
〈
研

究

論

文

４

〉

禅
と
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
思
想
に
お
け
る
共
通
性
に
つ
い
て

―
―
神
秘
主
義
思
想
か
ら
の
考
察
―
―

は

じ

め

本
小

論
で

は
、
禅

思
想
と
イ

ス
ラ

ム
神
秘
主
義
思
想
と
呼
ば
れ
る

い
わ
ゆ

る
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
の
思
想
的
共
通
性
を
神
秘
主
義
思
想

に
見

い
だ
し
、
両
者

を
こ
の
視
点
か
ら
考
察
し
、
そ

の
共
通
性
の
大
き
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す

る
。

つ
ま
り
、
禅
と
ス
ー

フ
ィ
ズ

ム
と

い
う
宗
教
上
ほ
と
ん
ど
関
連
性

の
な
い
思

想
運
動
に
つ
い
て
、
神
秘
主
義
思
想

を
共
通
項
と
す
る
こ
と
で

、
両
者

の
思

想
運
動
の
共
通
性
と
い
う
よ
り

、
実
質

的
に
両
者
の
基
礎
を

な
す
と

筆
者
が

考
え
る
神
秘
主
義
思
想
の
思
想

的
広
が
り
を
明
ら

か
に
し
、

さ
ら

に
こ
の
研

究
の
思
想
研

究
領
域
に
お
け

る
有
効
性

に
つ

い
て
考
察
し
た

い
。

い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
思
想

に
つ

い
て

は
、
本
用
語
が
日
常
的

な
レ
ヴ
ェ
ル

か
ら
学
問
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
に
至

る
ま
で
多
様

に
用

い
ら
れ
て

い
る
こ

と
も
あ

り
、
又
、
そ
の
言
葉
の
定
義
や
内
容
が
不
明
瞭
と
な
り
や
す

い
こ
と
も

あ
り

、

保
　
坂
　
俊
　
司

ま
ず
本
論
文
内
に
お
い
て
用
い
る
神
秘
主
義
思
想

に
関
し
て
、
ま
ず
筆
者
な

り
の
基

礎
作
業
と
し
て
の
作
業
仮
説
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
一
応
の
定

義
を
行
い
、
後

に
禅
な
ら
び
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
の
共
通
性
を
考
え
て

ゆ
き

た

い
。

神

秘

主

義
思

想

の
背

景

『
宗
教
と
倫
理
百
科
事
典
』
で
は
Ｊ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
が
、
神
秘
主
義
に
つ
い
て
、
神
人

合
一
体
験

を
第

一
と
し
、
さ
ら

に
究
極
的
な
存
在

と
個
我
と
の

一
体
化
の
可

能
性
を
論
じ

る
神
学

的
形

而
上
学

の
二
つ
の
方
向
が

あ
る
と

し
て

い
る
。

Ｊｏ
ｎ
ｅ
ｓ

は
さ
ら

に
細
か
な
議

論
を
行

っ
て
い
る
が
神

秘
主
義
思

想
、
特
に
今

回
の
よ
う

な
東

洋
の
宗
教
思
潮

に
お
け
る
神
秘
主

義
思
想

の
比
較
検
討
に
お

い
て

は
、

イ
ン
ド
思
想
に
お
け

る
神
秘
主
義
思

想
、
就
中
、
神
秘
主
義
思
想

の
典
型
で

あ
る
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
検
討
が
有
益
で
あ

る
。
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ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
研
究

家

佐
保
田
鶴

治
氏
は
、
「
神
秘
主

義
思
想

は
、

第
一
に
世
俗
的
世
界
か
ら
の
峻
別
を
要

求
す

る
。
通
常

の
論
理

意
識

に
支
配

さ
れ
る
自
然
理
性
の
世
界
で

は
神
秘
思

想
は
生
き

ら
れ
な
い
。
通
常

の
世
界

か
ら
は
質
的

に
、
価
値
的
に
超
越
し

た
世
界

を
体
験
し

、
あ

る
い
は
そ
の
実

現
を
希
望
し
、
企
画
し
、
ま
た

は
少

な
く
と
も
か
か
る
世
界

の
実
在

を
信
じ

る
者
に
と

っ
て
の
み
神

秘
主
義

は
可

能
で

あ
る
。
」

し
か
も
、
神

秘
主
義
思

想
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
文
化
が
相

当
に
高
い
段
階

に
達
し

た
社
会

に
於

い
て
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な

い
。
文
化

が
あ

る
程
度

の
高
さ

に
ま
で
向
上
し

て

、
個
人
の
独
立
性
が
意
識
さ
れ
、
個
人
が
社
会
的
全
体
性
の
中
へ
埋
没
す

る
こ

と

を
免
れ

得

る
状
態

に

於

い
て

始

め
て

、
神

秘
思

想
的

宗

教

は
発

生
す
る
」
と
指
摘
す
る
。

と
い
う
の
も

神
秘
主
義
思
想
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
固
定
化
さ
れ
た
価

値
観
が
、
特
に
自
己
を
含
め
た
存
在
世
界
の
形
而
上
学
的
な
世
界
観
、

い
わ

ゆ
る
「
一
般
概
念
」
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
形
而
上

学
的
な
個
々
人
の
意
識
や
文
化
と
し
て
社
会

に
共
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
般
概
念
化
さ
れ
て
共
有
さ
れ
る
形
而
上
学
的
世

界
観
は
、
文
化
と
い
う
形

で
「
自
分
で
一

々
分
節
し
な
く
て
も
、
現
実

は
初

め
か
ら
分
節
さ
れ
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
我
々
の
日
常
的
な
認
識
世
界
を
形
成
し
て

