
い
。
そ

の

意
味
で

今
回

は
、
Ｋ
・
Ｎ

の
神
名
を
中
心
に
検
討

し
、
そ

の
思
想

の
根
底

に

神
秘
主
義
思
想

の
あ
る
こ
と
を
示

そ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。

神

名

の

考

察

Ｋ
・
Ｎ

の
Ｈ
・
Ｉ
融

合
思
想

を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
す
で
に
述

べ
た
と

お
り
本
稿
で

は
彼
等

の
神
性
表
現
の
象
徴
的
存
在
と
し
て

の
神
名

に
つ
い
て

考
察
す
る
。
つ

ま
り
神
名
と

は
「
神
が
こ
の
世

に
何
ら
か
の
意
味
で
原
因
と

し
て
関

わ
る
限

り
に
お
い
て

、
神

に
与
え

ら
れ
る
も
の
」
と

言
わ
れ

る
よ
う

に
、
神
名
に
は
、
人
間

の
神

に
た
い
す
る
期
待
・
願
望
、
或
い
は
理
想
や
畏

敬
の
念
等
の
思

い
が
象
徴
的

に
表
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
宗
教

あ
る
い
は
思
想

を
知
る
上
で
最
も
特
徴
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ち
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
以
下

に
お
い
て

、
具
体
的
に
Ｋ

・
Ｎ

の
神
名

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

Ｋ
・
Ｎ

は
自

ら
の
神

に
つ

い
て
語
る
時
、
共
に
驚
く
程
多
く
の
名
称
を
用

い

る

。

特

に

カ

ビ

ー

ル

は

八

〇

以

上

も

の

神

名

を

用

い

て

い

る

と

い

う

研

究

も

あ

る

。

こ

の

傾

向

は

ナ

ー

ナ

ク

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

る

。

ナ

ー

ナ

ク

に

つ

い

て

は

、

そ

の

代

表

作

で

あ

る

「
ジ
ャ
プ
・
ジ
」
（
Ｊ
ａ
ｐ
・
 
Ｊ
ｉ
）

と

い

う

三

九

偈

の

小

作

品
の
中
に
お
い
て
一
〇



程
の
神
名
を
用

い
て

い
る
。

代
表

的
神
名
と

そ
の
語
源
を
表

に
よ

っ
て
示

す
な
ら
ば
前
頁
の
よ
う
に
な

る
。
表

に
よ
っ
て
明

白
で

あ
る
が
、
Ｋ
・
Ｎ
は
Ｈ
・
Ｉ
両
教

の
神
名
を
幅
広

く
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
の
み

を
み

る
と
、
Ｋ
・
Ｎ

の
思
想

は
「
Ｈ
・
Ｉ
両

教
の
折
衷
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え

る
。
特

に
ナ
ー
ナ
ク
の
思
想

は
単
な

る

「
Ｈ

・
Ｉ

両

教

の

折

衷

思

想

で

あ

る

。」
と

説

明

さ
れ

る

こ
と

が
多

く

、

そ

の

た
め

に
思

想

的

に

価

値

の

低

い

も

の
と

さ
れ

て

き

た
歴

史

が
あ

る
。

し
か
し
、
こ

の
評
価
は
Ｋ
・
Ｎ

の
思
想

を
詳
し

く
検
討
す

れ
ば
、
彼
等

の

思
想
を
正
し
く
考
察
し
た
上
で

の
結
論
で

な
い

こ
と

は
明

白
で
あ

ろ
う
。
確

か
に
、
K
・
Ｎ
は
Ｈ
・
Ｉ
両
教
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（
宗
教
的
混
交
）
の

