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イ
ス

ラ

ー

ム

は

現
在
も
っ

と

も
急
速
に
拡
大
す
る

世
界
宗
教
と

さ
れ
る

。

一

九
七

〇

年
代
以

降
の

イ

ス

ラ
ー

ム

復
興
に

よ

っ

て、

世
俗

　
化
の

流
れ
が
逆
転
し、

人
び
と
の

間
に

「

宗
教
に

よ
る
絆
」

が

再
生

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

イ

ス

ラ

ー

ム

で

は
、

具
体
的
な
行
為
規
定
を
伴
う
シ

ャ

　
リ
ー

ア

（
天

啓
の

法）

を、

信
徒
の

日

常
生

活
の

規
範
た

ら
し
め

る
。

そ
の

法
は

世

界
的
な
ウ

ン

マ

（
イ

ス

ラ

ー

ム

共
同
体）

の

法
で

あ
る
と
共
に、

　
地
域
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

を

再

構
築
す
る
際
の

基

盤
と

な
る

。

国
家
の

制
定
法
か
ら
排
除

さ
れ

て

も、

シ

ャ

リ

ー

ア

は
ム

ス

リ
ム

の

信
仰

行
為、

家
族
関

　
係、

日

常
生

活、

地
域
社
会
の

活
動
な
ど
に

お
い

て

根
強
く

残
り

、

そ
れ
が
イ
ス

ラ

ー

ム

復

興
と

共
に

再
強
化
さ
れ
て

き
た

。

共
同

体
的
な
実
践
が
信

　
仰
の

発
露
と

な
る

こ

と
が
一

般
的
で

あ
り、

モ

ス

ク

（
礼
拝

所）

が
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

中
心
と
な
る

。

共
通
の

現
象
と

し
て

（
一
）

聖

典
ク
ル

ア

ー

ン

　
な
ど
の

イ
ス

ラ

ー

ム

教
育、

（ 、
一
）

モ

ス

ク

建
設
と

礼
拝
の

奨
励、
（
三）

相
互

扶
助
な
ど
の

福
祉

活
動、

（

四）

巡
礼
の

増
加、

（

五
）

イ
ス

ラ

ー

ム

銀

　
行
の

設
立
な
ど

が

観・
察
さ
れ

る
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド

〉
　
イ
ス

ラ

ー

ム

復
興、

ウ

ン

マ
、

シ

ャ

リ

ー

ア、

モ

ス

ク

建
設

、

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

は

じ
め

に

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
で

は
、

現
代
の

宗
教
思
想
や

倫
理
と

し

て

の

イ
ス

ラ

ー
ム

の

有
効
性
を

確
立

す
る

た

め

の

営
為
が

、

一

九
世
紀
後

半
か

ら

続
け
ら

れ

て

今
日
に

至
っ

て

い

る
。

特
に

、

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興

、

す
な
わ

ち

現
代
に

お
い

て

イ

ス

ラ
ー

ム

的
な
価
値
観
や

倫
理

の

再
生

を
め

ざ

す
思
潮
や

運
動
が

、

一

九

七

〇

年
代
以
降
に

各
地

で

顕
在
化
す
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
れ

ま
で

非
常
に

影
響
力
の

強
か
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っ

た

近
代
化
や

世
俗
主

義
、

あ
る
い

は

ナ
シ
ョ

ナ

リ
ズ

ム

や

社
会
主
義
が
限
界
性
を

露
呈
し

、

イ
ス

ラ

ー

ム

が

現
代

宗
教
と
し

て

再
び

活
力
を
示
す
よ

う
に

な
っ

た
。

　

以
下
で

は
、

筆
者
が

調
査
を
お

こ

な
っ

て

き
た

ア

ラ
ブ

圏
の

エ

ジ

プ

ト
、

パ

レ

ス

チ

ナ
、

ヨ

ル

ダ
ン

、

レ

バ

ノ

ン

な
ど

に

お

け
る

イ

ス

ラ
ー

ム

復
興
の

実
態
を
概
観
し

、

そ
れ

に

加
え
て

非
イ

ス

ラ

ー

ム

圏
の

イ

ギ

リ
ス

の

事
例
を
取
り
上

げ
て

、

論
を

進
め

る
。

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
運
動

　
ー

　
イ
ス

ラ

ー

ム

の

絆
を

取
り一
昃

す

運

動

　

本

節
で

は
、

イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
運

動
を

、

イ

ス

ラ

ー
ム

に

お

け
る

「

宗
教
の

絆
を

取
り
戻

す
運

動
」

と

し

て

考
え
て

み

た

い
。

従

来
、

政
治
面
で

の

宗
教
的
な

運
動
に

注
目

が

集
ま
っ

て

き
た

が
、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
と

は

単
な
る

政
治
の

問
題
で

も
、

あ
る
い

は

信
仰

体
系
と

し

て

の

イ
ス

ラ

ー
ム

の

復
興
を

め

ざ

す
も
の

で

も
な

く、

信
徒
の

共
同
体
を

回
復
し

、

そ
の

社
会
的
な

活
力
を

再
生
し

よ

う
と

す
る

側
面
が

強
い

か

ら

で

あ
る

。

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
1）

　
イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
は
、

二

〇

世
紀
後
半
に

生
じ
た
「

宗
教
復

興
」

の

も
っ

と

も
明
確
な
顕
在
化
の
一

つ

と

し

て
と

ら
え
ら
れ

る
こ

と

が

多
い

。

か
つ

て
、

一

九
七

〇

年
代
末
か

ら

イ
ラ

ン
・

イ
ス

ラ

ー

ム

革
命
を

初
め

と

す
る

政
治
面
に

お

け
る

イ
ス

ラ
ー

ム

復

興
が
生

じ

た

際
に

、

こ

れ

が
一

過

性
の

現
象
か

ど
う
か
と
い

う
議
論
が
な
さ

れ
た
こ

と

が

あ
る

が
、

こ

れ
ま
で

三

〇

年
以
上

に

わ

た

る

史
的
展
開

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2）

を

見
る

と
、

イ
ス

ラ
ー

ム

復

興
が

イ
ス

ラ
ー

ム

世

界
の

ほ

ぼ

全
域
で

観
察
さ

れ

る

現
象
で

あ
る
こ

と

は
、

も
は

や

疑
い

を
入
れ

な
い

。

　
な
ぜ
、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
が

生
じ

る

の

か

に

つ

い

て

い

く
つ

か
の

議
論
が

あ
る

が
、

「

近

代
化
」

を
一

つ

の

鍵
と

し

て

考
え
る

な

ら

ば
、

復
興
の

広
が
り
も
理
解
し

や

す
い

か

も
し
れ
な
い

。

イ

ス

ラ

ー

ム

諸
国
は

い

ず
れ

も

列
強
の

植
民
地

支
配
か

ら

独
立

し

た

後
、

近
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現代宗教 と し て の イス ラ
ー

ム

代
化
や

経
済
開
発
を

推
進
し

て

き

た
。

そ
の

結
果、

医

師、

技
師

、

弁
護
士

、

大
卒
の

職

業
人
な
ど

の

近

代
的
エ

リ
ー

ト

が

生

み

出
さ

れ

た
。

そ

の

過
程
で

、

近
代
的
な

普
通
教
育
が

普
及
し
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

知
識
が

伝

統
的
な

師
弟
制
に

よ

る

学
習
で

は

な
く

、

識

字
を

前
提
と

す
る

学

習
に

よ
っ

て

広
が
っ

た
。

そ
こ

か
ら

、

高
学
歴

層
の

間
で

も

イ

ス

ラ

ー
ム

的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

へ

の

回

帰
が

生
じ

（
3）た

。

　
そ

の
一

方
で

、

近
代
化
に

は

負
の

側
面
も
生

じ

る
。

国
家
に

よ

る

近

代
化
の

推
進
や

自
由
化
さ

れ

た

民
問
部
門
の

躍
進
に

よ
っ

て
、

経
済
が

活
性
化
す
る
一

方
、

そ
こ

か
ら
取
り
残
さ
れ

る

諸
階
層
が

生

じ
、

貧
富
の

差
が

拡
大
し

、

農
村
か

ら

都
市
に

流
入
し

た

人

び

と

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
4）

が

都
市
の

新
し

い

貧
困
層
を

形
成
す
る

と
い

っ

た

状
況
が

生

ま
れ
る

。

こ

の

よ

う
な

「

持
た

ざ
る

者
」

た

ち
に

と
っ

て
、

最
後
に

残
さ

れ
た

資
産
が

イ
ス

ラ
！

ム

と
い

う
宗
教
的
な

価
値
で

あ
っ

た
。

そ

れ

だ

け
で

は

な

く
、

国
家
に

よ
る

福
祉

制
度
が

及
ば
な

い

人

び

と

に
、

イ

ス

ラ

ー

ム

的
相
互
扶
助
の

手
が

さ

し
の
べ

ら

れ

た
。

そ
の

よ

う
な
相
互

扶
助
を

推
進
す
る

の

は
、

上

述
の

イ
ス

ラ

ー

ム

回
帰
し

た
エ

リ
ー

ト
層
で

あ
り

、

両

者
の

願
い

が

合
わ
さ
っ

て

イ
ス

ラ
ー

ム

復
興
へ

の

支
持
が

広
ま
っ

た
。

　