い
る
知
的
営
み

は
、

あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
で

固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
故

に
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
、

現
実
社
会
で
機
能
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
文
化
と
し
て
与
え
ら
れ

た
知
的

概
念

は
、
時
代

や
地
域

あ
る

い
は
社
会
、

さ
ら

に

は
伝
統

な
ど

に

よ

っ
て

極
め
て

限
定
的
に
形
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
一
つ

の
文
化
の
枠
組
み

の
中
に
生
ま
れ
、
そ
こ
に
育

っ
た
人
は
そ
れ
に
な
か
な
か

気
付
か
な
い
。
己

の
文

化
が
分
節
し
た
通
り
、
現
実
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ

と
思
い
こ
ん
で

い
る
」

も
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
、
日
常
レ
ヴ
ェ
ル
の
み

な
ら

ず
世
界

の
「
本
質
」

を
問
題
と
す
る
よ

う
な
宗
教
の
領
域
に
お
い
て

も
同
様

で
あ
る
。
つ
ま
り

普
遍

性
を
目
指
す
宗

教
の
領
域
に
お
い
て

も
、
文
化
的

な

固
定
化

、
限
界
性

は
同

様
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

、
神
秘
主
義
思

想
は
、
そ
の
よ

う
に
限
定
さ
れ
た
価
値
体
系
、
つ

ま
り
文
化

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

た
限
定
的
な
知
の
体
系
の
限
界
性

を
超
え
、

真

に
普
遍
的
な
価
値
体
系

の
構

築
を
目
指
す
知
的
運
動
、
更

に
言
え
ば
宗
教

運
動
と

い
う
こ
と
が
で
き

る
。

し
か
も
「
神
秘
主
義
思
想
が
他
の
宗
教
思
想
か
ら
区
別
さ
れ
る
根
本
要
点

は
、
人
間
の
主
体
即
ち
自
我

に
対
す
る
深
い
反
省

を
も

っ
て

い
る
こ
と
」
が
、

不
可
欠
で
も
あ
る
。
そ
の

た
め
に
神
秘
主
義
思
想
は
、
固
定
化
さ
れ
た
呪
術

や
祭
式
、
さ
ら
に

は
「
わ
れ

に
対
す
る
汝
と
し
て

の
人
格
神

の
存
在
を
信
じ
、

神
と
人
を
絶
対
的

に
区
別

す
る
。」

こ
の
よ

う
な
一
般
的
宗
教
信

仰
、
つ
ま

り
受
動
的
な
信
仰
形
態
と

は
、
根
本
的
に
異
な
る
方
向
性
を
持
つ
。
つ
ま
り

神
秘
思
想

は
「
霊
と
神
と

の
完
全
な
合
一
、
ま
た
は
人
間

の
成
神

（
神

に
な

る
。
あ
る

い
は
仏
な
ど
の
宗
教
的
な
思
想
）
を
最
高

の
福
祉
、
至
上
の
理
想

と
し
て
あ
こ
が
れ
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。」

と
な

る
。

故
に
神
秘
主
義
思
想
で

は
、
神
あ
る
い
は
仏
と

い
う
よ
う
な
宗
教
的
至
高

存
在
へ
向
か
っ
て
「
自
己

の
全
体
を
投
帰

し
よ
う
と
し
」
、
そ
の
結
果

と
し



て
神
秘
体
験
を
重
視
す

る
。
し

か
も
、
そ
の
神
や
仏
と
呼
ば
れ

る
絶
対

的
な

存
在
が
、
他
な
ら
ぬ
他
者
で

は
な
く
、
自
己
の
内

に
内
在
す

る
、
あ

る
い
は

そ
の
延
長
線
上

に
存
在
す
る
、
と
い
う
世
界
観
を
基
本
と
す

る
。

例
え

ば

『
チ

ャ
ン
ド
ギ

ー
ヤ
・
ウ

パ
ニ

シ
ヤ
ッ
ド
』

に
お

い
て

ア

シ
ャ

ヴ
ァ
パ
ッ
テ
ィ
王
は
ア

ー
ト

マ
ン
に
つ
い
て
バ
ラ

モ
ン
に
対
し
て
「
あ

な
た

方
は
、
こ
の
一
切
人
我
（
ア
ー
ト

マ
ン
）
を
種

々
な
る
特
殊
物
で
あ

る
か
の

ご
と
く
考
え
、
こ
れ
を
説
き
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
一
切
人

我
を
全
宇
宙
に
等
し
く
、
無
限
定
な
も
の
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る