時
代
に
活

躍
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
で
Ｋ
・
Ｎ

の
思
想

に
は
、

Ｈ
・
Ｉ

の
シ
ン

ク
レ
テ

ィ
ズ

ム
の
思

想
が
あ
る
こ
と

は
事
実
で

あ
る
。
し

か

し
、
以

下

に
お

い
て
述

べ
る
よ
う
に
、
Ｋ

・
Ｎ

は
Ｈ
・
Ｉ
両
教

を
単
に
折
衷

し

た
低
次
元

の
シ
ン
ク
レ
テ

ィ
ズ

ム
を
説
い
た
の
で

は
な
い

の

で

あ

る
。

Ｋ
・
Ｎ

の
Ｈ
・
Ｉ
融
合
思
想
の
裏
に
は
、
彼
等

の
神
秘

体
験
に
基
づ
く
共
通

の
思
想

が
あ

る
の
で
あ

る
。
こ

の
点
を
明

確
に
す
る
た
め
に
、
前
述
の
カ
ビ

ー
ル
の
ラ
ー
ム
と

ナ
ー
ナ
ク
の
ナ
ー
ム
に
つ
い
て

検
討

す
る
。

ラ

ー

ム

と

ナ

ー

ム

先
ず

、
カ
ビ
ー
ル
に
お
け
る
ラ

ー
ム
に
つ
い
て

検
討

し
、
続
い
て

ナ
ー
ナ

ク
の
ナ
ー
ム
を
検
討
し
、
最
後
に
両
者
の
共
通

点
を
示

そ
う
。

カ
ビ
ー
ル
が
採
用
し
た
ラ

ー
ム
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神

の
六
番

め
の
化
身
で

あ

る

ラ

ー

マ

チ

ャ

ン

ド
ラ

（
Ｒ
ａ
ｍ
ａ
ｃ
ａ
ｎ
ｄｒ
）

あ

る
い

は

、

ダ

シ
ャ

ラ

ッ
ト

神

の
第

七

の
子

が

ラ

ー

マ
と

呼

ば

れ

る

こ
と

か
ら

、

イ

ン

ド

の
民

衆

の
間

で

最

も

親

し

ま

れ

て

い

る

神
名

の
一

つ

で
あ

る

。
こ

の
ラ

ー

ム
を

カ

ビ

ー

ル
が

自

ら

の

神
性

表

現

に
最

適

な
言

葉

と

し

て
選

ん

だ

こ
と

に
関

し

て

、

一
般

に
は

彼
の
師
と
さ
れ
る
ラ
ー
マ
ナ
ン
ダ
（
Ｒ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
：
　
一
四
世
紀
―
一
五
世
紀
？
）

と

の

関

係

が

指

摘

さ

れ

る

。

し
か

し

、

カ

ビ

ー

ル
研

究

者

の
中

に
は

、

カ
ビ

ー

ル
と

ラ

ー

マ

ナ

ン
ダ

と

の
直

接

交
流

を
否

定

す

る
者

も

多

く

、

カ

ビ

ー
ル

（
ナ

ー

ナ

ク
も

同

様
）

に
対

す

る
一

般

通

念

的
理

解

は
改

め
て
検

討

を

必

要

と

す

る
よ

う

で

あ

る

。

い

ず

れ

に
し

て

も

こ

の
点

に
関

し

て

確
実

な

こ
と

は
、

カ
ビ

ー
ル

が

ラ

ー

ム
を

伝

統

的

な

解

釈

を

こ
え

て

、

新

た

な
概

念

を
も

た
せ

て

い

る

こ
と

で

あ

る
。

例

え

ば

、
「
彼

は

全

て

の

幸

い
の

主

で

あ

る

。

ラ

ー

ム

の
御

名

を

唱

え

る
こ

と

は

不

死

の
水

を
飲

む

こ

と

だ

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．　１
３
６
４
）
あ

る

い
は

、
「
わ

た
し

は
神

の
神

で

あ

り

、

ラ

ー

ム
は
私

の
名

で

あ

る

。」
（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．
　１
３
６
８
）
な

ど

に
、

カ

ビ

ー

ル

の
神

観

念

の

一
端

を
知

る

こ
と

が

で

き

よ

う

。

し

か
し

、

カ
ビ

ー

ル

の

ラ

ー

ム

を
最

も

端

的

に
表

し

て

い
る

部

分

は
以

下

の
引

用

で

は

な

か
ろ

う

か

。

カ

ビ

ー

ル

、

ラ

ー

ム

（
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

の

ラ

ー

マ
と

し

て

使

い

、
（

カ
ビ

ー

ル

は
）

す

ば

ら
し

い

神

の

為

に
使

う

。



カ

ビ

ー

ル
、

私

は
遍

在

す

る
あ

な

た

の
み

を

ラ

ー
ム
と

呼

ぶ

。

我

々

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

、

一

な

る
神

か

ら

流

出

し

た
も

の

（
一

般

的

な

ラ

ー

マ
）

は

、
唯

一

な

る

ラ

ー

ム

の

一
部

（
中

身

）

で

あ

る
。

唯

一

な

る

ラ

ー

ム
は

何

処

に

で

も

お

わ
す

。
し

か
し

、

唯

一

の

ラ

ー

ム
は

一

つ

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．
　１
３
７
４
）

引

用

文

で
明

白

な

よ

う

に

、

カ

ビ

ー

ル

は

ラ

ー

マ
と

い

う

従

来

か

ら

あ

っ

た

神

名

に

明
ら

か

に

、
彼

の
神

の

イ

メ

ー

ジ
を

与

え

て

い

る

。

つ

ま

り

、

ラ

ー
ム
は
唯
一
（
ｅ
ｋ
ａ
）
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
遍
在
（
r
a
m
a
i
複
数
形
を
用
い
て

