
〈
研

究

論

文

６

〉

日

本

と

イ

ン
ド

の
宗

教

融

和
思

想

の

一
考

察

―
空
海
と
フ
ァ
リ
ド
思
想
の
比
較
に
関
す
る
方
法
論
と
そ
の
意
義
―

は

じ

め

に

筆
者

は
か
ね
て

よ
り
、
従
来
の
思

想
研

究
の
枠
を
超
え
た
学
と
し
て
の
比

較
思

想
研

究
の
可

能
性
や
意
義
に
つ

い
て

の
研
究
を
試
み
て
き
た
。
今
回
も

こ

の
テ
ー

マ
に
従

っ
て

、
検
討

を
行

な
い
た
い
。
そ
れ
は
、
日
本
に
あ
っ
て

密

教
思

想
を
中
心
と
し
て

あ
ら
ゆ

る
思
想
の
融
合
と
共
存
を
説
い
た
空
海
と
、

イ

ン
ド

に
お
け
る
イ

ス
ラ
ー

ム
教
神
秘

主
義
思
想

家
で
あ

り
。

ヒ
ン
ド

ゥ

ー
・
イ

ス
ラ
ー
ム
両

教
融
和
思
想

を
主
張

し
、
イ

ン
ド
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教

の
浸

透
を
思

想
的

に
方

向
付
け

た
と
さ
れ

る

フ
ァ
リ
ド

ー
ウ
ッ
デ

ィ
ー

ン

(
一
一
七
三
-
一
二
六
五
）
の
思
想
を
手
が
か
り
と
し
て
、
両
者
の
思
想
の

共
通
性
と
、
そ
れ
を
支
え
た
思
想
の
背
景
等

に
つ

い
て
検
討

を
試
み

、
あ

わ

せ
て
そ
の
現
代
的
な
意
味
を
も
考
え
、
紛
争
や
対

立
が
後

を
絶
た
な

い
人
間

社
会
に
過
去
の
偉
人
の
英
知
を
紹
介
し
た

い
、
と

考
え

る
の
で
あ
る
。

保
　
坂
　
俊
　
司

空

海

と

フ

ァ
リ

ド

の
共

通

項

比
較
思
想
は
直
接
的
な
意
味
で

の
思

想
的
、
あ
る
い
は
文
化

（
文
明
）
的

な
影
響
関
係
を
持
た
な
い
。
思

想
家
ど

う
し
を
比
較
検
討
す

る
こ
と
を
積
極

的
に
行
な
い
、
そ
れ
を
い
わ
ば
人
類
思

想
史
上

に
位
置
付
け

よ
う
と
す

る
壮

大
な

思
想
研
究

の
学
問
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ

う
。
こ
れ
を
中

村
博

士
は

『
普
遍
思
想
史
』
（
全
７
巻
）

に
お
い
て
す
で

に
試
み
ら
れ
て

お
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
人
類
思
想
史
と
い
う
視
点
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、
空
海
と

フ
ァ
リ

ド
の
存
在
は
、
幾
重
も
の
共
通
項
を
持
つ
こ
と

に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者

に
共

通
す
る
神
秘
主
義
思
想
、
特
に
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
融
合
思
想
に
焦
点