そ
の

よ

う
な
状
態
が
七
〇

年
代
以
降
に
は

広

範
に

見
い

だ

さ

れ

る
。

そ
し
て

、

こ

の

時
代
は

、

近

代
的
な
イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

が
、

ア

ジ

ア
、

ア

フ

リ
カ

の

イ

ス

ラ

ー

ム

諸
国
で

明
ら
か

な
限

界
を

見
せ

始
め

た

時
期
で

あ
っ

た
。

世

俗
主

義
、

近

代
主

義
、

ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ

ム
、

社
会
主
義
な
ど

、

さ

ま
ざ
ま
な

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

が

競
合
し

た

上
で

、

い

ず
れ
も
限

界
に

突
き

当
た

っ

た
。

冷
戦
の

終
焉
後
に

、

資

本
主

義
、

自
由

民
主

主

義
、

市
場
主

義
な
ど

が

「

勝
ち

残
っ

た
」

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

と

し

て

国

際
社
会
を

席
巻

す
る

よ

う
に

な
っ

た

結

果
、

イ
ス

ラ
ー

ム

世

界
で

は
、

そ

の

よ

う
な

世

俗
的
な

道
と
イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
と

い

う
代
替
案
と
に

、

個
人

と

社
会
の

選
択
が
二

極
化

す
る

傾
向
が

強
ま
っ

た
。

　

イ
ス

ラ

ー

ム

は

時
に

「

現
代
に

お
い

て

も
っ

と
も

急
速
に

拡
大
し

て

い

る

世
界
宗
教
」

と

さ
れ
る

。

二

〇

〇

九

年
一

〇

月
に

発
表
さ

73 （907）
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（
5）

れ
た

信
頼
の

置
け
る

調
査
に

よ

れ

ば
、

世

界
人
口
の

二
一
二

％

程
度
が
ム

ス

リ
ム

（

イ

ス

ラ

ー
ム

教

徒
）

と

さ

れ

る
。

一

九
五

〇

年
に
一

五

％
、

二

〇

五

〇

年
の

予
想
が
二

九
％

で

あ
る
こ

と

を

踏
ま
え
る

な

ら

ば
、

そ
の

増
加
・

拡
大
は

疑
い

を
入

れ

な
い

。

「

イ
ス

ラ
ー

ム

世
界
」

を

地
理
的
に

同
定
す
る

こ

と

は

必

ず
し
も
容
易
で

は

な
い

が
、

主

権
国
家
に

よ

る

国
際
機
構
と

し
て

の

イ
ス

ラ

ー
ム

諸
国
会
議

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
（
6）

機

構
（
OIC

）

に

は
五

七

力

国
が

加
盟

し

て

い

る
。

こ

の

ほ

か
、

ム

ス

リ
ム
・

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

が
大

き
な
意

味
を

持
っ

て
い

る

国
が

五

〇

余
あ
り

、

総
計
す
る

と

世
界
の

中
の
一

一

〇

力

国
程
度
が

何
ら

か

の

形
で

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
の
一

部
を

形
成
し
て

い

る

と

考
え
ら

　（
7｝

れ
る

。

　

欧
米
諸
国
や

日
本
で

は
、

比

較
的
新
し
い

宗
教
で

あ
る

。

第
三

節
で

取
り
上

げ
る

イ

ギ

リ
ス

の

事
例
を

見
る

と
、

最
も
古
い

モ

ス

ク

が
一

八

八

九

年
の

建
立
で

あ
る

か

ら
、

そ
れ

で

も
］

二

〇

年
以

上
の

歴

史
が

あ
る
こ

と

が
わ

か

る
。

凵

本
の

場
合

、

最
古
の

神
戸
モ

ス

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
8）

ク

が
一

九、
二

五

年
の

建
設
で

あ
る

か

ら
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

歴

史
は
か

な

り
新
し
い

。

さ

ら
に

、

イ

ギ

リ
ス

で

は

人

口

の

三

〜

五

％

と

は

い

え
、

キ

リ
ス

ト

教
に

次
ぐ
第
二

の

宗
教
と
な
っ

て

い

る

が
、

日

本
で

は
、

よ

う
や

く
そ
の

存
在
が

認
知
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

ー

の

宗
教
で

あ
る

。

　

い

ず
れ

に

し

て

も
、

欧
米
や

日

本
な

ど
、

こ

れ

ま
で

は

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
で

は

な
か
っ

た
地
域
に

お
け
る

ム

ス

リ
ム

の

増
加
は

移

民

を
中
心
と
し

て

お

り
、

新
た

に

増
え
た

移

民
同
士
の

相
互

扶
助
と

し
て

も
イ

ス

ラ
ー

ム

復

興
が
広
が
っ

て

い

る
。

　

2
　
個
人
と

社
会
を

律
す
る

イ
ス

ラ
ー

ム

法

　

宗
教
と

し

て

の

イ
ス

ラ
ー

ム

が

現
代
で

も
有

効
性
を

持
ち
え
て

い

る

こ

と

は
、

こ

の

よ

う
な
イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
の

現
状
を

考
え
る
と

不
思
議
で

は

な
い

が
、

思
想
的
な
文
脈
か
ら
見
れ
ば

、

な

ぜ

そ
れ

が
可

能
で

あ
り
え
た

か
一

考
を

要
す
る

。

な

ぜ

な
ら

、

一

九

世
紀
以

降
の

イ
ス

ラ
ー

ム

世
界
で

は
、

西
洋
近
代
と

の

邂
逅
に

よ
っ

て

伝
統
的

な

イ
ス

ラ

ー

ム

へ

の

懐
疑
や

批

判
が

吹
き
出
し

、

そ
の

苦
境
を
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現代宗教 として の イ ス ラ
ー

ム

脱
す
る

た

め

に

近
代
化
・

西
洋
化
・

世
俗
化
が

必
要
で

あ
る

と

説
く
思

潮
が

強
ま
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

実
際
に

、

第
一

次

世
界
大
戦
ま

で

「

イ
ス

ラ
ー

ム

世

界
の

盟
主
」

と
さ

れ

て

い

た

オ
ス

マ

ン

朝
の

崩
壊

2
九
二

二

年〉

の

後
に

建
国
さ

れ

た
ト
ル

コ

共
和
国
は

、

国
を

挙
げ
て

西
洋
的
な
近
代

国
家
作
り
に

邁
進
し
た

。

現
代
に

お

け
る

イ
ス

ラ

ー

ム

の

有
効
性
が
問
わ

れ

る

も

う
一

つ

の

大
き
な

理

由
は

、

イ
ス

ラ
！

ム

が

政
教
分

離
を

否
定

す
る

傾
向
を

強
く
持
っ

て

い

る
こ

と

で

あ
っ

た
。

確
か
に

、

政
治
と

宗
教
と

を

分
離
し

て
、

内
面
の

宗
教
と

し
て

生

き
延
び

る

の

で

な
け
れ

ば
、

現
代
の

宗
教
と
し

て

継
続
す
る

こ

と

は

む

ず
か
し
い

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
9）

　

そ
れ

を
考
え
る

と
、

政
教
一

元

論
の

基
本
を
維
持
し

な
が

ら
、

現
代
に

お
け
る

イ
ス

ラ
ー

ム

の

再
構
築
を

主

張
し
た

イ
ス

ラ
ー

ム

復

興
が
、

な

ぜ

可
能
で

あ
っ

た
の

か

は
、

重
要

な

論
点
と
な

ろ

う
。

そ

れ

に

答
え
る

こ

と

は

本
稿
の

目

的
で

は

な
い

が
、

「

宗
教
的
な
絆

の

再
生
」

と

い

う
論
旨
に

沿
っ

て
、

基

本
的
な
ポ

イ
ン

ト
は

指
摘
し
て

お

き
た

い
。

　

お

そ

ら

く
、

イ
ス

ラ
ー

ム

が

近

現
代
で

も

有
効
性
を

持
ち
得
た

理
山
を

煮
詰
め

て
い

く
な
ら

ば
、

シ

ャ

リ
ー

ア
ーー

イ
ス

ラ
ー

ム

法
が

イ
ス

ラ
ー

ム

の

核
に

あ
る

こ

と
、

そ

し

て
、

そ
の

イ
ス

ラ

ー

ム

法
が
「

自
律
的
な
社
会
の

法
」

と

し
て

発
展
し

、

運

用
さ

れ

て

き
た
こ

と

が

理
解
の

鍵
と
な
る

。

イ
ス

ラ

ー
ム

法
は

、

二

つ

の

宗
教
的
典
拠

、

す
な
わ

ち
、

七

世

紀
の

ア

ラ
ビ

ア

半

島
で

成
立
し
た

聖
典

で

あ

　

　
　

　

　
　（
10）

る

「

ク
ル

ア

ー

ン
」

と
、

そ

の

聖

典
を

伝
え
た

預
言
者
ム

ハ

ン

マ

ド
の

「

言
行
録
（

ハ

デ
ィ

ー

ス

ご

に

依
拠
し

て

い

る
。

ム

ハ

ン

マ

ド

の

言
行
録
を
収

集
・

編

纂
し

た

「

ハ

デ

ィ

ー
ス

集
」

が

確
立
し
た

の

は

九
〜
一

〇

世

紀
で

あ
る

が
、

そ

れ

ま
で

に

も
二

つ

の

典
拠
に

基

づ

い

て
、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
学
者
た

ち
が

さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
を
お
こ

な
っ

て
、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

具
体
的
な

法
規
が

生

成
さ

れ

て

き

た
。

　