な
ら
ば

（
い

わ
ゆ
る
ブ
ラ
フ

マ
ン
）
、
一
切

の
世

界
、
一
切

の
生
類
、

一
切

の
自
我

の
内

に
あ
る
」

と
説

い
て

い
る
。
こ
の
一
文

に
典
型

的
な
よ
う
に
、
神
秘
主
義
思

想
の
基

本
は
、
神
や
仏
、
あ
る
い
は
法

と
呼
ば
れ
る
超
越
的
存
在
、
あ
る
い

は
絶
対
存

在
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
、
内
在

化
し
て

い
る
と
い
う
世
界
観
で
あ

る
。そ

し
て

、
神
秘
主
義
思
想
の
「
究
極
的
目
的
は
、
自
己
の
内

に
お
い
て
至

高
至
善

な
も
の
に
会
い
、
そ
し
て

そ
れ
と
合
一

す
る
至
上
楽
を
獲
得
す
る
」

こ
と

を
目
指
す

こ
と
に
あ
る
。

但
し

、
神

秘
体
験
が
そ
の
ま
ま
神
秘

主
義
思

想
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
わ
ゆ

る
宗
教

に
共

通
な
神
秘
体
験
、
例
え
ば
忘

我
あ
る
い
は
、
脱
魂
（
い

わ
ゆ
る
純
粋
経

験
、
エ
ク
ス
タ

シ
ー
、
脱
自
、
法

悦
、
合
一
体
験
な
ど
と
表

現
さ
れ

る
）

の
状
態

が
、
そ
の
ま
ま
で
神
秘
主

義
思

想
に
な
る
わ
け
で

は
な

い
の
で
あ

る
。
つ

ま
り
佐

保
田
が

い
う
よ

う
に
神
秘
主

義
思
想
は
「
一

度
純

粋
経
験
の
世
界
を
出

た
後

の
反
省

の
世
界

に
属
す

る
も

の
で
」

あ
り
、
さ
ら

に
神
秘
主

義
思

想
は
「
非
合
理
的
体
験
の
世
界
か
ら
出
て

、
再
び
非
合
理
的

世
界
へ
も
ど
ろ

う
と
す
る
意
識
的
努
力
に
由
来
す

る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

そ

の
た
め
に
神

秘
主
義
思
想
は
「
人
間
の
主
体
即

ち
自
我

に
対
す
る
深
い
省

察
を
持

っ
て

い
る
」

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
神
秘

主
義
思
想

は
独
特
の
言
語
表
現
を
必
要
と
す

る
。
つ
ま
り
神

秘
主
義
思

想
家

に
は
、
一
見
不
自
然
な
、
あ
る
い
は
非
合

理
で
矛
盾
す
る
言

葉
で
対
象

を
表
現

す
る
が
、
そ
の
背
景

に
は
「
も

の
を
そ

の
名

（
つ
ま
り
日

常
的
な
概
念

に
基
因
す

る
呼
称
＝
引
用

者
注
）
で
呼

ん
で
分
節
し
な
が
ら
、

同
時
に
そ
れ
を
絶
対
無
分
節
者
と
し
て
み

る
目
が
働

い
て

い
る
」
の
で
あ

る
。

以

上
を
整
理
す

る
と
神
秘
主
義
思
想
は
、
内
向
的
な
性
格
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
「
宗
教
者
が
そ

の
相
手
と
す
べ
き
聖
な
る
対
象
を
、
宗
教

者
個
人
の
内

に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
態
度
が
神
秘
主
義
思
想
の

第
一
条
件
で
あ

る
。
」
そ
し
て

、
第
二

に
は
、
「
神
秘
的
体
験
の
内
容
は
、
人

格
性
を
帯
び
る
と
否
と
を
問
わ
ず

、
い
つ
も
一
味
平
等
す
な
わ
ち
純
粋
に
一

元

的
な
存
在
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
」

こ
と

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
神
秘
主

義
思
想

の
理
解
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
仏

教
に
お
け
る
禅
、
イ

ス
ラ
ー

ム
に
お
け

る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
い
う
異
な
る
宗

教
に
お
い
て
、
殆
ど
別
個
に
発
生
し
、
発
展
し
た
二
つ
の
宗
教
思
潮
の
内

に

共

通
の
視
点
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
但
し
、

イ

ン
ド
の
学
者
は
、
両
者
の
内

に
イ

ン
ド
思
想
、
特
に
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
や

ヴ
ェ
ー
ダ
ン

タ
思
想
の
共
通
性
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
本
稿

は
そ
こ
ま
で

踏
み
込

ん
だ
視
点
は
取
ら
な

い
。
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イ

ス
ラ

ム
神

秘

主

義

の

位

置

付

け

イ
ス
ラ

ム
神
秘
主
義
を
表
す
言
葉

は
、
一
般

に
ス
ー

フ
ィ
ズ

ム
と
呼

ば
れ
、

日
本
で
も
イ
ス
ラ

ム
へ
の
関
心

の
深
ま
り
と
共

に
、
そ
の
名
称
が
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。
し

か
し

、
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
と

い
う
呼

び
名
は
、
い

わ
ば
俗
称
で
あ
る
。
と

い
う
よ
り
む
し
ろ

、
ヨ
ー
ロ
で
（

の
イ

ス
ラ
ム
研

究

者
が
、
イ

ス
ラ

ム
教
徒

の
中

に
後

述
す

る
よ
う
に
「
神
と

の
合
一

を
ひ
た
す

ら
願

い
、
日

々
祈
り
を
捧
げ

る
人

々
」

を
指
し
て
こ
の
よ

う
に
命
名
し
た
も

の
と

い
わ
れ
る
。
事
実
、
イ

ス
ラ
ム
世
界
で

は
ス
ー
フ
ィ
ー
よ
り

も
同

じ
言

葉
か
ら
派
生
し
た
「
タ
サ
ッ
ウ
フ
（
T
a
s
"
a
w
w
u
f
）
」
と
い
う
言
葉
が
一
般

的
で
あ
る
。

こ
の

ス
ー
フ
ィ
ー
と

は
、
現
世

的
な
欲

求
を
捨
て
、
ひ

た
す
ら

神
へ
の
畏

怖
を
基
に
、
一
途
に
祈
り
、
禁
欲
す
る
人
々
で
あ
り
、
彼
等
は
ア
ッ
ラ
ー
を

自

ら
体
験

あ
る
い
は
感

得
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
、
事
物
の
外
面
よ
り
内
面

に
注
視

し
よ

う
と
す
る
人
々
、
つ
ま
り
彼
等
は
「
世
俗
的
要

素
を
す

っ
か
り

捨

て
さ
り
、
い
わ
ば
素
裸
に
な

っ
て
神
に
面
し
、
肉
欲
・
情
欲
の
誘
惑
を
退

け

、
そ
う
し
た
努
力
に
よ
り
神
の
う
ち
に
帰
一
し
合
一
し
て
魂
の
救
済

を
体

験
し
よ
う
と
す
る
」
人
々
で
あ
る
。
彼
等

ス
ー

フ
ィ
ー
た
ち

は
、
純
粋

な
宗

教
的
情
熱
を
も
ち
、
直
向
き
に
神

へ
の
祈
り
に
生
き
、
多
く
の

ム
ス
リ

ム
の

宗
教
心
に
大
い
に
訴
え
る
存
在
で
も
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
ス