を
あ
て
て

検
討
し
た
い
。

し

か
し
、
筆
者
は
す
で
に
他
の
機
会
に
お
い
て

神
秘
主
義

に
つ
い
て

検
討

済
み

な
の
で

。
こ
こ
で

は
筆
者
の
考
え
る
神
秘
主
義

の
一
応
の
理
解
に
つ
い



て
簡
単
に
触
れ

た
い
。

い
わ
ゆ
る
「
神
秘
主
義
思

想
」

の
定
義
は
、
非
常
に

漠
然
と
し
て

お
り

、
そ
の
意
味
で

恣
意
性

の
高
い
言
葉
で

あ
る
。
そ
こ
で
発

表
者

は
い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
思

想
を
、
「
究
極

的
な
真
実

在

（
そ
れ

を
神
・

原
理

・
法

な
ど
と

表
現
す
る
こ
と
も
可

能
）
を
み

い
だ
し
、
あ
る

い
は
そ
れ

を
獲
得
・

実
現
す

る
こ
と
は
、
人
間
の
理
性
的
な
認
識
や
理
性
的
な
活
動
と

し
て

の
言
葉
に
よ

っ
て
は
不

可
能
、
と
考
え
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
真
実
在

に
到

達
す

る
な
ん
ら

か
の
手
段
の
確
実
性
を
信
じ
て

い
る
よ

う
な
理

論
・
教

義

・
見
方
を
言
い
」
、
さ
ら

に
そ
れ

は
実

際
に

「
自

我
が
神

（
真
実
在
）
と

一
体

に
な

っ
た
と

い
う
直
接
的
感
情
で
…
…
、
真
実
在

（
神
）
と

の
一
体
感

と

そ
の
確
信
を
も

っ
て
生
き
る
と
い
う
実
感
を
不
動

の
も

の
と
し
て

維
持
し

、

そ

の
結
果
、
自
我
も
現
世
も
と
も
に
既
成
の
価
値
観
を
放
棄

し
、
そ
の
体
験

を
中
心
に
再
構
成
す

る
と

い
う
体
験

に
よ

っ
て
生
み
出

さ
れ
た
思

想
」

を
言

う
こ
と
と
す

る
。
従

っ
て
、
神
秘
主
義
思
想

は
既

成
の
枠
組
み
を
、
自
ら
の

神
秘
体
験

に
よ

っ
て
再

構
築
す

る
体

験
を

経
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要

と
な

る
。

勿
論

、
そ
れ
は
本
人
の
主
観
で

あ
る
故

に
、
ま
た
体
験
を
基
と
し
て
い
る

た

め
に
様
々
な
レ
ベ
ル
の
差
異
が
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
本
小
論
が
扱
う

よ

う
な
宗
教
的
な
偉
人

に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
体
験

の
レ
ベ
ル
を
云

々

す

る
こ
と
は
一
先
ず
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど

に
、
彼
ら

の
宗
教
体
験

は
明

確
で

あ
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
こ
の
よ
う
な
体
験
が
有

っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼

ら
は
偉
大
な
存
在
と
な
り
え

た
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ

う
。

空

海

思

想

の
意

義

と

普

遍

性

空
海
の
存
在

は
余
り

に
巨
大
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

的
な
背
景

に
触
れ
る
こ

と
は
必
ず
し
も
必
要
で

は
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ァ
リ
ド
と
の
比
較
上
必
要

な
点

に
つ

い
て

、
一

、
二
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

周
知

の
よ

う
に
、
空
海
は
当
時
に
お
い
て
最
新
の
仏
教
で

あ
る
真
言
密
教

を
日
本

に
も

た
ら
し

た
仏
教
僧
で
あ
る
。
そ
し
て
、
空
海
の
思
想
的
な
偉
大

さ
は
、

こ
の
新
し
い
密
教
を
日
本
に
伝
え
た
と

い
う
点
、
あ
る
い
は
金
胎
両

部

の
密

教
を
融
合
さ
せ
た
と

い
う
点

に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
つ

ま
り
、

仏
教

の
偉
人
と
し
て

の
空
海
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
点
は
空
海

の
存

在
を
語

る
と
き

に
は
、
不
可

欠
な
点
で
あ
る
。

し

か
し
、
筆
者
が
着
目
し

た
い
の
は
、
空
海
が
既
存
の
仏
教
者
や
日
本
土

着
の
宗

教
指
導
者
と
積
極
的
に
交
わ
っ
た
、
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り