た

と

え
ば

、

信

徒
が

守
る
べ

き

義
務
と

し

て

「

五

行
」

が

ク
ル

ア

ー

ン

に

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

「

礼
拝
を

確
立

し
、

定
め

ら

れ

た

喜
捨
を
差
し

出
し
な

さ
い
」

（
雌

牛
草
一
一

〇

節
ほ

か
）

と

明
示
さ

れ

て

い

る

も
の

の
、

ど

の

よ

う
な
作

法
で

礼
拝
す
る

の

か
、

ど

れ

だ

け
の

額
な
い

し
は

比
率
で

喜
捨
を

す
べ

き
な
の

か
、

細
目

は

書
か

れ

て

い

な
い

。

そ
れ

を

示
す
の

が
ハ

デ

ィ

ー

ス

で

あ
る

が
、

ハ

75 （909）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

デ
イ

ー

ス

に

は

事
柄
毎
に

多
様
な

表
現
が

あ
り

、

そ
れ

ら

を

総
合
し
て

最
終
的
な

判
断
を
下

す
の

は

法
学
者
の

仕

事
と

な
っ

た
。

　

そ
の

た

め
、

一

〇

世
紀
頃
に

は
、

法
の

担
い

手
・

守
り
手
と

し
て

の

法
学
者

ー
法
学
以
外
の

イ
ス

ラ
！

ム

諸
学
を

含
め

れ
ば

、

ウ

ラ

マ

！

（

イ

ス

ラ
ー

ム

学
者
）

全

体

　
　
が

社
会
的
な

集
団
と

し
て

成
立

し
、

そ
れ

以
降
今
日
に

至
る

ま
で

法
学

、

ハ

デ
ィ

ー

ス

学
、

啓
典

解
釈
学

、

神
学
な
ど

の

諸
分
野
の

専
門

家
と

し
て

活
動
し

て

き
た

。

イ
ス

ラ

ー

ム

法
は

、

宗
教
や

信
仰
儀
礼
か

ら

始
ま
っ

て
、

個
々

人
の

生

活
、

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

活
動

、

よ

り
広
い

経
済

、

政
府
の

統
治
行
為
や

外
交
に

至
る

ま
で

、

社
会
の

す
べ

て

の

分
野

に

お
い

て
、

法
規
定
を

示
す
も

の

と

さ

れ

る
。

そ
れ

は
、

具
体
的
に

は
、

い

か

な

る

問
題
や

論
点
で

あ
れ

、

法
学
者
た

ち
が

「

イ
ス

ラ

ー
ム

の

教
え
」

の
且ハ

体
的
な

細
目

を

示
す
と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

前
近

代
に

は
、

法
学
者
た

ち

が

裁
判
官
を

務
め

て

い

た

か

ら
、

こ

れ

は

単
な

る

理

念
で

は

な
く

、

社
会
の

現
実
で

あ
っ

た
。

と

こ

ろ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
11）

が
、

一

九

世
紀
以

降
、

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
の

ほ

と
ん

ど

が

植
民
地

化
さ

れ

た
。

さ

ら

に

独
立
を

経
て

か

ら

も
、

西
洋
的
な
近
代
国
家
と

そ
の

制
定
法
が

イ

ス

ラ

ー

ム

諸
国
に

導
入
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

世
俗
的
な

裁
判

制
度
や

教
育
が

普
及
し

、

ワ

ク

フ

（

寄
進
）

財
産

の

解
体
も

多
く
の

国
で

お
こ

な

わ

れ
、

法
学
者
た

ち
は

そ

れ

ま

で

生

業
を
支
え
て
い

た

司
法、

教
育

、

ワ

ク

フ

財
産

管
理
な

ど

か

ら

排

除
さ

れ
、

近

代
化
の

進
展
と

共

に

周
縁
化
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　
し

か

し
、

こ

の

こ

と

は

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

完
全
な

消
滅
に
つ

な

が

る
の

で

は

な

く
、

国
家
や

公
的
な

空

問
か

ら

排
除
さ

れ
つ

つ

も
、

社
会
の

自
律
的
な

価
値
観
と

し

て

生

き

続
け
る
こ

と

に
つ

な

が
っ

た
。

た
と

え
ば
、

国
家
が

イ
ス

ラ

ー

ム

を

掲
げ
な

く
と

も
、

信
徒
た

ち
は
モ

ス

ク

に

通
い

続
け
た

し
、

国
家
が

微
収
し

な

く
と

も
、

貧
し
い

者
を
見
つ

け
て

喜
捨
を

払
い

続
け
た

。

あ
る
い

は
、

近

代
的

な

銀
行
が

導
入
さ

れ
、

リ
バ

ー

（

利

子）

を

禁
ず
る

イ
ス

ラ

ー
ム

法
規
定
が

有
効
性
を
失
っ

て

も
、

聖

典
が

そ

れ

を

禁
じ
て

い

る
と

思

う

信
徒
は

銀
行
に

行
か

な

か
っ

た

の

で

あ
る

（

そ
の

こ

と

が
、

七
〇

年
代
以
降
の

イ
ス

ラ
ー

ム

銀
行
の

発
展
期
に

、

新
た

な
顧
客
開

拓
に
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現代宗教 と し て の イ ス ラーム

つ

な

が

る
）

。

　
さ

ら
に
、

イ

ス

ラ

ー

ム

法
が

国
家
の

制
定

法
か

ら

お
お

む

ね

排
除

さ

れ

た

と
い

っ

て

も
、

大
き
な

例
外
が

あ
っ

た
。

そ

れ

は
、

結

婚
・

離
婚
・

相
続
な
ど

を
司
る

家
族
法
の

分
野
で

あ
る

。

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
で

は

長
ら

く
、

家
族
の

あ
り
方
は

宗
教
が

決
め

る

も

の

と

し

て
、

宗
教
毎
の

法
の

併
存
を

原
則
と

し
て

き
た

。

ム

ス

リ
ム

は

イ
ス

ラ

ー

ム

法
で

、

キ

リ
ス

ト

教
徒
は

教
会
の

法
で
、

ユ

ダ

ヤ

教
徒

は

シ

ナ
ゴ

ー

グ

の

法
で

家
族
生

活
を

送
る

と
い

う
原
則
で

あ
る

。

こ

れ

は

特
に

中

東
で

は

イ
ス

ラ

ー
ム

に

限

定
さ
れ

な
い
一

般
原
則
と

し

て

有
効
性
を

持
っ

て

き
た

。

こ

の

た

め
、

た

と

え
ば

「

近

代
化
の

優
等
生
」

と

呼
ば

れ
、

キ

リ
ス

ト

教

徒
が

優

勢
な
レ

バ

ノ

ン

で

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
（
12）

も
、

結
婚
を

司
る
一

般
的
な

市
民
法
は

な
く

、

宗
教
毎
に

規
則
が

分
か

れ

て

い

る
。

　

家
族
生

活
が

人
問
の

暮
ら

し

の

基
本
の
一

つ

で

あ
る

こ

と

は

論
を

待
た

な
い

で

あ
ろ

う
。

そ
こ

に

お
い

て
、

宗
教
的
な

価
値
が

優
勢

で

あ
れ

ば
、

西
洋
的
な
近
代

法
の

浸
透
は

限
ら

れ
て

く
る

。

こ

の

よ

う
な

歴

史
的
な

背
景
か

ら
、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

個
人
・

家
庭
・

地
域

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

「

宗
教
」

「

法
」

と

し
て

継
続
し
て

き
た

の

で

あ
る

。

そ
し
て

、

日

常
生

活
に

埋

め

込
ま
れ
た
イ

ス

ラ

ー

ム

実
践
が

継
続
し

て

き
た

。

　

言
う
ま

で

も
な
く

、

国
家
が

イ

ス

ラ
ー

ム

国
家
で

あ
る

こ

と

を

や
め

、

宗
教
が

個
人
や

家
庭

、

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

を

基
盤
と

す
る

よ

う

に

な

れ

ば
、

そ
の

有
効
性
は

、

個
々

人
の

信
仰
心
や

実
践
に

依
存
す
る
こ

と

に

な

る
。

実
践
面
で

の

脱
イ
ス

ラ

ー

ム

化
は

、

社
会
の

脱

イ
ス

ラ

ー

ム

化
を
も
た

ら
す

。

逆
に

、

公
的
空
間
に

お
い

て

脱
宗
教
化
が

進
ん

で

も
、

家
庭
や
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

に

お
い

て

イ

ス

ラ
ー

ム

法
の

実
践
を

志
向
す
る

な
ら

ば
、

イ
ス

ラ
ー

ム

が
復
興
す
る

こ

と

に

な
る

。

七

〇

年
代
以
降
に

イ
ス

ラ
ー

ム

回
帰
が

起
き
る

と
、

人
び

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
13∀

と

は

再
び

法
学
者
た

ち
に

日

常
の

相
談
を
持
ち
込
む

よ

う
に

な
っ

た
。

イ

ス

ラ

ー

ム

復
興

に
よ
っ

て
、

か
つ

て

生

業
の

幅
を

狭
め

ら

れ

た

法
学
者
た

ち
も

、

社
会
的
な
役
割
を
回

復
し
た

。
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そ

し

て
、

草
の

根
の

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
が

進
む

と
、

政

治
指
導
者
た

ち
の

中
に

は
、

そ
の

よ

う
な

「

国
民
の

声
」

に

対
応
し
て

イ
ス

ラ

ー
ム

色
を

強
め

る

者
も
出
て

く

る
。

世
俗
的
政
権
を

担
う
統
治
者
が

、

宗
教
に

関
す
る

限
り
イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
を
容
認
ま
た

は

奨
励

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　（
14）

す
る

ケ

ー
ス

が

あ
り

、

そ
れ

が

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
を
い

っ

そ

う
強
め

る

側
面
も

認
め

ら

れ

る
。

一
一

　
二

つ

の

共

同
体

絆
の

具
体
的
な
形

−

　