ー
フ
ィ

ー
の
ご
と

く
、
極

め
て
個
人
的
な
神
秘
的

体
験

を
通

じ
て
、
神
と
合
一
で
き
る
、
あ

る
い
は
そ

う
し
よ
う
と
す

る
と

い
う
こ
と
は
、

イ

ス

ラ

ム

に

お

け

る

預

言

者

ム

ハ

ン

マ

ド

の

「
預

言

者

の

封

印

（
ｋ
ｈ
’
ａ
ｔ
ａ
ｍ
ａ
；
最
後
の
預
言
者
の
意
味
）
」
（
『
コ
ー
ー
ラ
ン
』
三
三
―
4
0
）
と
い
う

徳

性

に
抵

触

す

る

と

考

え

ら

れ
て

い

る
。

つ
ま

り

、

イ

ス

ラ

ム
で

は

、

た
と

え

天

使

を

媒

介
と

し

た

と

し

て
も

、
神

と

接

触

で

き

る

の

は

預

言

者

や

使
徒

の
み

で

あ
り

、

そ

の

預

言

者

が

ム

ハ
ン

マ
ド

で

終

了

し

た

、

と

い

う

の

が
イ

ス

ラ

ー

ム
神

学

の

大

前

提

で

あ

る

。

そ

の
神

と

名

も

な

き

行

者

が

、

祈

り

や

ジ

グ

ル

（
一

種

の

称

名

）

な

ど

の

神

秘
体

験

を

通

じ

て

一

体

化

で

き

る
、

と

す

る

の
が

い

わ
ゆ

る

ス
ー

フ

ィ
ズ

ム
で
あ

る
。

つ

ま

り
、
「
我

ら

は

人

間

を

創

造
し

た

者
。

人

の

魂

が

ど

ん

な

こ

と

を

私

語

（
さ

さ

や

）

い

て

い

る

か

、

す

っ
か
り

知

っ
て

お

る
。

我

等

は

人

間

各

自

の
血
管
よ
り
も
近
く
い
」
（
『
コ
ー
ラ
ン
』
五
〇
―
1
5
）
と
し
て
、
唯
一
絶

対

の

神

は
、

個

々

の

人

間

に
内

在

す

る
と

も

い
う

。

こ

の
矛

盾

に

対

し

て

正

統

派

イ

ス
ラ

ム
法

学
者

、

つ
ま

り

こ

れ

を

既

存

の

原

語

レ
ヴ

ェ

ル
で

理

解

し

よ

う
と

す

る

法

学

者
や

一
般

の

ム

ス
リ

ム

は
そ

の

理
解
に
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
は
、
喘

こ

の

一
説

を

拠

り

所

と

し

て

き

た
。

そ

も

そ

も

、

ム

ハ
ン

マ
ド

に
神

の
啓

示

が

降

ろ

さ

れ

た

の

が

、

彼

が
、

ヒ

ラ

ー

の
洞

窟

に

お
け

る

禁

欲

修
行

の
最

中

で

あ

っ
た

こ

と

を

考

え

れ

ば
、

そ

し

て

ム

ハ
ン

マ

ド

の

言

行

（
ス

ン

ナ
）

が

、

ム

ス
リ

ム
の

模

範

と

し

て

認
識

さ
れ

る

の
で

あ

れ
ば

、

ス

ー

フ
ィ

ー

の
ご

と

き

主

張

は

、

む

し

ろ

イ

ス
ラ

ム

に

お
け

る
宗

教

的

な

純

粋

性

を

背

景
と

し

て

い

る
と

も

考

え

ら

れ

る

。



ス

ー

フ

ィ

ー

の

世

界

表

現

こ

の

よ

う

に

、

ス

ー

フ

ィ

ー

の

起

源

は

、

ム

ハ

ン

マ
ド

自

身

に

求

め

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

。

神

と

の

合

一

体

験

、

そ

れ

は

い

わ

ば

忘

我

の

状

態

（

ト

ラ

ン

ス

）

で

あ

り

、

こ

の

忘

我

の

状

態

の

内

に

神

と

の

邂

逅

や

一

体

感

を

得

る

と

い

う

神

秘

体

験

の

こ

と

を

ス

ー

フ

ィ

ー

は

、

フ

ァ

ナ

ー

（
消

滅

）

と

呼

ぶ

。

こ

の

神

秘

体

験

は

、

本

来

言

葉

に

よ

っ

て

表

現

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

さ

れ

る

。

し

か

し

、

同

時

に

言

葉

で

な

け

れ

ば

こ

の

体

験

は

表

現

で

き

な

い

の

も

事

実

で

あ

る

。

少

な

く

と

も

、

言

葉

は

、

こ

の

神

秘

体

験

を

表

現

で

き

る

最

も

有

効

な

手

段

で

あ

る

。

故

に

、

多

く

の

神

秘

主

義

思

想

に

共

通

に

見

ら

れ

る

現

象

で

あ

る

が

、

ス

ー

フ

ィ

ー

の

フ

ァ

ナ

ー

体

験

も

象

徴

的

な

表

現

に

よ

る

こ

と

と

な

る

。

ま

た

、

時

に

は

逆

説

的

、

否

定

的

表

現

な

ど

も

多

用

さ

れ

る

。

と

い

う

の

も

、

彼

ら

の

体

験

し

た

世

界

は

「

目

に

見

え

な

い

絶

妙

（
ｄ
ａ
ｑ
ｉ
　ｑ
ｇ
ｈ
ａ
’ｍ

ｉ
ｄ
'）
は

、

伝

統

的

権

威

に

よ

っ

て

で

は

な

く

、

神

的

光

（
n
u
'
r
i
l
a
'
h
i
'
）
に
よ
り
事
物
を
把
握
で
き
る
ま
で
に
神
の
恩
寵
を
享
受
し
た

人

々

の

み

に

よ

っ

て

、

理

解

さ