空
海
は
、
現
実
的

に
は
密
教
と
い
う
新

来
の
そ
し
て
極

め
て
親
和
性
の
強
い

仏
教

（
そ
も
そ
も
密
教
自
体
が
、
極
め
て

神
秘
主
義

的
な
仏
教
で
あ
る
が
）

の
存
在
を
通
じ
て
、
既
存
の
宗
教
世
界
と
の
共
存
あ
る
い
は
更

に
進
ん
で
そ

の
再
統
合
、
再
構

築
を
試
み

た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
空

海

は
仏
教
と
既
存

の
宗
教
と

の
融
合
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
、

と

い
う
点
で

あ
る
。

つ
ま
り

、
仏
教
を
舶
来
の
宗
教
、
あ
る
い
は
一
種
の
イ

デ

オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
に
崇

め
る
宗
教
的
な
在
り
方
〔
そ
れ
は
仏
教
と
土
着
宗

教

（
主

に
神
祇
道
・
神
道
）

と
の
差
異
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
〕

に

対
し
て

、
空
海
は
両
者
を
別
個

の
も

の
と

は
見
ず
、
す
べ
て

の
存
在
を
彼
の



密
教
体
系
の
必
要
不
可
欠

な
要
素

と
し
て

位
置
付

け
、
す
べ
て

を
包
摂
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ

の
日
常

レ
ベ
ル
に
お
け
る
認
識
や
言
語

表
現
上

の

差
異

を
超
え
て

、
究

極
的

な
原
理

か
ら
の
一
切
の
存
在
の
体
系
化

と
い
う
思

想
が
、
現

実
面
で

は
諸
宗
教

の
融
和

思
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し

て

、
空
海
の
敷
い
た
こ
の
融
和
思

想
が
、
神
仏
習

合
の
理
論
的
な
根
拠
と
な

り

、
以

後
日
本
人

の
精
神
文
化

の
形

成
を
豊
か
な
も
の
と
し
得
た
最

大
の
功

績
で

あ
ろ

う
。
も

っ
と
も
、

こ
の
思

想
は
、
明
治
以

来
の
廃
仏
思

想
の
中
で

、

空
海
の
評
価

を
著
し

く
落
と
し

め
た
思
想
で

も
あ
っ
た
。
と
同
時

に
、
こ
の

事
実

に
よ

っ
て
神
仏

融
合
と

い
う

空
海
の
思
想
が
、
た
と
え

シ
ン
ボ
リ
ッ

ク

な
意
味
で

あ
っ
て
も

、
い
か
に
大
き

か
っ
た
か
が

察
せ
ら

れ
る
の
で

あ
る
。

勿
論
、
そ
れ

は
空
海
の
独
自
性
と

い
う
よ
り
も

、
仏
教
。
就
中
密

教
の
も

つ
融
和
性

に
そ
の
発
想
の
元
が
あ
る

の
か
も

し
れ
な
い
が

、
発
表
者

は
密
教

の
伝
法
者
空
海
と

い
う
以
上

に
、
そ

の
密
教

を
い
ち
早
く
習

得
し

、
日
本

的

に
展
開
し

た
空
海
、
つ
ま
り
仏
教
と

土
着

信
仰
と
の
融
和

を
可
能

に
し
た
空

海

の
融
和
思

想
を
評
価
し

た
い
の
で

あ
る
。

た
だ
し

、
こ
の
点
に
関
し
て

の
詳

し
い
検
討
は
他
の
機
会
に
譲
り

、
今
回

は
空

海
を
諸
宗
教
・
思
想
の

融
合
思

想
家
で

あ
っ
た
と
し
た
う
え
で

、
そ
の

思
想

に
つ

い
て
検
討
し
た

い
。
そ

の
際
の
中

心
的
な
テ
ー
マ
は
、
空
海
の
融

合
思

想
を
神
秘
主
義
思
想
と
み
な
し

、
そ

の
普
遍

性
に
つ
い
て
、
イ

ン
ド
・

イ

ス
ラ
ー
ム
の
祖
と
も
い
わ
れ
る

フ
ァ
リ

ド
・
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
思

想
と
比

較
検
討
す

る
こ
と
で
あ
る
。

空

海

の

神

秘

思

想

と

そ

の
展

開

さ
て
、
神
秘
主
義
思
想
家
と
し
て

の
空
海
の
検
討
に

は
、
彼
の
神
秘
体
験

に
つ
い
て
の
検
討
が
不
可

欠
で

あ
る
。
つ
ま
り

空
海
の
神
秘
体
験
が
ど
の
よ

う
に
、
彼
の
思
想
に
関
連
し
て

い
る
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

着
目
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
最

初
の
著

作
（
勿

論
『
三
教
指
帰
』
は
、
後
に
加

筆
修
正

さ
れ
て
る
）
で
あ
る

『
三

教
指
帰
』

に
お
い
て
空
海
自
ら
が
語
る
神

秘
体
験
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

フ
ァ
リ
ド
が
イ

ン
ド
に
お
い
て
実
践
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
既

存
の
価
値
観
を
根
底

か
ら
覆
し
、
自
ら

の
思
想
を
再
構
築
す
る
体
験
を
共
有

し
て

い
る
の
で

あ
る
。
空
海

は
そ
の
過

程
を
自
ら
告
白
し
次
の
よ

う
に
い
う
。

空
海

は
、

そ
の
決
定
的

な
瞬
間

を
「
谷

響
き
を
惜

し
ま

ず
、
明
星

来
映

す
」

と
表
現
す

る
。
こ

の
体

験
は
。
更

に
『
御
遺
告
』
で

は
、
「
心
に
観
ず

る
と
き
、
明
星
、
口

に
い
り
、

虚
空
蔵
の
光
明
照
し
来
た
っ
て

菩
薩
の
威
を

顕
し
。
仏
法
の
無
二
を
現
ず
」

と
な
る
。
こ

の
簡
潔
な
表
現
か
ら
は
、
な
か

な
か
空
海
が
体
験
し
た
神
秘

体
験
の
大
き

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、

空
海
は
紛
れ
も
な
く
神
秘
主

義
者

に
特

有
の
光
明
体
験
を
も
っ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
仏
教
の
開
祖
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
場
面
に
も
語