ー

　
ウ
ン

マ

ー1
世
界
共
同

体
と

そ
の

成
員
の

務
め

　

イ

ス

ラ

ー

ム

復

興
に

よ
っ

て
、

個
人
や

社
会
に

お

け
る

イ
ス

ラ
ー

ム

意
識
が

強
ま
る

場
合

、

そ
れ
は
二

つ

の

レ

ベ

ル

で

の

「

共
同

体
」

の

認
識
を

生
み

出

す
。

一

つ

は
、

す
べ

て

の

ム

ス

リ
ム

が

「

単
一

の

ウ
ン

マ

（

共
同

体
）

」

で

あ
る

と
い

う
ウ
ン

マ

意
識
で

あ

り
、

も

う
一

つ

が

具
体
的
な

人
間

関

係
の

あ
る
ロ

ー

カ

ル

な

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

で

あ
る

。

ふ

つ

う
に

考
え
る

と
、

ロ

ー

カ

ル

な

地

域
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

が

現
実
性
を

持
っ

て

お

り、

世

界
的
な

共
同

体
は

「

想

像
の

共
同

体
」

で

あ
る

か
ら

、

ベ

ク

ト
ル

は
ロ

ー

カ

ル

な

も
の

か

ら

世
界
的
な

も
の

に

向
か

う
の

で

は

な
い

か

と

推
定
さ

れ

る
。

し

か
し

、

実
際
に

は
、

地

域
的
な
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

で

義
務
や

務
め

と

さ

れ

る
こ

と

は
、

個
々

の

信
徒
が

ウ
ン

マ

の

成

員
で

あ
る
こ

と

に
よ
っ

て

義
務
づ

け
ら

れ

る

も
の

な
の

で
、

原
理
的
な

構
造
と

し

て

は
、

普

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
15）

遍
的
な

共
同

体
が

あ
っ

て
こ

そ
、

地
域
的
な
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

が

機
能

す
る

よ

う
に

な
っ

て
い

る
。

　

そ

れ

と

同

時
に

、

ウ
ン

マ

が

「

信
仰
を

絆
と

す
る

精
神
的
共
同

体
で

あ
る

と

同

時
に

生
活
共
同
体

、

い

わ

ゆ

る

世
俗
社
会
を
兼
ね

た

　

　
密）

共
同

体
」

と
な

る

側
面
に

着
目

す
る

必

要
が
あ
る

。

　
「

ウ
ン

マ

」

の

語

は
、

ク

ル

ア

ー

ン

に

は

「

こ

の

ウ

ン

マ

は

汝
ら

の

ウ
ン

マ
、

単
一

の

ウ
ン

マ

で

あ
る
」

（

諸
預
言

者
章
九．
一

節）

と

し

て

現
れ

る
。

古
典
的
な

史
料
で

は
、

「

ム

ハ

ン

マ

ド
の

ウ
ン

マ

a
ヨ
B
帥

ζ

昌
国

BBp

匹）

と

呼
ば

れ

る
こ

と

も
あ
る

が
、

現
代
で

は

「

イ

（912） 78
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現代宗教と して の イス ラ
ーム

ス

ラ
ー

ム
・

ウ

ン

マ

（
巴

と
BB

窓
口
ω

団

弓
琶
」

の

用
法
が
ふ

つ

う
で

あ
る

。

現
代
の

OIC

も

ウ

ン

マ

を
前
提
と

し
て

い

る

こ

と

は
、

加
盟
国
が
「

ウ

ン

マ

の

重

要
事
」

を

討
議
す
る

（
憲
章
の

第
七

、

九
条
な
ど）

と

い

う
条
項
か
ら
判
然
と

す
る

。

　

そ
の

意

味
で

は
、

す
べ

て

の

ム

ス

リ
ム

が

「

単
一

の

共
同

体
」

を
構
成

す
る
と
い

う
考
え
方
は

、

宗
教
理
念
と

し

て

は

当
初
か

ら

存

在
し

て

い

た
。

宗
教
と

国
家
を

兼
ね

備
え
た

も

の

と

し

て

の

ウ
ン

マ

は
、

七

〜
一

三

世

紀
に

お
い

て

単
一

の

カ

リ

フ

を

戴
く
と

い

う

「

カ

リ
フ

政
体
」

を

基
本
と
し

て
い

た
。

九
世
紀
頃
か

ら

多
く
の

地

方
王

朝
が

登
場
し

、

カ

リ
フ

の

存
在
は

次
第
に

象
徴
的
な

も
の

と

な
り

、

＝
二

世
紀
以

降
は

さ

ま
ざ
ま

な
イ
ス

ラ
ー

ム

⊥

朝
が

分
立

す
る

時
代
と
な
っ

た
。

し

か

し
、

そ
の

後
も

、

統
治
者
や

国

家
が

複

　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
（
17）

数
あ

る
こ

と

を

も
っ

て

ウ
ン

マ

が
二

つ

以
上

あ
る

、

と
い

う
議
論
は

登

場
し

な

か
っ

た
。

政
治
論
が

史
料
に

初
め

て

登

場

す
る

八

世
紀

か

ら

現

代
ま
で

を
通

時
的
に

概
観
し
て

も
、

「

単
一

の

ウ

ン

マ
」

と
い

う
想
念
は

ゆ

ら

ぎ
な
く
続
い

て

き
た

と

言
え
る

。

　

信
仰
箇
条
の

レ

ベ

ル

で

は
、

ウ

ン

マ

が

単
一

で

あ
る
こ

と

の

前
提
と

し

て
、

唯
一

神
（

ア

ッ

ラ

ー
）

の

信
仰
と

人

間
は

神
の

前
で

平

等
で

あ
る
と

い

う
理

念
が

共
有
さ
れ
て

い

る
。

構
成
員
の

徹
底
的
な

平
等
性
は

、

ウ
ン

マ

の

概
念
の

根
底
に

あ
る

も

の

で
、

宗
教
的
位

階
（

あ
る

い

は

教
会
や

僧
団
の

制

度
）

の

不

在
が
そ

れ

を

保
証
し
て
い

る

と
も

言
え
る

。

「

神
の

前
に

平
等
」

と
い

う
こ

と
は

、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

観
点
か

ら

言
え
ば

、

法
の

前
に

平
等
と
い

う
こ

と
に

な

る
。

教
会
が

な
い

代
わ

り
に

、

イ

ス

ラ
ー
ム

に

は

宗
教
的
指
導
者

と
し

て

法
学
者
な
い

し
は

イ

ス

ラ
ー

ム

学
者
が

存
在
す
る

が
、

彼
ら

に

だ

け
適
用
さ
れ
る

法
規
定
と
い

う
も
の

は

な
い

。

食
餌
規

定
に

し

て

も
、

妻
帯
の

問
題
に

し
て

も
、

法
学
者
と
一

般
信
徒
の

問
に

違
い

は

見
ら
れ
な
い

。

あ
る

の

は
、

全
員
に

適
用
さ
れ
る

も
の

と

し

て

の

法
規
定
で

あ
っ

て

も
、

解
釈
の

資
格
を

持
つ

の

は

知
識
あ
る

専
門
家
に

限
ら

れ
る

、

と
い

う
点
だ

け
で

あ
る

。

　

ウ
ン

マ

は
、

信
徒
の

信
仰
と

世
界
観
が

基

礎
で

あ
る

点
か

ら

言
え
ば

、

「

想

像
の

共
同
体
」

で

あ
ろ

う
。

ベ

ネ
デ
ィ

ク

ト
・

ア
ン

ダ

ー

ソ

ン

は

「

想
像
の

共
同

体
」

と
い

う
概
念
を

提
唱
し
て

、

国
民

国
家
形
成
を
め

ぐ
る

議
論
に

大
き
な

貢
献
を
し

た
。

彼
が

イ
ン

ド

ネ

79 （913）
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シ

ア

を

素
材
に

述
べ

た

の

は
、

プ

リ
ン

ト

メ

デ

ィ

ア

の

発
達
に

よ
っ

て
、

人
び

と

が
身
も
知
ら

ぬ

他
人
を

同
じ
「

国
民
」

と

し

て

想
像

　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
18）

し

え

る

よ

う
な
社
会
が
出
現
す
る
こ

と
で

あ
っ

た
。

　