れ

る

。
」

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

も

、

彼

ら

が

フ

ァ

ナ

ー

の

状

態

に

あ

る

と

き

は

「

彼

ら

の

眼

に

は

、

一

者

以

外

何

も

見

え

な

い

し

、

ま

た

自

己

自

身

す

ら

見

え

な

い

。

彼

ら

は

夕

ウ

ヒ

ー

ド

に

没

入

し

て

お

り

、

そ

の

た

め

自

己

自

身

さ

え

気

付

か

な

い

…

…

。

自

己

自

身

か

ら

死

滅

し

て

い

る

（
ｆａ
ｎ
ｉｙ
ａ
　
’ａ

ｎ
ｎ
ａ
ｆａ
ｓ
ｉ
　―
　ｈ
ｉ
）
の

で

あ

る

。
」

と

い

う

状

態

に

い

る

。

こ
の
フ
ァ
ナ
ー
の
状
態
は
「
い
ま
や
神
が
そ
の
僕
（
'
a
b
d
）
の
心
の
世
話

役
と
な
り
、
叡
智
（
'
i
l
m
）
の
光
で
心
を
照
ら
し
出
す
に
至
る
。
神
が
僕
の
心

の
世
話

を
引
き
受
け

、
｛
神
の
｝
恵
み

が
そ
の
上

に
満
ち
溢
れ
、
光
が

差
し

込
ん
で
く
る
と
、
心
が
開
き
、
神
の
国
（
m
a
l
a
k
u
'
t
）
の
神
秘
が
顕
示

さ
れ

る
」
と

い
う
具

合
で
あ
る
。

さ
ら

に
ガ
ザ
ー
リ

ー
は
フ
ァ
ナ
ー
の

状
態

を
神
を
表
す
焚

き
火

と

ス
ー

フ
ィ
ー
を
表
す
蛾

の
比
喩
で
表
現
す
る
。
つ
ま
り
火

の
周
り
に
集
ま
り
旋
回

す

る
。
最
後

に
焚
き
火
に
飛

び
込
み

、
一
瞬
の
内

に
燃
え
、
焚
き
火
の
一
部

と
な

る
よ
う

に
、

ス
ー
フ
ィ
ー
も

神
の
中

に
消
滅
し
、
神
と
合
一
で
き

る
と

す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、

フ
ァ
ナ
ー
の
状
態

は
一
切

の
束
縛
を
超
え

た
世
界
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
実
世

界
に
お
い
て
形
成

さ
れ

た
価
値
観
を
超
越
す
る
と
こ
ろ

に
、

真
実
の
世
界
、
神
の
世
界
を

見
よ

う
と
す

る
の
が
、
こ
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の

基
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
秘

主
義
思

想
と

の
強

い
共
通
性
と
し
て
認
識
で
き

る
、
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。

禅

と

神

秘

主
義

思

想

い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
思
想
と
禅
仏
教
、
あ

る
い
は
禅
の
思

想
（
以
下
禅
と

簡
略
に
表
記
）
の
関
係
は
、
神
秘
主
義
思
想
の
定
義
に
も
よ
る
が
、
未
確
定

な
部
分
も
存
在
す
る
。
し

か
し
、
本
小
論
で

は
、
前
述
の
よ
う
な
一
応
の
定

義
を
前
提
に
禅
思

想
を
神
秘
主
義
思
想
の
一
類
型
、
あ
る
い
は
仏
教
に
お
け

る
神

秘
主
義
思
想
の
典
型
的
な
事
例
と
い
う
視
点
を
ま
ず
検
証
す
る
。

禅とイス ラム神秘主義思想におけ る共通性について63



岩
波
の

『
哲
学
・
思
想

事
典
』
の
禅
宗

の
項
目

に
よ
れ
ば

、
「
彼

ら
は
ま

た
自

ら

の
立
場

を

〈
宗

教
〉

と
称

し
て

い

る
。

宗

教

と

は
究

極

的
真

理

（
宗
）
の
言
語
表
現

（
教
）
の

意
で

あ
る
が
、
も

と
も
と

究
極
的

な
真
理

は

言
語
化
で
き
な

い
か
ら
、
宗
教
そ
れ
自
体
が
す
で

に
ジ
レ
ン
マ
の
中

に
あ

る
。

そ
の
矛
盾
を

〈
信
〉

に
よ

っ
て
実
践
的

に
止
揚
す

る
こ
と

を
目
指
す

の
が
彼

等
の
立
場
で
あ

る
。
」

と
し

て
、
そ
の

立
場

を
象

徴
的

に
「
教

外
別
伝
、
不

立
文
字
、
直
指
人

心
、
見
性
成
仏
」
と

い
う
四
句
格
言
で

表
し
て

い
る
。

特

に
、
こ
こ
で

注
目

さ
れ

る
の
は
、
禅
が

い
わ
ゆ

る
「
定
言
的
結
論
や
、

二
項
対
立

的
概
念

を
も

っ
て
正

否

を
選
択
的

に
捉
え

る
合
理
性
」
（
同
）

を

前
提
と
す

る
、
経

典
や
教

理
の
固
定
化
し

た
解
釈

、
あ

る
い
は
そ
の
思

想
、

そ
れ
は
あ

る
意
味
で
文
化
と
し
て

日
常
世
界
を
表
現
す

る
概
念

レ
ヴ
ェ
ル
に

ま
で
固
定
化
さ
れ
て
し
ま

っ
て

お
り
、
真

の
宗
教
性

を
表

し
て

い
な
い
、
と

い
う
認
識

を
前
提

と
し
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
前

提
に
則
っ
て

、
褝
で

は
禅
特
有

の
「
言
語
行

為
つ
ま
り
詩
文

や
固

定
的
概
念

打
破
の
た
め
の
否
定
辞
、
あ
る
い
は
象
徴
的
表
現
は
む
し
ろ
多
用

す

る
」

の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
従
来
の
仏
教
の
「
言
語
に
よ
る
整
然
と
し
た