神

の
遍

在

性

を

表

し

て

い

る
）

し

て

お

り

、

さ

ら

に
す

べ

て

の

も

の

〔

こ

こ

で

は

ラ

ー

ム
と

表

記

さ

れ

る
が

、

カ

ビ

ー
ル

の
神

は
創

造

神

（
ｋ
ａ
ｒ
ａ
ｔａ
）

で

あ

る
こ

と

か

ら

、

全

て

の
被

造

物
と

解

釈
す

る

こ
と

が

妥

当

で

あ

ろ

う

〕

は
、
唯
一
の
神
の
内
か
ら
生
じ
た
（
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
）
も
の
で
あ
る
と
明
言
す
る
点

で

あ

る
。

つ
ま

り

、

カ

ビ

ー
ル

の

神

は

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教

的

な

多

神

教

の
神

で

は

な

く

、
明

確

な

一
神

で
し

か

も

創
造

主
な

の
で

あ

る
。

こ

の
神

概

念

に

カ

ビ

ー
ル

が

イ

ス

ラ

ー

ム
教

か

ら
強

い
影

響

を

受

け

て

い

る

と

さ

れ

る

理

由

の
一

つ

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

カ

ビ

ー

ル

は
神

名

ラ

ー

ム
に

、

新

し

い

神

の

イ

メ
ー
ジ
を
込

め
て
い
た

の
で
あ

る
。

同
様

の
試
み

は
、
ナ
ー
ナ
ク
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て

い
る
。
但

し
、
ナ
ー

ナ
ク
は
カ
ビ
ー
ル
が
頻
繁

に
使
用
し
た
ラ

ー
ム
は
殆
ど
使
用
せ
ず

ナ
ー
ム
を

そ

れ
に
替

わ
る
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

ナ

ー

ナ

ク

は
、

カ

ビ

ー

ル

の
ラ

ー

ム
に
近

い

概

念

で

ナ

ー

ム

を
用

い

て

い

る
と

思

わ

れ

る
。

つ

ま

り

、

神

名

の
一

つ

あ

る

い

は
そ

れ

を

象

徴

す

る

言

葉

の

一

つ
と

し

て

ナ

ー

ム
を

使

用

す

る
以

上

に

、

多
く

の
概

念

を

こ

の

言

葉

に

託

し

て

い

る

。
以

下

に

お

い

て

、
そ

の
幾

つ

か

を
検

討

し

ナ

ー

ナ
ク

の
神

概

念

と

の
関

係

を

明

ら

か

に

し

よ

う

。

ナ

ー
ナ

ク

に

お
け

る

ナ

ー

ム

の
語

源

は

サ

ン

ス

ク
リ

ッ
ト
語

に

お
け

る
名

、

名
称
を
表
す
n
a
m
a
n
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ナ
ー
ナ
ク
に
お
い
て
は
大

別

し

て
二

通

り

に
使

用

さ

れ

る
。

第

一

の
用

例

は

、

合

成

語

と

し

て
用

い
ら

れ

る

場

合
で

あ

る
。

例

え

ば

ｓ
ａ
ｔ
ｉ
-ｎａ
ｍ

（
神

は
真

理

を

御

名

と

す

る

。
あ

る
い

は
真

理

は
神

の
御

名

な

り
）

を

始

め

と

し

て
ｅ
ｋ
ｕ
-ｎ
ａ
ｍ
ｕ
’