ら
れ
る
体

験
で

あ
る
が
、
修
辞
上
の
問
題

は
と
も

か
く
絶
対
的
な
存
在
。
そ
れ
は
し
ば

し
ば
「
光
」

と
い
う
形
で
表
現

さ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
究
極
的

な

真
実
在
と
の
合
一
体
験
そ
の
も

の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら

空
海
は
こ
の
体
験
を
の
べ

た
後
に
「
遂
に
、
乃
ち
朝
市

の
栄
華



念

々
に
こ
れ
を
厭
い
、
巌
藪
の
煙
霞
日
夕
に
こ
れ
を
飢
う
。
軽
肥
流
水
を
看

て

は
雷
玄
の
歎
き
忽
ち
に
お
こ
り
、
支
離
懸
鶉
を
看
て

は
因
果
の
悲
し
み
休

ま
ず
」
と
い
う
境
地

か
ら
、
つ
い
に
「
漆
髪
剃
り
員
し
て
、
頭

は
銅
の
瓮

に

似
た
り
。
…
…
泥
中
の
亀

に
似
た
り
。
…
…
茅
座
常

に
提
げ

た
れ
ば
市
の
辺

の
乞
人
も
頬
を
押
う
て
俯
し
て
羞
づ
」
と

い
う
よ
う

な
、
奇

抜
な
風
体
を
と

り
つ
つ
み
ず

か
ら
の
宗
教
体
験
を
、
表
現
し
よ

う
と
す

る
ま
で

に
な

る
。
こ

れ
は
空
海
が
こ
の
体
験
を
機

に
、
全
く
異
な

っ
た
価
値
観
を
獲
得
し

た
こ
と

を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
空
海
が
こ
の
神
秘
体
験
を
獲
得
す

る
ま
で

に
は
、
官
吏
を
め
ざ

し
て

上
京
し
、
「
雪
蛍
を
猶
怠
れ

る
に
拉
ぎ

、
縄
錘

の
勤
ざ

る
を
怒
る
」

と

い
う
、
い
わ
ば
世
俗
の
学
徒
と
し
て
怒
力
し

た
時
期
と
。
そ

の
道
を
放
棄
し

私

度
僧
と
し
て
山
野

に
分
け
入

っ
た
時
期
が
前
提
と

さ
れ

る
。

も

っ
と
も

、
空
海
が
最
初
期
に
お

い
て

い
か
な

る
理
由
で
世
俗

の
栄
達
を

放
棄
し
、
仏

教
修
行

に
没
入
し
て

い
っ
た

の
か
は
、
必
ず

し
も
明
確
で

は
な

い
。
こ

の
点
は
、
虚
空
蔵
聞
持
の
法

の
存
在

が
空
海
自
身
に
よ
っ
て

『
三

教

指
帰
』

の
序
に
語

ら
れ
る
が

、
定

か
で

は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て

も
、
神
秘

主
義
思

想
家
と
し
て

の
空
海
の
体
験

は
、
光
の
体
験
を
通
じ
て

確
定
し
、
偉

大
な

る
融
合
思
想
家
、
日
本
的
な
宗

教
融
和

の
道
を
切
り
開
い
た
宗
教
家

と

し
て

の
基

礎
は
こ
こ
に
定
ま
る
の
で

あ
る
。

勿

論
、
『
三

教
指
帰
』

に
お
い
て
空

海
は
、
仏
教

と
道
教

・
儒
教
と
を
比

較
し

道
教
は
「
神
仙

の
小

術
」
、
儒

教
は
「
俗

塵
の
微
風
」

に
す
ぎ

ぬ
程

の

も

の
で

あ
る
と
か
、
「
綱
常
は
孔

に
因

っ
て

述
ぶ
　

受
け
習

っ
て

槐
林

に
入

る
。
変

転
は
　
公
の
授
依
り
伝
へ
て
道
観
に
臨
む
。
金
仙
一
乗
の
法
、
義
益

最
も
幽
浸

な
り
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
儒
教
が
世
俗
的
な
栄
達
の

み

に