教

理
体

系
の
形

成
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
宗
派
の
あ
り
よ
う
に
た

い
す
る
強
烈

な
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
」
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た
言
語
表
現
や
常
識
を
超
越
し
、
宗
教
性

の
抜
け

殼
と
な
り
、
本
来
の
宗
教
が
も
と
め
た
真
理
を
固
定
化
し
形
骸
化
し

た
知
の
体
系
か
ら
自
由

に
な
り
、
真
実
世
界
に
肉
薄
す

る
た

め
に
、
知
性
も

感

性
も
極
限
ま
で
磨
き
つ
く
し
た
そ
の
結
果
、
生
ま
れ

た
も
の
が
褝

に
お
い

て

は
詩
文
で

あ
り

、
象
徴
的

な
言
葉
遣
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ

は

『
無
門

関
』

の
冒

頭
の
「
習
庵
序
」
に
お
い
て
陳
墳
が

「
説
道
無

門
、
尽
大

地
人
得
入
。
説
道
有

門
、
無

阿
師
分
。
（
仏
教

の
悟
り
、
つ
ま
り

真
実

の
法

を
体
得
す
る
特
別

の
方
法

は
な

い
、
説
い
て
し
ま
う
と
全
て
の
こ

と

が
悟
り

に
な

っ
て
し
ま
う
。
逆

に
、
特
定
の
方
法
が
あ
る
、
と
す

る
な
ら

ば

悟
り
が

固
定
化

さ
れ
て
し

ま
い
、
本

来
の
悟
り

の
道
か
ら

外
れ
て

し
ま

う
）
」
、
あ
る
い
は

『
無
門
関
』
第

一
九
の

南
泉
、
因
み
に
趨
州
問

う
「
如
何

な
る
果
こ

れ
道
」
。
泉
曰
く

「
平
常

心
是

道
な
り
」
。
州
云
く
、
「
還

っ
て
趣
向
す
べ
き
や
」
。
泉
曰
く
、
「
向

わ
ん
と
儀
す
れ
ば
即
ち
乖

く
」
。
州

云
く
、
犠

せ
ず
ん
ば
、
争
で

か
是

道
な
り
こ
と
を
知
ら
ん
。
」
泉
曰
く
、
「
道
は
知

に
も
属
せ
ず
、
不
知

に

も
属

せ
ず
。
知
は
是
れ
妄
覚
、
不
知

は
こ
れ
無
記
。
若
し
真
に
不
義
の

道
に
達
せ
ば
、
猶
お
太
虚
の
靡
然
と
し
て
洞
豁
な
る
が
如
し
、
豈
に
強

い
て
是
非
す
可
け

ん
や
」
。
…
…
頌

に
曰
く
春

に
百
花
あ
り
、
秋

に
月

有
り
…
…
年
じ

ゅ
う
こ
の
世
は
極
楽

さ
。

こ
の
話

は
、
南
泉
和
尚
が
、
弟
子

の
趨
州

か
ら
「
道
」

つ
ま
り
悟
り
の
方

法
、
あ
る

い
は
、
「
悟
り
そ

の
も
の
、
つ
ま
り
真
実
」
、
こ

れ
を
合
わ
せ
て
悟

り
の
状
態

に
つ
い
て
訊

ね
ら
れ
た
時
の

会
話
で
あ

る
。

南
泉
和
尚

は
、
「
道

（
悟
り
）
」

は
、
既

存
の
文
化

レ
ヴ

ェ
ル
で
固
定
化
さ
れ
た
知
で

は
表
し
え
な

い
も
の
で
あ
り
、

か
と

い
っ
て
そ
れ
を
知
る
（
言
語
で
捉
え
る
）
こ
と
が
で

き
な

い
わ
け
で
も

ま
た
な
い
、
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
日
常
的
な
固
定
化
さ

れ

た
言
語

レ
ヴ
ェ
ル
で

は
、
道

つ
ま
り
悟
り
は
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
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が
、
し