あ

る
い

は

ナ

ー

ナ

ク
に

お

い
て

は

ご
く

稀

で
あ

る

が

、

カ

ビ

ー

ル

に

お

い
て

は
頻

繁

に

登
場

す

る
ｒ
a
m
-ｎ
ａ
ｍ
ｕ

，　ｈ
ａ
ｒ
ｉ
-ｎａ
ｍ
ｕ

な

ど

の
用

法

で

あ

る

。

こ

の
用

法

に

は

、

ナ

ー

ム
の

前

に

Ｋ

・
Ｎ

の
神

性

が

明
確

に
表
現

さ
れ
て

お
り
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
特

に
こ
の
用
法

の
背

後
に
は
、
伝
統
的
な
名
号
崇
拝

が
在
る
と
思

わ
れ
る
。
カ
ビ
ー
ル
も
ナ
ー
ナ

ク
も
こ
の
用
法
の
場
合
は
特
に
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
と
h
a
r
i
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

特

に

ｓａ
ｔ
ｉ
は
ナ
ー
ナ
ク
の
神
概
念
の
キ

ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

次

に
、

ナ
ー
ム
が
単
独
で
使
用
さ
れ
る
例
を
検
討

す
る
。
こ

の
用
法
は
特

に
ナ
ー
ナ
ク
に
多
く
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。
カ
ビ
ー
ル
に
も
見
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
が
、
頻
度