重
き

を
置

く
こ
と
、
ま
た
、
道
教
は
と
い
え
ば
神
仙
術

に
よ
る
自
己
救

済

に
没
頭
し

、
ど
ち
ら
も
自
己

の
安
寧
あ
る
い

は
現
世

の
幸
福
を
求
め
、
真

の
意
味
で

の
幸

福
に
気
付

い
て

い
な

い
。
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し

か
し
、

そ
れ

は
仏
教
以
外

の
教
え
を
全
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
こ
と

は
明
ら

か
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら

「
居
諸
冥
夜
を
破
り
、
三
教
癡
心
を
襄
性
欲

に
多
種

あ
れ
ば

、
医
王
薬
鍼

を
異

に
す
」
と

い
う
一
文

に
、
そ
れ
は
あ
き
ら

か
で
あ

る
。
こ

こ
に
こ

そ
、
寛
容
性
と
異
質
な
る
も
の
の
融
和
を
め
ざ
し
た
空
海
思

想
の
特

徴
が
表
現

さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に

は
既
成

の
概
念
や
字
句

に
左
右
さ
れ
な
い
思
想
が
形

成
さ
れ
て
お
り
。
な
お

か
つ

そ
れ
が
意
味
を
持
つ
た

め
に
は
、
絶
対
的
で
超
越
的
な
存
在

に
通
ず
る

と
い
う
体
験
に
基
づ
い
た
確
信
と
。
そ
の
現
実
へ
の
投
影
と
し
て
の
実
践
が

不
可

欠
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
精
神

の
表
れ

は
「
仏
法
を
興

隆
し
て
有
情

を
利

せ
ん
」
と
い
う
、
一
切

の
民
へ

の
慈
悲

の
心

に
結
実
し
て

い
る
の
で

は

な
い
だ
ろ
う
か
。
空
海
の
思

想
に
は
至

る
所
こ

の
一
切
の
有
情
を
利
す

る
と

い
う
、
い
わ
ば
生
き
と
し
生
け

る
も

の
へ
の
愛
が
横
溢
し
て
い
る
。

従
来
こ

れ
を
、
単
な
る
現
世
利
益
の
思

想
と
し
て
低
次
元
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
再

検
討
の
必
要

が
あ
る
で

あ
ろ

う
。

い
ず
れ
に
し
て

も
空
海
の

一
般
的
な
僧
侶
の
枠
を
超
え

た
諸
々
の
活
動

の
本
意
も
、
あ
る
い
は
こ
の
辺

り
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少

な
く
と
も

フ
ァ
リ
ド
と
の
共
通
点

は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。



フ

ァ
リ

ド

思

想

と

そ

の
時

代

背

景

フ
ァ
リ
ド
（
一
一
七
三
頃
-
一
六
五
頃
）
は
、
十
二
世
紀
に
西
北
イ
ン

ド
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
に
生
ま
れ
た
。
父

は
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
生
ま
れ

の
司
法

官

（
カ
ジ
ー
‥
ｃ
ａ
z
i
)
で
あ
り
、
彼
も
そ
の
地
位
を
継
ぎ
司
法
官
と
し
て
社
会

的
な
栄
達
を
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
ム
ル
タ
ン
・
カ
ン
ダ
ハ
ル
と