こ

の

概
念
を
あ
え

て

応
用
し

て

言
う
な

ら

ば
、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

信
仰
儀
礼
に

は
、

ウ
ン

マ

を

想
像
せ

し

め

る

装
置
が

埋

め

込
ま
れ
て

い

る

こ

と

が

わ

か
る

。

目
に

五

回
の

礼
拝
は

、

「

世
界
の

中
心
」

と

し

て

の

マ

ッ

カ

（

メ

ッ

カ
）

に

向
か
っ

て

お

こ

な

う
。

す
べ

て

の

モ

ス

ク

が
、

ど
の

方
角
が
マ

ッ

カ

に

向
か
っ

て

い

る

か

明
示
し

て

お
り

（

明
示
し

な

け
れ

ば

礼

拝
は

で

き
な
い
）

、

礼
拝

者
は

、

刻
限

が

来
れ

ば

世
界
の

ど
こ

に

い

て

も
ム

ス

リ
ム

が

同
じ

中
心
に

向
か
っ

て

祈
り
を

捧
げ
る
こ

と
を

自
覚
し

て

い

る
。

年
に
一

回
、

イ
ス

ラ

ー

ム

世

界
の

全
域

か

ら

聖
地

に

巡

礼
者
が

集
ま
る
バ

ッ

ジ

（

大
巡
礼
）

は
、

多
民
族
・

多
言
語
を
包

摂
し
つ

つ

も
一

体
で

あ
る

よ

う
な

ウ

ン

マ

を

可
視

化
す
る

最
大
の

舞
台
装

置
で

あ
ろ

う
。

特
に

男
性
は

、

糸
目
の

な
い

（

縫
っ

て

い

な
い
）

白
布
二

枚
だ

け
を

身
に
つ

　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
（
19一

け
、

貧
富
の

差
も
社

会
的
属

性
も
捨
て

て
、

人
間
の

平
等
性
を
表
現

し

な

が

ら
、

神
へ

の

祈
り
に

向
か

う
。

　

も
っ

と

も
、

こ

の

よ

う
な

宗
教
的

な

理
念
と

し

て

の

ウ
ン

マ

が
、

経

済
的
協

力
な
ど
の

今
日

的
な
実

態
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

復

興
に

伴

う
新
し
い

局
面
で

あ
る

。

一

九

世
紀
に
、

西
洋
列
強
に

よ

る

植
民
地
化
に

対
す
る

危
機
感
を

訴
え

、

そ

れ

と

対
抗

す
る

イ
ス

ラ

ー

ム

連

帯
を

提
唱
し
た

の

は
、

ア

フ

ガ

ー
ニ

ー
（
一

八

九
七

年
没∀

で

あ
っ

た
。

ウ

ン

マ

の

諸

事
を

話
し

合

う
国
際

会
議
の

必
要

性
を

訴
え
た

の

は
、

カ

ワ
ー

キ
ビ

ー

の

『

マ

ッ

カ

会
議
』

（
一

九
〇

二

年
公
刊
）

で

あ
る

。

一

九
二

〇

年
代
か
ら
さ

ま
ざ
ま

な
イ
ス

ラ
ー

ム

国

際
会
議
が

開
催
さ

れ
、

一

九

六
九

年
に

な
っ

て
、

よ

う
や

く
OIC

が

設
立

さ

れ

た
。

カ

ワ

ー

キ
ビ

ー

は
、

戦
後
に

独
立
し
た
近

代
的
な
主

権
国

家
が

結
朿
し

て

「

イ

ス

ラ
ー

ム

連
帯
」

の

主

体
に

な

る

と
は
、

想
像
も
し

な
か
っ

た

で

あ
ろ

う
。

　
OIC

は
二
一

世
紀
を
迎

え
る

に

あ
た
っ

て
、

加
盟
国
間
の

貿
易
拡
大、

各
国
で

の

ヘ

ル

ス

ケ

ア

と

識
字
教

育
の

強
化

、

人
材
開
発

　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
20）

の一
二

点
を

、

ウ
ン

マ

が

取
り
組
む
べ

き
重

要
課
題
と

し
て

あ
げ
て

い

る
。

OIC

の

存
在
も
そ

の
一

部
で

あ
る

が
、

近

年
の

グ
ロ

ー
バ

（914） 80
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現代宗教 として の イ ス ラ
ーム

ル

化
の

進

展
に

よ
っ

て
、

国
際
的
な

ウ
ン

マ

が

可

視
化
し
て

い

る

こ

と

は

疑
い

を
入
れ

な
い

。

特
に

、

七
〇

年
代
以
降
の

交
通

革
命
と

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　（
趾）

巡

礼
熱
の

高
ま
り
に

よ
っ

て
、

マ

ッ

カ
の

地
に

毎
年
三

〜

四

百
万
人
が

集

う
大
巡

礼
は

、

大
き
な
役
割
を
果
た

し
て

い

る
。

　
と

は
い

え
、

本
節
の

初
め

に

述
べ

た

よ

う
に
、

個
々

の

信
徒
が

自
覚
す
る
の

は
、

こ

の

よ

う
な
国
際
的
な

レ

ベ

ル

で

の

ウ
ン

マ

に

対

し

て

自
分
が

何
か
し

ら

の

責

任
を

負
っ

て

い

る

と
い

う
意
識

で

は

な
い

。

ウ
ン

マ

の

メ

ン

バ

ー

で

あ
る
こ

と

に

よ
っ

て

生
じ

る

役
割

は
、

日

常
的
な
も
の

で

あ
る

。

そ
の

数
は

多
い

が
、

代
表
的
な
も
の

を

見
て

み

よ

う
。

　
ま

ず
、

金
曜
日

の

昼

に

お
こ

な

わ

れ
る

集
団
礼
拝
が

あ
る

。

日

に

五

回
の

礼
拝
は

個
人
の

義
務
で

あ
る

が
、

金

曜
日

は
モ

ス

ク

に

参

集
し

て
、

説
教
を

聞
き

、

集
団
で

礼
拝
す
る

こ

と

が

義
務
と

な
っ

て

い

る
。

そ

の

た

め
、

モ

ス

ク

が

な
い

地
域
で

は
モ

ス

ク

を

建
設
す

る

こ

と
が

、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
の
一

環
と

し

て

盛
ん

に

な
っ

た
。

　
い

っ

た

ん
モ

ス

ク

が

建
設
さ
れ
て

い

れ

ば
、

そ
こ

で

日
に

五

回

の

礼

拝
を

す
る
こ

と

が

推
奨
さ

れ

る
。

モ

ス

ク

で

集
団
的
に

礼
拝
を

捧
げ
る

こ

と
は

、

個
々

人
の

義
務
で

は

な
い

が
、

ウ

ン

マ

全

体
に

課
せ

ら

れ

た

責
任
と

み

な

さ

れ

る

（

モ

ス

ク

は

教
会
や

寺
院
と

は

異

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　（
22）

な

り
、

も
っ

ぱ

ら

礼
拝
の

空
間
と

し
て

の

み

確
保
さ
れ

て

い

る
の

で
、

礼
拝
の

実
践
は
モ

ス

ク

の

存
在
意
義
に

関
わ

る
）

。

　
イ

ス

ラ

ー
ム

に

は
、

祭
り
が
二

つ

あ
る

。

ラ

マ

ダ
ー

ン

月
（

断
食
の

月
）

が

明
け
た

際
の

断
食
明
け
の

祭
り
と

、

巡
礼
月
に

あ
る

犠

牲
祭
で

あ
る

。

い

ず
れ

も
休
日
で

あ
り

、

都
会
の

人
び

と

が

里
帰
り
を

し
た

り
、

家
族
・

友
人
で

共
食
し

て

楽
し

む

祭
り
の

日
々

と

な

る

が
、

そ
の

第
一

目
目
は

、

午
前
中
に

祭
礼
の

礼
拝
が
お
こ

な
わ

れ

る
。

こ

こ

に

参
集
す
る

こ

と

は
、

ウ

ン

マ

の

成
員
と

し

て
、

ま
た

ロ

ー

カ

ル

な
地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

に

お
い

て
、

重
要
な
務
め

で

あ
り

、

楽
し
み

で

あ
る

。

祭
礼
に

は
、

新
し
い

衣
服
を

着
て

参
加
す
る

こ

と

が

推
奨
さ
れ

て

お

り
、

貧
し
い

人
び

と

の

た

め

に

祭
礼
の

前
に

喜
捨
を
す
る

（

衣
服
そ
の

も
の

を

配
る

場
合
も
あ
る
）

こ

と
が

、

ウ

ン

マ

の

成
員
に

求
め

ら

れ
る

。
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犠
牲
祭
で

は
、

羊
や

牛
を
ほ

ふ
っ

て
、

そ
の

肉
を

食
す
る

。

三

分
の
…

を
自
家
消
費

、

三

分
の
一

を
近

隣
に

分
け

、

三

分
の
一

を
困

窮
者
や

貧
し
い

人
び

と

に

分
け
る
の

が
ル

ー

ル

で

あ
る

。

　

ラ

マ

ダ
ー
ン

（

断
食
月
）

に
は

、

日

中
に

飲
食
（

お
よ

び

性
行

為
）

を
断
つ

こ

と

と

並
ん

で
、

日

没

後
の

共
食
が

務
め

と

さ

れ

る
。

貧
し
い

人
や

遠
方
か

ら
の

旅
行
者
へ

の

食
事
の

供
与
は

、

ウ
ン

マ

成
員
の

義
務
と

さ
れ
る

。

　

喜
捨
に

は
、

義

務
の

も
の

と

任
意
の

も
の

が

あ
る

。

義
務
と

さ
れ

る

喜
捨
は

、

ラ
マ

ダ

ー

ン

月
の

最

後
に

貧
し
い

人
の

た

め

に

食
糧

　

　
　
　