か
ら
い

っ
て

ナ
ー
ナ
ク
が
圧
倒
的

に
多
く
、

ナ
ー
ナ

ク
の
神
性
表
現

の
特
徴

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
こ

の
用
法

の
中

に
も
合
成
語
の
神
名
部
分
の
省
略
形

と
み

な
す

べ



き
用

例

も

あ

る
。

例

え

ば

ナ

ー

ム
を

繰

り

返
し

、

ナ

ー

ム
を

瞑

想

し

、

ナ

ー

ム
を

と

お

し

て

心

の
平

安

を
得

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．　
１
３
９
）

神

の
名

（
ナ

ー

ム
）
を

読

み

、

神

の

名
（

ナ

ー

ム
）
を
真

に

理
解

せ

よ
、

神

の
教

え

は
深

い
も

の
で

あ

る

。

グ

ル

の
教

え

に

よ
り

ナ

ー

ム
の
貴

さ

を

学

ぶ

。
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．　
１
４
０
）

し

か
し

、

ナ

ー

ム

の
単

独

用

法

の

中

に

は

、

単

な

る

合

成
語

の
省

略

形

で

は

な

く

、

ナ

ー

ム
を
神

名

の

総

称

あ

る

い

は

、
神

そ

の

も

の

の
象

徴

と

し

て

用

い

る

と

こ

ろ

に

注

目

し

た

い

。

ナ

ー

ム
を

信

じ

る

こ
と

で

、

幸
福

は
得

ら

れ

る
。

ナ

ー

ム

を
と

お
し

て

、
心

の
解

放

（
悟

り
）

は
得

ら

れ

る

。

ナ

ー

ム
を

信

じ

る

こ
と

で

、

名

誉

が

得

ら

れ

る
。

（

ナ

ー

ム

に
よ

っ
て

）

心

は

神
と

な

る

。
　
　
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
.　
１
２
４
１
）

ま

た

、

ナ

ー

ム
は

単

に

神
名

の
み

な

ら

ず

、

彼

の
持

つ
不

可

思

議

な

力

を

表

す

言

葉

、

一

種

の
呪

文

と

も

取

れ

る
用

法

も

あ

る
。

そ

れ

は

特

に

ナ

ー

ナ

ク

が

、

自

ら

の
神

秘
体

験

を
表

す

場

合

に

多

用

さ

れ

る

。

ナ

ー
ナ

ク

、

ナ

ー

ム

の
瞑

想

に

よ

っ
て

、

真

理

の
神

に
御

会

い

し

、

そ

し

て

、

私

（
ナ

ー

ナ

ク
）

は

、
神

で

あ

る
御

方

の

ナ

ー

ム
を
得

た

。

（
Ｇ
Ｓ
.　ｐ

．
　
１
２
４
１
）

（
中
略
）

ナ

ー
ム

を

信

ず

る

こ
と

で

、

成

長

を

理

解

し

、

ナ

ー

ム

を
と

お
し

て

智
恵

は

飾
ら

れ

る

。

ナ

ー
ム

を
信

じ

、
（
神

の
）

祝

福

を

願

う

こ

と

、

ナ
ー

ム
を

と

お

し

て
安

ら

ぎ

の
眠

を
う

る

。

以

上

の

よ

う

に
、

ナ

ー

ナ
ク

に
と

っ
て

ナ

ー

ム
は
数

多
い

神

名

の

一

つ
で

は

な
く

、

神

性

表

現

の

キ
ー

ワ

ー
ド

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る
。

次

に

ナ

ー

ナ

ク

の
言

う

神

の
属

性

に
つ

い
て

検

討

し

よ

う

。

神

は

唯

一

な

り

。

神

は

真

理

を

名
と

し

、

創

造

主

で
あ

り

、
恐

れ

を

持

た

ず
、

恨

み

も

無

く

、

不
滅

で

あ
り

、

他

に

よ

っ
て

生

ぜ
ず

、

自

己

自
身

に
よ

っ
て
存

在

さ

れ

る

。

ダ

ル

の
恩

寵

に

よ
り

知

ら

れ

る
。

神

は
始

源

に

お
い

て
真

理

で

あ

り

、

太

古

に

お

い
て

も

真

理
で

あ

っ

た
。今

も

真

理

で

あ

り

、

ま

た
将

来

も
真

理
で

あ

ろ
う

。

ナ

ー
ナ

ク
よ

。

（
Ｇ
Ｓ
．　ｐ
．　
１
）

以

上

の

よ

う

に

、

ナ
ー

ナ

ク
の
神

は
絶

対

的

超

越

者

で

あ

り

、
創

造

主

で

あ

る

。

同

時

に

、

ナ

ー

ナ

ク
は

、
神

が

い

た

る
所

に

内

在

す

る
と

い

う

こ
と

を

次

の

よ

う

に

い
う

。

神

は

い

ず
こ

に
も

遍

在
す

る
。

ナ

ー

ナ

ク
、

我

々
は
全

て

あ

な

た

自

身
で

あ
り

、
あ

な

た

は
真

理

で

あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．　
１
）

こ

の

よ

う

に

、

ナ
ー

ナ
ク
に

お

け

る
神

は

カ

ビ

ー

ル
同

様

、
絶

対

的
超

越

者

で

あ

る

と

同

時

に

、

い
ず

こ

に

も
遍

在

す

る
神

で

も

あ

る

。
こ

れ

は

カ

ビ

ー
ル
の
神
性
表
現
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
更
に
両
者
に
共
通
な
こ
と
は
、
ラ



ー
ム
も
ナ
ー
ム
も
神
の
存
在
そ
の
も
の
を
直
接
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な

く

、

あ

く

ま

で
神

の

一

属

性

を
神

の

存
在

と

し

て

象

徴

的

に
使

用

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

Ｋ
・
Ｎ
は
、
神
を
絶
対
的
超
越
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
遍
在
者
で
あ
る
と

し

な
が

ら

も

、

そ

の
存

在

を

知

る
、

あ

る
い

は
表

現

す

る

こ
と

は
不

可

能

で

あ

る
と

以

下

の

よ
う

に
説

く

。

（
人

間

は
）

考

え

て

も

、

た
と

え

何

十

万

回
考

え
て

も

（
神

の
）

考

え

を

知

る
こ

と

は
で

き

な
い

。

（
人

間

は
）

瞑

想

す

る
こ

と

で

、

た
と

え
深

い

悟

り

の

境

地

に

達
し

た

と

し

て

も

、
（
神

の
）

静

か
な

心

に
は

お

よ

ば

な

い

。

（
中
略
）

（
人

間

の

）

誰

に

神

の

力

を

歌

い

挙

げ

ら

れ

よ

う

か

、
誰

が
そ

の
力

を

持

つ
と

い

え

よ
う

か

。

誰

が
神

の
恩

寵

と

御

印

を

知

り

歌

い

挙
げ

ら

れ

よ

う

か

。

誰

が
神

の
徳

と

偉

大

な

る
御

計

ら

い

を
知

り

歌

い
挙

げ

ら

れ

よ

う

か

。

誰

が
人

間

を
形

あ

る
も

の
と

さ

れ

、

ま

た

塵

の

よ

う

に

な

さ

る
神

を

歌

い

挙
げ

ら

れ

よ

う

か

。

（
中
略
）

神

に

つ

い

て
話

し

、
語

る
人

間

の
言

葉

は

な

い

、

た

と
え

、
神

に

つ

い
て

幾

十

万

幾

千

万

の

言

葉

を
費

や

す

と

も

。

（
Ｇ
Ｓ
．　ｐ
．　
１
）

こ

の

よ

う

に

、

ナ
ー

ナ

ク

は

（
基

本

的

に
カ

ビ

ー
ル

も

同

じ
）

人

間

に

は

決

し

て
神

の
御

心
を

知

る

こ
と

は
で

き

な

い
と

す

る
も

の
で

あ

る

。
そ

の
根

拠

と

し

て

「
此

の
世

は

、
神

の
意

志

（
命

令

）

に

よ

っ
て

あ

り

、

全

て

の
も

の
は
彼
の
意
志
で
あ
り
、
彼
の
意
志
意
外
の
も
の
は
な
い
」
（
G
S
.
 