遍
歴
し

、
最
終
的

に
デ
リ

ー
に
至

る
。

こ
こ
で
、
彼

は

ク
ト

ゥ
ブ

・
ウ

ッ

デ
ィ
ー
ン
ら
イ

ス
ラ

ー
ム
神
秘
主

義
者

に
出
会

い
、
世
俗
的
な
栄
達

を
放
棄

し
て
、
一
介
の
苦
行
者
と
な
る
。

当
時
の

ス
フ
ィ
ー
は
、
激
し

い
苦
行
と

祈
り
の
生
活
を
通
じ
て

、
自
我

の

超
越
と
神
へ
の
神
秘
的
な
合
一
体
験
を
追
求
す

る
集
団
で
あ

っ
た
、
が

ヒ
ン

ド

ゥ
ー
教
と
の
積

極
的
な
取

り
込
み

や
布
教

に
は
必
ず
し

も
熱

心
で

は

な

か
っ
た
。
彼
ら
の
意
識
は
自
己
の
修
行

に
向
け
ら
れ
て
、
異
教
徒
で
あ

る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
交
流
を
視
野

に
入
れ

る
ま
で

に
は
至

っ
て

い
な

か
っ
た
。

そ
の
背
景

に
は
、
異
質
な

る
も

の
で

あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と

の
共

生
を
主
張

で
き

る
ま
で

に
、
彼
ら

の
思
想

が
深
化

し
て

い
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
も
、

フ
ァ
リ
ド

の
時
代
以
前

は
、
イ

ン
ド
亜
大

陸
に
お
け

る
イ

ス
ラ
ー

ム
教
徒
の

存
在
は
、
征
服
者

の
そ
れ
で
あ
り

、
必
ず
し
も
多
数
派
で
あ
り
被

支
配

階
層

と
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と

の
融
和

を
図
ろ

う
と
す

る
伝
統

を
育
て

な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
八
世
紀
初
頭

の
ム
ハ
マ
ド
・
カ
ー
セ
ム
の
西
部
イ

ン
ド
進
攻
以

来
、
イ

ン
ド
に
イ

ス
ラ

ー
ム
教

の
進
攻

は
試
み
ら
れ
て
き

た
。
し

か
し

、
そ

の
勢
力

は
基
本
的

に
西
部

に
限
定
さ
れ
て
い
た
し
、
多

く
の
場
合
彼
ら
イ

ス

ラ
ー
ム
教
徒

は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
接
触
を
望
ま
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
。