　
　
　
（
23）

（

小

麦
や

ナ

ツ

メ

ヤ

シ
）

を

供
す
る
こ

と
、

一

年
間
所
有
し

て

い

る

財
の

中
か

ら
一

定
比

率
を

差
し

出
す
こ

と

（

い

わ

ゆ
る

ザ
カ

ー

ト
）

で

あ
る

。

任
意
の

喜
捨
は
、

出
す
者
の

自
由
で

、

形
態
や

額
、

機
会
な
ど

は

問
わ

れ
な
い

。

他
人
の

た
め

に

な
る

と

い

う
点
で

は
、

通

行
人
の

た

め
に

道
路
か
ら
障
害
物
（

石
や
ゴ

ミ

な

ど
）

を

取
り
除

く
こ

と

も
、

ウ
ン

マ

を

益
す
る

善
行
と

考
え
ら
れ

る
。

　

イ
ス

ラ

ー

ム

で

は

結
婚
は

民
事
契
約
で

あ
り

、

狭
義
の

宗
教
性
は

な
い

。

そ
の

代
わ

り
、

結
婚
の

事
実
を
社
会
に

広
く
公

表
す
る

こ

と

が

不
可
欠
と

さ

れ
、

そ
の

場
に

居
合
わ

せ

た

人
び

と

が

証
人
と

な
る

。

二

名
の

誠
実
な

信
徒
が
証
人
と

な
れ
ば

、

そ
れ

は

ウ
ン

マ

全

体
に

公
表
し
た
も
の

と

み

な
さ
れ
る

。

モ

ス

ク

で

結
婚
契
約
の

式
が

お

こ

な
わ

れ
る

場
合
は
、

礼
拝
に

来
た
つ

い

で

に

証
人
と

な

る

者

も
多
い

。

イ
ス

ラ

ー

ム

に

入
信
す
る

者
が
い

る

場
合
も

、

二

名
の

証
人
が
必
要
で

あ
り

、

礼
拝
後
の

モ

ス

ク
で

あ
れ

ば
、

少
な
か

ら
ぬ

礼
拝
参
加
者
が
証
人
と

な
る

。

　

こ

の

よ

う
に

契
約
の

際
に

は

証
人
が
二

名
で

十
分
で

あ
る

の

に

対
し

て
、

モ

ス

ク

で

の

葬
儀
礼
拝
は

、

そ
こ

に

い

る

全
員
が

参
加
す

べ

き
も
の

と

さ
れ

る
。

遺
体
が

運
ば

れ
て

く
る

と
、

居
合
わ

せ

た

全

員
が

葬
儀
礼
拝
に

立
つ

。

葬
儀
礼
拝
は

、

個
々

人

の

義
務
で

は

な

く
、

ウ

ン

マ

全
体
の

連
帯
義
務
と

な
っ

て

い

る

（

全

員
が

お
こ

な

う
必

要．
は

な
い

が
、

誰
も
お
こ

な

わ

な
い

場
合
は
、

全

員
の

過
ち
と

　（
24）

な
る

）

。

時
間
が
あ
れ

ば
、

そ
こ

か
ら

、

墓
地
ま
で

遺
体
を
担
い

で

運
ぶ

こ

と

に

手
を

貸
す
者
も
少
な

く
な
い

（

近

親
者
や

友
人
だ

け
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が

担
ぐ
べ

き
と
い

う
き

ま
り
は

な
い
）

。

　

死

去
す
る

者
の

方
か

ら

言

う
な

ら

ば
、

い

わ

ゆ
る

「

無
縁
死
」

は

想
像
し
え
な
い

で

あ
ろ

う
。

葬
儀
礼
拝
を
捧
げ

、

墓
地

ま
で

遺
体

を
運
び
、

埋
葬

す
る
こ

と

は
、

ウ
ン

マ

の

責
務
で

あ
り

、

実
際
に
ム

ス

リ
ム

社
会
を
見
れ
ば

、

こ

れ

が

欠
か

さ

れ
る

こ

と

は

な
い

。

　

な

お
、

礼

拝
は

、

先
頭
に

イ
マ

ー

ム

（

導

師
）

が
立
ち
、

そ
の

後
ろ

に
一

列
に

礼

拝
者
が
並
ぶ

。

列
が
一

列
で

足

り
な

け
れ

ば
、

次
々

と

後
ろ

に

列
を

作
る

。

全

員
が
マ

ッ

カ

の

方
角
を
向
く
の

で
、

列
は

横
列
で

あ
る

。

こ

の

た

め
、

モ

ス

ク
は

通

常
、

横
に

長
い

列

が

作
れ

る
よ

う
に

設

計
さ

れ

る
。

列
は

壁
か

ら
壁
ま
で

並
ぶ

の

が
原

則
で

あ
る

た

め
、

前
の

列
が

満
ち
て
い

な

け
れ
ば

、

後
ろ

か

ら

前

の

列
に

進
む

。

そ
の

た

め
、

来

た

順

に

並
ぶ

こ

と

に

な
り

、

順

番
に
は

社
会
的
な
立

場
な
ど
は
一

切

考
慮
さ

れ

な
い

。

こ

れ
は
、

イ
ス

ラ
ー

ム

に

お

け
る

平
等
の

表
現

と
し

て

強
調
さ

れ
る

こ

と

が

多
い

。

　

平
等
で

あ
る

か
ら

横
一

直
線
に

並
ぶ

の

か
、

分

け
隔
て

な
く
並
ぶ

か

ら

平
等
原
理

が

表
現
さ

れ
る

（

平
等
が

可

視
化
す
る

）

の

か

は
、

見
方
に
よ

る

で

あ
ろ

う
。

前
述

し

た
よ

う
に

、

聖
地
へ

の

大
巡
礼
が

想
像
の

共
同

体
（

ウ
ン

マ
）

を
可

視

化
す
る

舞
台
装

置
と

解

さ

れ
る

が
、

そ

れ
に

な
ら
っ

て

言

え
ば

、

モ

ス

ク
で

の

礼
拝
も

平
等
の

共
同
体
を
可

視
化
す
る

舞
台
装

置
と
言

う
こ

と

が
で

き
る

。

　

こ

の

平
等
性
の

中
に

お
い

て
、

先
頭

に

立
つ

イ
マ

ー

ム

（

導
師
）

は
、

ど

の

よ

う
な

位
置
づ

け
に

な

る

で

あ
ろ

う
か

。

イ
ス

ラ

ー
ム

法
学
に

お
い

て

は
、

礼
拝
の

イ
マ

ー

ム

を
務
め

る

順
は

、

ウ
ン

マ

を

代
表
す
る

カ

リ

フ

（

現
在
は
い

な
い
）

、

当
地
の

君
主

、

家
の

主

や

そ
の

場
所
の

責
任

者
と

な
っ

て

お

り
、

後
は

ク
ル

ア

ー

ン

の

朗

誦
が
上

手
な
者
、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

知
識
が

あ
る

者
、

篤
信
者
（

と

認

め

ら
れ
て

い

る

者
）

な
ど

と

規

定
さ

れ

て
い

る
。

モ

ス

ク

に

勤
め
て
い

る

イ
マ

ー

ム

は
、

モ

ス

ク

で
の

日
々

の

礼
拝
が

き
ち
ん

と

お
こ

な
わ

れ
る

よ

う
に

任

命
さ

れ

て
い

る
の

で

あ
り

、

そ
の

意
味
で

は
「

そ
の

場
所
の

責

任
者
」

に

当
た

る
。

宗
教
的
な

意
味
で

特
別
な

位

置
に

あ
る

わ

け
で

は
な
い

。

宗
教
的
な

機
能
か

ら
言
え
ば

、

誰
が
イ
マ

ー

ム

を

務
め

て

も
か

ま
わ

な
い

の

で

あ
る

。

実
際
に

、

ど

の

モ
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ス

ク

で

も
、

当
該
モ

ス

ク

の

イ
マ

ー
ム

が

礼
拝
の

先
導
を

済
ま
せ

た

後
に
モ

ス

ク
に

来
た

礼
拝
者
た

ち
は

、

自
分
た

ち
の

問
か
ら

適
当

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
25）

に

イ
マ

ー

ム

を

選
ん

で
、

集
団
礼
拝
を

す
る

。

　
2

地

域
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

　
イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
の

活
動
に

お
い

て

は
、

多
く
の

場
合
に
、

モ

ス

ク

が
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

の

中
心
と

な
る

。

そ
の

最
大
の

理
由
は
、

モ

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
26）

ス

ク

が

最
も
重

要
な
信
仰
行
為
の

実
践
の

場
で

あ
る

と

同
時
に

、

多
く
の

人

を

集
め

る

機
能
を

有
し

て

い

る

か
ら

で

あ
ろ

う
。

　