か
し
、
神
秘
主
義
思
想

レ
ベ
ル
の
知
、
と
い
う
よ
り
智

か
ら
生
ま
れ

る
言
葉

に
よ

っ
て

は
、

こ
れ
を
表
現

で
き

る
と
し
て

い
る
。
し

か
も
、
「
道

（
悟
り

）」

は
、
そ
れ
を
客
観
的

な
言
葉

と
し
て

表
現
す

る
こ
と

は
で
き

ず
、

結
果
と
し
て
象
徴
的
な
、

そ
れ

は
新
し

い
言
葉

の
用
例
以
外

に
は
不
可

能
で

あ
る
、
と

教
え
て

い
る
。

つ
ま
り
、
悟
り

の
境
地

は
「
言
語
道
断
」
で

あ
り
、
こ
れ
を
表
現
す

る
こ

と
は
竜
樹
の
『
中
論
』
に
展
開
さ
れ
る
八
否
の
論
理
や
、
臨
済
の
「
仏
に
逢

え
ば
仏
を
殺
し
、
祖
師
に
逢
え
ば
祖
師
を
殺
し
、
…
…
」
な
ど
に
顕
著
に
現

れ
て

い
る
よ
う

に
非
日
常
的
言
語
表
現

の
み
可

能
と

い
う
思
想
で

あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
思
想

は
、
日

本
思
想

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て

い
る
こ
と
は
衆
知
の
こ

と
で

あ

る
が
、
『
佛
道
を

な
ら

う
と

い
う
は
、
自

己
を
な
ら
う
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と

い
う

は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自

己

を
わ
す

る
る
と

い
ふ
は
、
満
法

に
証
せ
ら

る
る
な
り
。
万
法

に
証
せ
ら

る

る
と

い
う
は
、
自
己
の
身
心
お
よ

び
他
己

の
身

心
を
し
て
脱
落
せ
し
む

る
な

り
。
悟
迹

の
休
歇
な
る
悟
迹
を
長
長
出

な
ら
し
む
。
」
（
現
成
公
案
）

に
顕

著

で
あ

る
し
、
西
田
幾
多
郎
の

『
禅

の
研
究
』

に
お
け
る
「
絶
対
矛
盾

の
自
己

同
一
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て

い
る
境
地
も
、
神
秘
主
義
思
想
の
系
譜

と
し
て
師
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。

禅

と

ス

ー

フ

ィ
ズ

ム
の

共

通

性

禅
の
超
越
的
、
脱
日
常
的
思
考
や
言
語
表
現
は
、
ス
ー

フ
ィ
ー
文
献

に
も

頻
出
す
る
。

君

は

そ

れ

に

対

応

す

る

も

の

が

何
も

存

在

し

な

い

名

前

を

知

っ
て

い

ま

す

か

。

君

は

「
ば
」
「
ら
」

と

い

う

文

字

か
ら

、

ば

ら

を

摘

み

取

っ
た

事

が

あ

り

ま

す

か

。

君

は

神

に

も

名

を

つ
け

る
。

そ

れ

な
ら

行

っ
て

、

君

が

名

づ
け

た
実

在

を

探

し

出

し

て

き

な

さ

い
！

水
の
中
に
で
は
な
く
、
大
空
に
月
を
探
し
求
め
な
さ
い
！
…
…
…
中
略
。

君

が

単

な

る

名

前

や
文

字

を

超
え

た
所

に
登

り

た

い

と
願

う

な
ら

、

直

ち

に

自

我

か
ら

自
由

に

な
り

な

さ

い
。

そ

う
す

れ
ば

君

は
自

分

自

身

の
輝

く

本

質

を

見

る
だ

ろ

う
。

ま
た
、
「
あ
な
た
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
魂
（
a
l
 
-
r
u
'
h
'
）
の
存
在
に
関
す

る

知

的
了

解

は
、

直

角
的

で

あ

り

、

尋

常

の

知

性
で

は
そ

れ

を

知

る
こ

と

は

で

き

な

い
。
」

と

い

う

こ
と

を

。

一

方

、
『
無

門

関
』

の
第

二

二

の

頌

に

お

い

て

「
問

い

と

答

え

の

ど

ち

ら

を

と

る

か

、

多
く

の

人
が

骨

折

っ

た
。

兄

弟

仲

よ

く
恥

晒

し

。

陰

陽

離

れ

た

永

遠

の
春

。
」

と

い

う

よ

う
な

頌

に

は

、

ま

さ

に

日
常

的

な

知

の
限

界

を

超

え

た

立
場

か
ら

言
葉

が
発

せ

ら

れ

て

お
り

、

禅

、

ス

ー

フ

ィ

ー
双

方

の

思

想

的
な
立
場
が
、
神
秘
主
義
思
想
を
媒
介
に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
可
能
性
を
示

し

て

い

る
。

禅

者

も

ス

ー

フ

ィ

ー

た
ち

も

、

と

も

に

そ

の
深

い
思

索

と

あ

ふ

れ

ん

ば

か

り

の

信

仰

心
、

そ

し

て

巧

み

な

言

葉

で

、

悟

り

体

験

や

神

秘

体

験

で

あ

る

フ

ァ

ナ

ー
の

状

態

を

表

現

し

よ

う

と

し

、

主

体
的

な

言

語

・
文

法

を

あ

み

だ
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し
て
き
た
。
つ
ま
り
両
者
は
既
存
の
文
化
伝
統
の
枠
を
超
え
た
レ
ヴ
ェ
ル

か

ら
独
自
の
言
語
表
現
を
用
い
て
、
宗
教
体
験
を
表
し
て
き
た
。
そ
の
方
法
も

精
神
も
両
者

に
共
通
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
な

か
に
は
。
優
れ
た
珠
玉
の
箴

言
集
、
あ

る
い
は
詩
集
、
思
想
書
が
と
な

っ
て

い
る
も

の
も
す
く
な
く
な

い
。

つ
ま
り
、
悟
り
や

フ
ァ

ナ
ー
体
験

か
ら
生
ま
れ

た
境
地

は
、
深
遠

に
し
て
、

広
大
、
自
由

に
し
て
柔
軟
な
禅
の
思
想
や

ス
ー
フ
ィ
ー
思

想
を
生
み
出
し
、

そ
れ
は
多
く

の
優
れ
た
文
学
作
品
の
み
な
ら
ず
、

絵
画
や
芸
術
、
建
築
さ
ら

に
は
現
実
政
治

に
ま
で
広
く
展
開
さ
れ
た

の
で
あ

る
。

そ
の
意
味
で
両
者

は
共
通
の
宗
教
的
境
地
、
普
遍
精
神
世
界
を
共
有
し
て

い
る
と
言
え

る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想

は
、
褝
や

ス

ー

フ
ィ

ー
の
活
動
を
通
じ
て
神
秘
主
義
文
明
と
で
も
呼
べ

る
よ
う
な
包
括
的

な
文
明
現
象

に
ま
で
拡
大
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
佐
保
田
鶴
治
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
ヨ
ー
ガ
ヘ
』
平
河
出
版
社
、
昭
和
五