つ
ま

り
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け

は
せ
ず
、
む
し
ろ
彼

ら

の
信
仰

を
財
政
上

の
理
由

か
ら
黙
認
し
て
、
こ
れ

ら
と
の
積

極
的
な
共
存

関
係

を
築
こ

う
と

い
う
よ

う
な
思
想
的
な
動
き
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
、
と
い

わ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ

う
な
状
態
の
な
か
で
、

フ
ァ
リ
ド
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教

の
教
え

を
守

り
つ

つ
も

、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

と
の
融
和
の
道
を
模
索
す

る
の
で

あ
る
。

フ
ァ

リ
ド
が
こ

の
よ
う
な
独
自
の
思
想
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
背
景
に

は
、
彼
ら

に
先
行

す
る
ス
フ
ィ
ー
達
の
活
躍
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な

い
。
し

か
し
、
彼
ら

の
記
録

は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
研

究
も

余
り
な

さ
れ
て

い
な
い
。
あ

る
い
は
、
フ
ァ
リ

ド
に
先
行
す
る
人
々
の

業
績

は
フ
ァ
リ
ド
に
収
斂
し
て

い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
神

秘
主
義
思
想
家
の
伝
統
を
継
承
す
る
フ
ァ
リ
ド
は
、
一
般
的
な

概
念

や
言
葉

の
差
異
を
超
え
て
一

な
る
も
の
の
現
れ

と
し
て
、

こ
の
世
を
位

置
付

け
る
こ
と
で

、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
両

教
の
対

立
の
構
図
を
乗

り

こ
え

よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
彼

は
こ
の
点
を
「
こ
の
池

に
住
ん
で

い
た

一
羽

の
鳥

は
、
ど
こ
か
に
飛

び
去
っ
て
し
ま

っ
た
。
お
お
、
フ
ァ
リ
ド
よ
。

全
て

の
池

は
干

上
が

っ
て

し
ま
っ
て

い
る
。
た
だ
一
つ
麗
し

い
蓮
華
の
華
の

咲
く
池
以
外

は
」

と
詩
的
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り

、
フ
ァ
リ
ド

に
と

っ

て
世

俗
的
な
差
異
と
し
て

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と

い
っ
た
差

異
の
存
在

は
全
て

消
え
失
せ

、
た
だ
一
つ
の
真
実
（
蓮

華
で
表
現
さ
れ
て
い



る
）

の

み

存
在

す

る
、

と

い

う

確

信

に

よ

っ
て

一
切

が

一

つ

に

な

る

。

と

い

う

こ
と

で

あ

る
。

こ
れ

が

、

フ

ァ

リ

ド

の

敷

い

た

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

・

イ

ス

ラ

ー

ム
両

教

融
和

思

想

の
路

線

で

あ

る
。

フ

ァ

リ

ド

神

秘

思

想

と

そ

の

展

開

こ

の

よ

う

に

フ

ァ
リ

ド

の
存

在

は

、

イ

ン
ド

に

お
け

る

イ

ス

ラ

ー

ム
教

の

布

教
史

、

つ
ま

り

イ

ス

ラ

ー

ム

教

の
民

衆

レ

ベ

ル

へ

の
発

展

を
基

礎
付

け

た

と

い

う

点

で

。
重

要

な

の

で

あ

る
。

こ

の

点

が

、

日

本

に

お
け

る

仏
教

と

神

道

と

の

融

合

（
神

仏

習

合

）

運

動

の
基

礎

を

築

い

た

空

海

と
共

通

す

る

点

で

あ

る
。

フ

ァ
リ

ド

は
既

成

の

も

の

の

一
切

を
放

棄

し

。
自

ら

の
行

と

信

仰

の

確

信

に
よ

っ
て

築
き

上

げ

た

も

の

だ

け

を

基

と

し

て

イ

ス

ラ

ー

ム
教

を

再

構

築

し

て

い

っ

た
の

で

あ

る

。

そ

の

時

に
強

調

さ
れ

た

の

が

、

表

面

的

な
宗

教

的

な
用

語

や

儀

礼

の

差

異

を
超
え
て
、
と
も
に
「
神
の
愛
（
m
ａ
ｈ
　
ａ
ａ
ｂ
ｂ
ａ
ｔ
）
　
」
あ
る
い
は
「
全
て
の

人

々

の

幸

福

（
ｓ
ｕ
ｌｈ
-
ｉ
-ｋ
ｕ
ｌ
）
　ｊ

を

分

か

ち

合

お

う

と

い

う

思

想

で

あ

る

。

勿

論

、

こ

の

「
神

の
愛

」

に

し

て

も

、
「

全

て

の

人

々

の

幸

福
」

と

い

う

言

葉

に
し

て

も
、

言

葉

自

体

は
新

し

い
も

の

で

は

な

い
。

問

題

は
そ

の
運

用

に

お

い
て

、

フ

″
リ

ド
の

思

想

や

行

動

に

お

い
て

、

そ

れ

が

ど

の

よ

う

な

意

味

を

持

っ
て

い

た

か

、
と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

特

に

、

フ

ァ

リ

ド
思

想

の

特

徴

は

、

イ

ス

ラ

ー

ム
教

や

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
教

と

い

う

言

わ
ば

表

面

的

な

差
異

に

拘

る

の

で

は

な
く

、

神

へ

の

絶

対

的

な
信

仰

と

そ

の

実
践

と
し

て

の

「
愛

の

倫

理

実

践

」

と
も

言

う
べ

き

行

為

そ

の
も

の

を
強

調

し

た

こ

と
で

あ

る
。

彼
は
「
人
が
買
い
た
い
と
思
わ
な
い
も
の
を
売

っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
か

「
神
の
恩
寵
は
、
正

義
と
他
者
を

愛
す

る
心

に
宿

る
」

な
ど

と
い
う
言

葉
で

そ
の
精
神
を
表
現
す
る
。

フ
ァ
リ
ド
に
と
っ
て
、
所
謂
イ
ス
ラ
ー

ム
教
と
か

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
と
い
う
宗
教
的
な
区
別
は
、
大
き

な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

だ

か
ら
こ
そ
「
神
の
愛
の
た

め
に
の
み
私
は
祈
る
が
、
人
の
た
め
に
は
祈
ら

な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
全
て
の
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
神
へ
の
絶
対
帰