活
発
な
活
動
が
展
開
さ

れ

て

い

る
モ

ス

ク

を

見
る

と
、

そ

れ
は

礼
拝
所
で

あ
り

、

地
域
の

集
会
所
で

あ
り

、

ザ
カ

ー

ト
（

喜
捨
）

を

集
金

し

分
配
す
る

拠
点
で

あ

り
、

ザ
カ

ー

ト

や

任
意
の

喜
捨
を
用
い

た

福
祉
活
動
や

相
互

扶
助
の

た

め

の
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ
・

セ

ン

タ
ー

で

あ
る
こ

と

が

多
い

。

伝
統
的
な
モ

ス

ク

の

場
合

、

イ

ス

ラ

ー

ム

を

学
ぶ

た

め
の

学
校
が

併
設
さ

れ

る

こ

と
が

多
い

。

聖
典
の

学
習

は
、

礼
拝
の

励
行
と

な

ら
ぶ

重

要
な

項
目
で

あ
る
こ

と

が

多
く

、

今
日

で

も
ク

ル

ア

ー

ン

学
校
を

併
設
す
る

モ

ス

ク

は

あ
る

。

そ
れ

以

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
〔
27）

上

に

多
く
見
ら

れ
る

の

は
、

低
所
得
者
層
向
け
ク

リ
ニ

ッ

ク

を

付
属
さ

せ

る

ケ

ー

ス

で

あ
る

。

　
イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
が
モ

ス

ク

建
設
か

ら

始
ま

る
こ

と

も

多
い

。

伝
統
的

な

イ

ス

ラ

ー

ム

地
区
は
、

ふ

つ

う
、

多
く
の

モ

ス

ク

を

擁
し

て

い

る
。

カ

イ
ロ

が
「

千
の

塔
の

都
」

と

呼
ば

れ
、

モ

ス

ク

の

ミ

ナ
レ

ッ

ト

（

尖
塔）

の

数
を

誇
っ

て

い

る

の

は

歴

史
的
な

旧

市
街
の

こ

と

で

あ
り

、

郊
外
に

あ
る

新
興
の

高
級
住
宅
地

な

ど

は
、

意
外
に
モ

ス

ク

が

な
い

。

近
代
的
な

都
市
計
画
で

は
、

モ

ス

ク

が

織
り
込

ま

れ

ず
、

後
か

ら
住
民
た

ち

の

努
力
で

建
設
さ

れ

る
こ

と

も

多
い

。

　

ま
た
、

地

方
か

ら

流
入
し

た
人

口

が

集
住
す
る
ス

コ

ッ

タ

ー

地

区
も
モ

ス

ク

は

な
い

。

そ
こ

に

も
モ

ス

ク

建

設
の

必

要
性
が

生

じ

る
。

貧
し
い

住
民
自
身
に

は
モ

ス

ク

を

建
設
す
る

力
は

な
い

が
、

モ

ス

ク

建
設

を

活
動
目

的
に

掲
げ
る

イ
ス

ラ

ー
ム

協
会
が

進
出

す
る

こ

と

は

お
お

い

に

あ
り
う
る

。

エ

ジ

プ
ト

で

言
え
ば

、

「

イ

ス

ラ

ー

ム

法
協
会
」

は

そ
の

よ

う
な
組
織
の
一

つ

で

あ
る

。
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ー

ム

　

す
で

に

述
べ

た
よ

う
に

、

イ
マ

ー

ム

（

導

師
）

は

原
理
的
に

は

誰
で

も
よ

い
。

定
時
の

礼
拝
を

維
持
す
る

た

め

に

専
門
的
な

イ
マ

ー

ム

を

雇

う
か
ど

う
か
は

、

運
営
主

体
が

決
め
る

こ

と

に

な
る

。

モ

ス

ク

が
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

活
動
の

中
心
で

あ
れ
ば

、

イ
マ

ー

ム

は

宗
教

者
と
い

う
よ

り
も

、

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

・

リ
ー

ダ
ー

と

し
て

の

役
割
が
期
待
さ
れ

る
。

　

モ

ス

ク
の

運

営
主
体
は

、

当
該
モ

ス

ク

が
ど

の

よ

う
な
経
緯
で

建
設
さ
れ
た

か

に

よ

る
。

政
府
が

建
設
す
る

官
営
モ

ス

ク

は
、

宗
務

省
（

ワ

ク
フ

省
）

や

そ

れ

に

類
す
る

省
庁
に

管
理
さ

れ
て

い

る

こ

と
が

多．
い

。

地
域
的

な
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

が
建
設
す
る

場
合

、

た

い

て

い

は
、

資
金
調
達
の

中
心
と

な

る

リ

ー

ダ
ー

た

ち
が

お

り
、

彼
ら
の

合
議
に

よ
っ

て

運

営
さ
れ

て

い

る

こ

と

が

多
い

。

イ
ス

ラ
ー

ム

法

協
会
の

よ

う
な
NGO

で

は
、

全

国
規
模
の

も
の

か
、

地
域
ベ

ー

ス

の

も
の

か

に

よ
っ

て
、

運

営
の

あ
り
方
は

異
な
る

。

　

イ
マ

ー

ム

が
聖
職

者
で

は

な
い

の

と

同
様
に

、

「

礼
拝
の

た

め

の

空

間
」

と

し
て

の

モ

ス

ク

は
、

信
徒
組
織
を

制
御

す
る

も
の

で

は

な
く

、

キ

リ
ス

ト
教
会
の

教
区

や

仏
教
の

檀
家
の

よ

う
な
対

象
を
持
た

な
い

。

言
い

か

え
る
と

、

そ

れ

ぞ
れ
の

モ

ス

ク

に
は

特

定
の

管

轄
区
域
は

な

く
、

ど
の

あ
た

り

の

地

区
を

対
象
に
ど

の

く
ら
い

の

規

模
の

モ

ス

ク

を

建
て

る

か
は

、

あ
く
ま
で

周
辺
地
域
の

社
会
的

需

要
に
よ

る

も
の

で

あ
る

。

　

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
を

支
え
る

団
体
や

運
動
に
は

、

包
括
的
な
目
的
（

社
会
の

多
く
の

分
野
に

お
い

て

イ
ス

ラ

ー
ム

的
価
値
を
再

生
・

実
践

す
る

）

を

掲
げ
る

も
の

と
、

特
定
の

目

的
を

実
現
し
よ

う
と

す
る

も
の

と

が

あ

る
。

後
者
の

例
と

し

て
、

比

較
的
よ

く

見
ら

れ

る

の

は
、

聖

典
ク

ル

ア

ー

ン

の

朗
誦

を

教
え
る

学
校
な
ど

の

イ
ス

ラ

ー
ム

教

育
を

推
進

す
る

運

動
、

社
会
的
な

福
祉
活
動
を
お
こ

な

う
団

　

　

　（
霾

体
で

あ
る

。

聖

典
教
育

、

礼
拝
の

励
行

、

孤

児
の

支
援
と

孤

児
院
の

経
営
な
ど

は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

的
な

日

的
が

明
確
に

現
れ

て

い

る
。

近

年
増
え

て

き
た

も
の

と

し
て

（

一

見
す
る

と

宗
教
的
な

価
値
と
は

見
え
な
い

が
）

、

青
年
層
の

結
婚
を

支

援
す
る

基
金

が

あ
る

。

イ

ス

ラ
ー

ム

で

は
、

結
婚
を

「

信
仰
の

半
分
（

ほ

ど
も
価

値
が

あ
る

）

」

（
ハ

デ

ィ

ー

ス
）

と

し

て

推
奨
す
る
］

方、

現
代
社
会
に

お
い

て

結

85 （919）
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婚
が

容
易
で

は

な
い

こ

と

を

踏
ま

え
て

、

そ
の

よ

う
な

基

金
や

協
会
で

は
、

結
婚
を

助
け
る

た

め

の

経
済
的
な
支
援
や

集
団
結
婚
式
の

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
29）

挙
行
を

お
こ

な
っ

て
い

る
。

　

巡
礼
は

、

七

〇
年
代

後
半
か

ら

飛
躍
的
に

増
加
し

て

い

る

が
、

そ
れ

を

支
援
す
る

NGO

や

旅
行
会
社
の

活
動
も
活
発
に

な
っ

て
い

る
。

マ

レ

ー

シ

ア

の

イ
ス

ラ

ー

ム

銀
行
が

タ

ブ
ン

・

ハ

ジ

（

巡

札
基
金
）

に

起

源
を

持
つ

こ

と
に

示
さ
れ

て

い

る

よ

う
に

、

コ

生
に

一

度
の

夢
」

と

し
て

赴

く
巡
礼
は

多
額
の

旅
行
費
用
が

か

か

り
、

多
額
の

資
金

が
動
く
ビ

ジ

ネ
ス

の

機
会
と

も
な
っ

て

い

る
。

巡
礼
を

組
織
す
る

旅
行
会
社
は

宗
教
組
織
で

は

な
い

が
、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
に

付
随
し

て

経
済
的
な
活
動
が
活
性
化
す
る

場
合
も

多
々

見
ら

れ

る
。

　

経
済
に

お

け
る

イ
ス

ラ
ー

ム

復
興
を
直
接
的
に

推
進
し
て

き
た

の

は
、

イ

ス

ラ
ー

ム

銀
行
で

あ
ろ

う
。

六
〇

年
代
ま
で

の

イ
ス

ラ

ー

ム

経

済
の

試
み

は
、

「

無
利
子
」

の

貸
し

付
け
を

用
い

る

に

し

て

も
、

相
互
扶
助
の

側

面
が

強
か
っ

た
。

商
業
的
な
銀

行
と

し
て

イ
ス

ラ
ー

ム

の

看
板
を
掲

げ
た

最
初
の

例
は

、

一

九

七

五

年
の

ド
バ

イ
・

イ

ス

ラ

ー

ム

銀
行
で

あ
っ

た
。

そ
の

後
、

イ
ス

ラ
ー

ム

銀
行
は

各

地
で

増
加
し

、

さ
ら
に

そ
こ

に
ビ

ジ

ネ
ス
・

チ
ャ

ン

ス

を

見
い

だ

し
て

通
常
の

銀
行
も
イ

ス

ラ

ー

ム

金
融
部
門
を
設
け
る

よ

う
に

な
っ

た
。

現
在
は

六

〇
力

国
以
上

に
三

〇

〇

行
以
上

が

営
業
し
て

い

る
。

九

〇

年
代
か
ら
は

、

イ
ス

ラ
ー

ム

保
険
も
さ
か
ん

に

な
っ

て

き
て

　（
30）

い

る
。

　