p
.
1
）
と

す

る

か

ら

で
あ

る

。

Ｋ

・
Ｎ

は

こ

の
世

界

観

を
前

提

と

し

て

、
自

ら

を

神

の

下

僕

（
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
　ｋ
ａ

ｄａ
ｓ
ｕ
:

カ
ビ
ー
ル
は
自
ら
を
こ
う
い
う
。
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
.　
１
３
７
０
）

あ

る

い

は

、
人

々

の
導

き
手
（
g
u
r
u
‥
ナ
ー
ナ
ク
の
場
合
は
こ
う
よ
ぶ
）
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

彼
等
に
と
っ
て
、
神
を
知
る
道
は
、
神
の
言
葉
（
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
　
m
ｕ
ｋ
ｈ
ｉ
,
　
ｓ
ａ
ｂ
ｕ
ｄ
ａ
,

ｅ
ｔ
ｃ
.
)
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
に
Ｋ
・
Ｎ
の
神
と

の
合

一

体

験

が

あ

っ

た

の
で

あ

る
。

こ

の
体

験

を

カ
ビ

ー

ル
は

次

の
よ

う

に
言

う

。

カ
ビ

ー

ル
は

、

真

理

の

神

に
会

い
、
唯

一

の

神

は
私

に
神

の
言
葉

を

御

授

け

に
な

っ
た

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ

．　ｐ
．　
１
３
７
２
）

ま

た

ナ

ー

ナ

ク
は

、

ナ
ー
ナ
ク
は
、
ナ
ー
ム
を
心
に
念
じ
て
、
神
に
御
会
い
し
た
。
そ
し

て

、
神

が

祝

福

す

る

ナ

ー

ム
を

授
け

ら

れ

た

。
　
　
　

（
Ｇ
Ｓ
.　ｐ

．　
１
２
４
１
）

以

上

の
例

か
ら

も

明

白

な

よ

う

に

、
Ｋ

・
Ｎ

は

共

に

、

神

と

の

合

一
体

験

か

ら
神

の
神

性

表

現

の

限
界

で

あ

る

言
葉

の
有

限

性

を

超

越

し

た

と

言
え

よ

筆

者

は
、

こ

の
合

一
体

験

を

カ
ビ

ー
ル

は

ラ

ー

ム

に
、

ナ

ー

ナ
ク

は

ナ

ー

ム

に

よ

っ
て

表

現

し

よ

う
と

し

た

の
で

は

な

い

か
と

推

論

す

る

の
で
あ

る

。

事
実

、

彼
等

の

伝
記

に

よ

れ
ば

カ

ビ

ー
ル

も

ナ

ー

ナ

ク
も

共

に
、

強

い

神
秘



体

験

を

し

て

い

る

の

で
あ

る

。
彼

等

は

こ

の

体

験

を

基

に

、
唯

一
な

る
真

理

の
神
の
教
え
（
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
ａ
ｂ
ｕ
ｄ
，
　
ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
m
ｕ
ｋ
ｉ
）
に
よ
っ
て
、
Ｈ
・
Ｉ
両
教
を
共