依
を
意
味
し
、
そ
の
人
間
的
な
枠
組
み
で

の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
あ
る
い
は
ヒ
ン

ド

ゥ
ー
教
と
い
う
差
異
に
は
拘
ら
な
い
、
と
い
う
彼
の
信
念
を
表
し
た
も
の

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
よ
う
な
寛
容
思
想
に
よ
っ
て

フ
ァ
リ
ド
の
基

に
は
多
く
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
苦
行

者
が
集
ま
り

、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ

ス
ラ

ー
ム
両
教
融
合
思

想
の
方

向
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ァ
リ
ド
の
思
想
が
完
全
に
イ
ス

ラ
ー

ム
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
対

立
を
超
え

る
こ
と

に
成
功
し
た
か
、
と
な

る
と
疑
問
も
残
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
今
後
の
研
究
の
課
題

と
し
て
み

た
い
。

ま
　

と
　

め

以

上
空
海
と
フ
ァ
リ
ド
の
思
想
や
そ
の
背
景

に
つ

い
て
検
討
し
て

み
た
。

そ
の
結
果
両
者
の
共

通
項
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
神
秘
体
験
を
通
じ
て
形

成
し

た
思
想
に
よ

っ
て

、
異
質

な
る
も
の
の
融
和

、
あ

る
い
は
包
括
的
な
統
合
を

こ
こ
ろ
み

、
そ
れ
を
あ
る
意
味
で

実
践
倫
理
の
根
本

に
お
き
既
成
概
念
の
超

越
と
克
服

を
試
み

た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域



に

お

い

て

以

後

の

思

想

・

宗

教

の

共

存

を

方

向

付

け

た

と

い

う

点

で

あ

る

。

（
1
）
　
詳
し
く
は
、
拙
論
「
空
海
の
再
発
見
」
『
日
本
文
化
を
読
み
直
す
』
北
樹
出

版

、

一

九

九

一

年

。

（

２

）
　

平

田

篤

胤

の

排

撃

対

象

の

最

大

の

も

の

が

、

神

仏

習

合

形

態

で

あ

っ

た

。

詳

し

く

は

、

「

出

定

笑

語

講

本

」

『

平

田

篤

胤

全

集

』

一

致

堂

、

明

治

四

四

年

な

ど

を

参

照

。

ま

た

、

廃

仏

毀

釈

に

つ

い

て

は

、

柴

田

道

賢

『

廃

佛

毀

釈

』

公

論

社

、

一

九

八

〇

年
　

な

ど

を

参

照

。

（

３

）
　

竹

内

信

夫

『

空

海

入

門

』

（

ち

く

ま

新

書

）

筑

摩

書

房

、

一

〇

五

頁

、

一

九

九

七

年

。

（

４

）
　

前

出

、

拙

論

参

照

。

（

５

）
　

保

坂

俊

司

前

出

書

。

（

６

）
　

同

、

一

一

八

頁

。

（

７

）
　

同

、

第

四

巻

、

六

一

頁

。

（
８
）
　
Ｊ
.
　
Ｑ
ａ
ｓ
ｉ
ｍ
ｉ
,
　
Ｂ
ａ
ｂ
ａ
　
Ｆ
ａ
ｒ
ｉ
ｄ
ｕ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｕ
ｄ
,
　
Ｇ
ａ
ｎ
ｊ
-
ｉ
-
Ｓ
ｈ
ａ
ｋ
ａ
ｒ
.
　
Ｒ
．
　
Ｃ
.
　
Ｄ
.

Ｒ

ｅ
ｇ

ｉｏ

ｎ
ａ

ｌ
　
Ｃ

ｕ

ｌｔ
ｕ

ｒ
ａ

ｌ
　

Ｉ
ｎ

ｓ

ｔ
ｉ
ｔ

ｕ

ｔ
ｅ

，
　

１
９
７

１

，　
ｐ
.

８
.

（

９

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ
.

 ９

０

，

（

ほ

さ

か

・

し

ゅ

ん

じ

、

比

較

思

想

・

比

較

文

化

、

麗

澤

大

学

助

教

授

）
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