二
年
、
三

六
頁
。

（
２

）
　
同

「
イ

ン
ド
の
神
秘
思

想
」
『
道
友
』
（
Ｎ
０
.５
）
　ヨ
ー

ガ
禅

導
院
、
昭
和
五

四

年
、
三
～
四
頁
。

（
３
）
　
井

筒
俊
彦
『
意
識

の
形
而
上
学
』

中
央
公

論
社
、
一
九
九
三
年

、
五

九
項
。

（
４
）
　
同

『
意
識
と
本
質
』
（
『
井

筒
俊
彦

著
作
集
』
六
巻
）
　一
九
九
二
年
、
一
〇

八

頁

。

（
５
）
　
こ
れ

を
端
的

に
示
し

た
の

が
Ｅ

・
サ
イ
ー

ド
で
あ
る
。
板

垣
雄
三

ほ
か
訳

『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ

ム
』
平
凡
社
、
一
九

八
六
年
。

（
６

）
　
神
秘
主
義
思
想
は
、
思

想
の
流
動
性
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
既

存
の
思

想
や
社
会
に
と

っ
て

は
時
に
破
壊

的
な
運
動
と
も
な
る
。
多
く
の
思
想
運
動
は
、

神

秘

主

義

思

想

と

の

関

連

で

考

え

る

こ

と

も

可

能

で

あ

る

。

拙

論

「

現

代

の

原

理

主

義

」

と

「

神

秘

主

義

思

想

と

現

在

」

（

芹

川

ほ

か

）

『

宗

教

と

法

』

北

樹

出

版

、

一

九

九

六

年

、

五

〇

～

一

〇

三

頁

。

（
７
）
　
佐
保
田
前
出
書
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
ヨ
ー
ガ
ヘ
』
四
三
頁
。

（

８

）
　

同

右

（

９

）
　

同

三

七

頁

（
1
0

）
　

同

右

（
1
1
）
　
『
チ
ャ
ン
ド
ギ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
関
し
て
は
、
佐
保
田
訳
に
現

代

的

な

視

点

を

加

え

て

修

正

し

た

。

（
1
2
）
　
佐
保
田
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
ヨ
ー
ガ
ヘ
』
五
二
頁
。

（
1
3

）
　

同

右

三

七

頁

。

（
1
4

）
　

同

右

三

八

頁

。

（

1
5

）
　

井

筒

前

出

『

意

識

と

本

質

』

一

一

六

頁

。

（
1
6

）
　

前

出

『

道

友

』

三

頁

。

（
1
7

）
　

同

上

。

（

1 8

）
　

Ｓ
.

　

Ｒ

ｉｚ
ｖ

ｉ
.　

”
Ａ

　

Ｈ

ｉｓ

ｔ
ｏ

ｒ
ｙ

　
ｏ

ｆ
　
Ｓ
ｕ

ｆ
ｉｓ
m

　
ｉ
ｎ

　
Ｉ
ｎ

ｄ

ｉａ

”
　

Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ
.　

１
９

７
５
.

な

ど

に

こ

の

よ

う

な

視

点

が

示

さ

れ

て

い

る

。

（
1
9

）
　

嶋

田

襄

平

ほ

か

『

イ

ス

ラ

ム

事

典

』

平

凡

社

一

九

八

六

年

。

（
2
0

）
　

中

村

広

治

郎

「

ガ

ザ

ー

リ

ー

の

祈

祷

論

」

大

明

堂

、

昭

和

五

七

年

、

三

九

頁

。

（
2
1

）
　

同

四

二

項

。

（
2
2

）
　

四

六

頁

。

（
2
3

）
　

西

村

恵

信

『

無

門

関

』

（

岩

波

文

庫

）

（
2
4

）
　

入

矢

義

高

『

臨

在

録

』

（

岩

波

文

庫

）

九

七

頁

。

（
2
5

）
　

こ

の

点

に

関

し

て

は

小

坂

国

継

訳

・

注

『

禅

の

研

究

』

（

講

談

社

学

術

文

庫

）

に

詳

し

い

。

（
2
6

）
　

Ａ

・

二

コ

ル

ソ

ン

（

中

村

広

治

郎

訳

）

『

イ

ス

ラ

ム

神

秘

思

想

』

（

平

凡

社

文

庫

）

九

一

頁

。
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（
2
7
）
　

Ａ

．
　
Ｈ

ｕ

ｊ
w
ｉｒ
ｉ
　
”
Ｋ

ａ
ｓ
ｈ
ｆ
　
ａ

ｌ
-Ｍ

ａ
ｈ
ａ
ｊ
ｕ

ｂ
"
　
Ｌ
ａ
ｈ
ｏ

ｌｅ

．
　
Ｈ

１
３
９
８
.　
ｐ

．
　
１
７
６

．

（
2
8
）
　

前

出

『

無

門

関

』

九

七

頁

。

（
2
9
）
　
著
者
の
宗
教
と
文
明
の
関
係
に
関
す
る
考
え
は
拙
著
『
イ
ン
ド
仏
教
は
な
ぜ

死

ん

だ

か

』

（

二

〇

〇

二

）

北

樹

出

版

を

参

照

。

（

ほ

さ

か

・

し

ゅ

ん

じ

、

イ

ン

ド

哲

学

・

宗

教

学

、

麗

澤

大

学

教

授

）
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