に

神

の
真

理

を

説
く

教

え

と

し

て

融

合

し

よ

う

と

し

た

と

さ

れ

る

の
で

あ

る

。

そ

れ

は

ナ

ー

ナ
ク

の

「
こ

の
世

に

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
教

も

イ

ス

ラ

ー

ム
教

も

な

い

。

あ

る

の

は
只

、
唯

一

の
神

の
み

」

と

い

う

言

葉

が

象

徴

的

に
表

し
て

い

る
。

以

上

の

よ

う

に

、
Ｋ

・
Ｎ

の
思

想

の
立

脚

点

は

ま

さ

に
、

こ

の
合

一
体

験

に

よ

っ
て
得

た

神
秘

思

想

に
あ

っ
た

の
で

あ

る

。
そ

し

て

、
そ

の
神

秘

思

想

の

も

つ

普

遍

性

に

ょ

っ
て
Ｈ

・
Ｉ

両

教

徒

か

ら

、

彼

等

の

も

つ

主
観

的

な

宗

教

規
定

を

超
え

て
う

け

入

れ

ら

れ

た

の

で
あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、
こ

の
神

秘

思

想

こ

そ

は

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

に
も

イ

ス

ラ

ー

ム
教

徒

に

も

共
通

し

た

思

想

潮

流

で

あ

っ
た

か

ら
で

あ

ろ
う

。

結
　
　

語

Ｋ

・
Ｎ

は
共
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
（
ス

ー
フ
ィ
ズ
ム
）

の
影
響
を
強

く
受

け
、
そ
の
思
想
を
形
成
し
て
い

っ
た
と
さ
れ
る
。
周
知

の
よ
う

に
、
ス

ー
フ
ィ
ズ
ム
は
中
世

の
西
南
ア
ジ
ア
一
帯
に
伝
播
し
た
大
き

な
思
想
潮
流
で

あ
っ
た
。
特

に
ス
ー
フ
ィ
ー
は
イ
ス
ラ

ー
ム
教

の
イ
ン
ド
定
着

の
原
動
力
と

な
っ
た
集
団
で

あ
る
が
、
彼
等
は
独
特

の
神
秘
主
義
思

想
を
展
開
し
、
積
極

的
に
ヒ
ン
ド

ク
ー
教
と

の
接
点
を
造

っ
て

い
っ
た
と

い
う
。
Ｋ
・
Ｎ
の
Ｈ

・

Ｉ

融
合
思

想
も
そ
の
根
底

に
神
秘
主
義
思
想
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ

っ
て
宗
教

的
障

壁
を
超

越
し
よ
う
と
し
た
点
に
、
強

く
ス

ー
フ
ィ

ー
の
影
響
を
感
じ
る

の
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

に
Ｋ
・
Ｎ

の
思

想
基

盤
が
、
Ｈ
・
Ｉ
両
思
想
に
求
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
イ
ン
ド
思
想
即
ち

ヒ
ン
ド

ク
ー
思

想
で
あ

っ
た
イ

ス
ラ

ー
ム
進
攻
以

前
の
イ
ン
ド
思

想
と
大
き
く
異
な

る
点
で

あ
る
。
Ｋ
・
Ｎ

思
想
の
特
徴
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
存

在
す

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で

は
、
Ｋ

・
Ｎ

の
思
想
を
ラ

ー
ム
と

ナ
ー
ム
に
限
定
し

、
そ
の
神
性

表
現
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
。
そ
の
際
、
Ｋ
・
Ｎ
思
想
に
Ｈ
・
Ｉ
両
思
想
が

い

か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
言
及
し
得
な
か
っ
た
が
、
今

後
の
研
究
で
は
こ

の
点
に
注
目

し
て

い
き

た
い
と
考
え
る
。

（

１

）
　

カ

ビ

ー

ル

と

ナ

ー

ナ

ク

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

Ｓ

．　

Ｔ

ｒ

ｉ
ｒ
ｏ
ｃ
ａ

ｎ

，
　

Ｇ

ｕ

ｒ

ｕ

N
a
n
a
k
 
，
　
D
e
l
h
i
，
　
1
9
6
9
.
　
W
．
　
Ｍ
ｃ
ｌ
ｅ
ｏ
ｄ
，
　
G
ｒ
ｕ
ｒ
ｕ
　
Ｎ
ａ
ｎ
ａ
k
，
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ｉ
，
　
１
９
６
８
，
　
ｐ
ｐ
．

８
５
-
８
６
な
ど
が
シ
ク
教
の
資
料
を
検
討
し
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
W
.

Ｄ
w

ｙ

ｅ

ｒ

，
　
Ｂ

ｈ
ａ

ｋ
ｔ
ｉ
　

ｉ
ｎ

　

Ｋ

ａ

ｂ
ｉ
ｒ

，
　
ｐ

ａ

ｔ
ｎ

ａ

， 　

１

９
８

１

で

は

カ

ビ

ー

ル

の

専

門

家

の

立

場

か

ら

俗

説

に

は

否

定

的

で

あ

る

。

（

２

）

Ｍ

．
　

Ｈ

ａ

ｑ

，
　

Ａ

　

ｈ

ｉ
ｓ

ｔｏ

ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｓ

ｕ

ｆｉ
-

ｉ
ｓ
m

　
ｉ
ｎ

　
Ｂ

ｅ
ｎ

ｇ

ａ

ｌ
，
　
Ｄ

ａ

ｃ
ｃ
ａ

，
　
１
９

７
５
:
　

Ｓ
.

Ｒ

ｉ
ｚ
ｖ

ｉ
，

　
Ａ

　
Ｈ

ｉ
ｓ

ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

　ｏ
ｆ

　Ｓ

ｕ

ｆｉ

ｓ
m

　
ｉ
ｎ

　Ｉ
ｎ

ｄ

ｉ
ａ

，
　
Ｖ

ｏ

ｌ
．

　
１

，
　
Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ
，

　
１

９
７

５

に

詳

し

い

。

（
３
）
Ｗ

．
　
Ｍ
ｃ
ｌ
ｅ
ｏ
ｄ
，
　
o
p
.
　
ｃ
ｉ
ｔ
.
,
 
ｐ
ｐ
．
　
１
５
１
-
１
６
１

．
:

Ｂ

ａ

ｎ

ｅ
ｒ

ｊ
ｅ
ｅ

，
　
Ｇ
ｕ

ｒ

ｕ

　
Ｎ

ａ

ｎ

ａ

ｋ

　
Ａ

ｎ

ｄ

Ｈ

ｉ
ｓ

　

Ｔ

ｉ
m

ｅ
ｓ

，　
　
Ｐ

ｕ

ｎ

ｊ
ａ

ｂ

　
ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

．
　
Ｐ

ｒ

ｅ
ｓ
ｓ

，
　
１
９
７

１

等

参

照

。

（

４

）
　

熊

田

陽

一

郎

『

美

と

光

―

西

洋

思

想

に

お

け

る

光

の

考

察

－

』

国

文

社

、

一

九
八
六
年
、
五
五
頁
。
ま
た
は
同
「
偽
デ
ィ
オ
ユ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
デ
ー

ス

」

『

中

央

大

学

哲

学

科

紀

要

』

二

四

号

、

一

九

七

一

年

、

等

を

参

照

。

（

５

）
W
.

　
Ｄ
w

ｙ

ｅ
ｒ

．
　
ｏ
ｐ
.

　ｃ
ｉ
ｔ
.

，　
ｐ

．
　
７

．

（
６
）
C
ｏ
ｌ
ｅ

，
　
S
ａ
ｎ
ｂ
ｈ
ｉ
，
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｋ
ｈ
ｓ
，
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ｉ
，
　
ｐ
ｐ
.
　
３
８
-
４
２

．

（
７
）
T
ｒ
ａ
　
ｃ
ａ
ｎ
ｄ
，
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｌ
ｕ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
　
ｏ
ｎ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

，

L
ａ
ｈ
ｏ
ｒ
ｅ
，

１
９
７

９
：
　

Ｓ

．
　

Ｒ

ｉ
ｚ
ｖ

ｉ
，　
ｏ
ｐ

．
ｃ

ｉ
ｔ

．，
　
ｐ
ｐ
.

　
３
７
４
-

３
８
４

．



（
８

）
　
仏

教

あ

る

い

は

他

の
宗

教

と

の
共

通

点

が

注

目

さ
れ

る
。

熊

田

論
文

参

照

。

（
９

）
　

拙

論

「

シ

ク

教

の

神

観

念

」
『
比

較

思

想

研

究

』

十

三

号

、

一

九

八

六
年

。

（
1
0
）
　
ナ
ー
ナ
ク
の
伝
記
ジ
ャ
ナ
ム
サ
キ
（
ｊ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
ｍ
-
ｓ
ａ
ｋ
ｉ
）
に
は
、
詳
し
く
彼
の
Ｉ

生

が

記

さ

れ

て

い

る

。

（
1
1
）
　
ス
ー
フ
ィ
ー
の
文
献
に
は
単
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
改
宗
者
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
か
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
改
宗
者
が
多
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

点

に

関

し

て

は

別

の

機

会

に
紹

介
す

る
。

（
1
2
）
　
拙
論
「
中
世
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
影
響
―
ナ
ー
ナ
ク

思
想
に
み
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
」
『
東
方
』
五
号
、
一
九
八
九
年
を
参
照
の
こ

（

紙

面

の

都

合

で

、

注

は

最

低

限

必

要

な

も

の

を

挙

げ

る

に
と

ど

め

た

。
）

（

ほ

さ

か

・

し

ゅ

ん

じ

、

イ

ン

ド

中

世

思

想

、

東

方

学

院

研

究

員

）
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