イ
ス

ラ
ー

ム

経
済
の

動
き
を

、

単
に

経
済
に

イ

ス

ラ
ー

ム

法
を
適
用
す
る

も

の

と

考
え
る

の

は
、

一

面
的
な
理
解
で

あ
ろ

う
。

イ
ス

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
〔
31）

ラ
ー

ム

法
に

沿
っ

た
形
で

利
益
を
あ
げ
た
い

、

と
い

う
利
益
追
求
の

側
面
を

見
逃
す
こ

と

は

で

き
な
い

。

イ
ス

ラ
ー

ム

は

も
と

も
と
商

業
都
市
マ

ッ

カ

で

生
ま
れ
た

た

め

も
あ
り

、

商
業
や

経
済
活
動
と

親
和
的
で

あ
る

が
、

現
代
の

イ
ス

ラ
ー

ム

経
済
へ

の

動
き
は
、

資
本

主
義
シ

ス

テ

ム

の

中
で

も
そ

れ

が

可

能
で

あ
る

こ

と

を
実
証
し
て

い

る
。
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イ
ス

ラ

ー
ム

銀
行
の

顧
客
の

中
に

は
、

当
該
銀
行
の

金
融
商
品
を

評
価
し
て

取
り
引
き
を

お
こ

な
う
者
も
あ
る

が
、

総
体
と

し

て

見

れ

ば
、

聖

典
に

禁
じ
ら
れ

た

「

リ
バ

ー

（

利
子
）
」

を

排
除
し

た
、

（

イ
ス

ラ
ー

ム

的

に
）

す

ぐ
れ

た

経
営
と

し

て

評

価
す
る

者
が

多

い
。

そ
の

意
味
で

は
、

「

信
仰
の

絆
」

が

経
済
活
動
に

現
れ

た

も
の

と

見
る
こ

と

が

で

き
る

。

三

　
イ
ー

ス

ト
・

ロ

ン

ド

ン
・

モ

ス

ク

の

事
例
か

ら

　
ー

　
イ

ギ
リ
ス

の

イ
ス

ラ
ー

ム

　
ニ

○

世
紀
に
な
っ

て

か
ら
ム

ス

リ
ム

が

増
加
し

始
め

た

地
域
と

し

て
、

西
欧
諸
国
と

北
米
が

あ
げ
ら

れ

る
。

ど

ち

ら

も
、

近
代
に

な

っ

て

か

ら

の

ム

ス

リ
ム

移
民
が
増
加
の

原
因
で

あ
り

、

西
洋
的
な

文
化
の

中
に

イ

ス

ラ
ー

ム

が

移
入
さ

れ

る

と
い

う
点
で

も
、

新
し
い

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　〔
32）

現
象
と
な
っ

て
い

る
。

西
欧
の

大
陸
部
に

つ

い

て

は
、

目

本
で

も

研
究
が

比
較
的
進
ん

で

お

り
、

報
告
も
多
い

の

で
、

こ

こ

で

は

筆
者

が

七

〇

年
代
後
半
か

ら
観
察
を

続
け
て

い

る

イ

ギ

リ
ス

の

例
を
報
告
し

た
い

。

　
イ

ギ

リ
ス

の

国
勢
調
査
で

は
、

宗
教
は

問
わ

な
い

た

め
、

正

確
な
ム

ス

リ
ム

人
口
は

わ

か
っ

て

い

な
い

。

さ
ま
ざ
ま

な

推
計
が

あ
る

が
、

総
人

口
の

三

〜

五

％

と

見
ら
れ
る

。

南
ア

ジ

ア

（

現
在
の

パ

キ
ス

タ
ン

、

バ

ン

グ

ラ

デ

シ
ュ

、

イ

ン

ド
）

か

ら

の

移
民
と

そ
の

子

孫
が

中
心
で

あ
る

。

か
つ

て

は

旧
大
英
帝
国
の

版
図
か

ら

は

自
由
に

移

住
で

き
た

が
、

六

〇

年
代
末
に

新
規
移
民
を

制
限
す
る

法
律
が

で

き
、

そ

の

前
に

駆
け
込
み

で

多．
く
の

移
民
が

南
ア

ジ

ア

か

ら
や
っ

て

き
た

。

彼
ら

の

多．
く
は

地

方
の

農
村
出
身
者
で

、

教
育
程
度
も

高
く
な
か
っ

た
。

　
八

〇

年
代
か

ら
、

ア

ラ
ブ

系
を

中
心
と

す
る

比

較
的
新
し
い

移
民
お

よ

び

滞
在
者
が

増
え
た

。

そ
の

理
由
の
一

部
は

、

レ

バ

ノ

ン

内

戦
な

ど
の

政
治
状

況
に

よ

る

も
の

で
、

南
ア

ジ

ア

か

ら

の

移
民
と
は
、

教
育
水
準
な
ど

で

か

な

り
違
い

が

見
ら

れ

た
。

ロ

ン

ド
ン

で

最

87 （921）
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も

有
名
な
モ

ス

ク

は

リ
ー

ジ
ェ

ン

ト
・

パ

ー

ク

に

建
っ

て
い

る

が
、

こ

れ

は

も
と

も
と
エ

ジ

プ

ト

政

府
が
カ

イ
ロ

に

英
国
聖
公
会
の

教

会
の

建
設
を

認
め

た

際
に

、

そ
れ

と

の

交
換
で

認
め

ら

れ
た

も
の

で
、

イ

ス

ラ
ー
ム

復
興
と

は

関
わ

り
が
な
い

。

ア

ラ
ブ

諸
国
の

外
交

団
や

イ
ス

ラ

ー
ム

圏
か

ら
の

ビ

ジ

ネ
ス

マ

ン

な

ど
が

集
う
モ

ス

ク

で

あ
る

。

　

白
人
系
の

イ

ギ

リ
ス

人
の

改
宗
者
は

、

全

体
と
し

て

数
が

少
な
い

。

た

だ
、

著
名
な

音
楽
家
や

文
化
人
も
お

り
、

人
数
が

少
な
い

割

　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
33）

に

は

ム

ス

リ
ム

の

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

内
で

の

存
在
感
は

大
き
い

。

　
2
　
モ

ス

ク

建
設

　

イ

ギ
リ
ス

で

最
初
の

モ

ス

ク
は

、

一

八

八

九

年
に

リ
バ

プ

ー

ル

に

建
設
さ
れ
た

。

こ

の

時
代
は

オ
ス

マ

ン

朝
が

健
在
だ
っ

た
頃
で

、

イ
ス

ラ

ー
ム

に

改
宗
し

て
こ

の

モ

ス

ク
を

建
て

た

イ

ギ
リ
ス

人
弁
護
士
が

、

オ
ス

マ

ン

朝
か

ら

「

ブ

リ
テ
ン

島
に

お

け
る
シ
ェ

イ
ヒ
ユ

ル

イ
ス

ラ
ー

ム

（

法
学
者
の

長
）

」

と

認
定
さ

れ

た
。

　

六

〇

年
代
か

ら
移
民
に
よ
っ

て

ム

ス

リ
ム

人
口

が
急
増
し

た

時
に
は

、

ま
だ
イ
ス

ラ
ー

ム

復
興
は

始
ま
っ

て

い

な

か
っ

た
。

西
欧
や

北
米
で

の

イ

ス

ラ
ー

ム

復
興
は

、

イ
ス

ラ
ー

ム

世
界
に

お
け
る

よ

う
に

、

イ
ス

ラ
ー

ム

社
会
の

衰
退
に

対
し

て

復
興
の

要

求
が
起
こ

る

わ
け

で

は
な
く

、

非
イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
に

移
民
が
到
来
す
る

こ

と

に
よ
っ

て
、

そ
の

契
機
が
生

じ

る
。

も
と

も
と
、

移
民
の

目
的
は

生

活
の

た
め
で

あ
り

、

故
国
で

村
が
ダ
ム

に
よ

っ

て

水
没
す
る

た

め

に

新
天

地
を
め
ざ

す
よ

う
な
場
合
で

あ
る

に
せ

よ
、

職
の

機
会
を

求

め

て

移
住
し

た

に

せ

よ
、

多
く
は

経
済
的
な

理

由
で

あ

り
、

と

り
わ

け

宗
教
的
な
人
び

と

が
来
た

わ

け
で

は

な
い

（

多
く
の

研
究
で

は
、

第
一

世
代
は

イ
ス

ラ

ー

ム

意
識
が

希
薄
と

さ

れ

て
い

る
）

。

　

と
こ

ろ

が
、

イ

ギ

リ
ス

社
会
へ

溶
け
込
む
こ

と

は

容
易
で

は

な
く
、

経
済
的
に

も
下
層
に

位
置
し

、

社
会
的
上

昇
の

機
会
も
限
ら
れ

る

疎
外
状
況
が

生
じ

た
。

イ
ス

ラ

ー

ム

国

に

お
い

て

近
代
化
か
ら

取
り

残
さ

れ

た
人
び

と

と

同
様
に

、

彼
ら

に

と
っ

て

依
拠
し

う
る

わ

（922） 88
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ず
か

に

残
さ

れ
た

「

資
源
」

が
、

宗
教
的
な

価
値
で

あ
っ

た
。

イ

ス

ラ
ー

ム

復

興
が
移
民
の

子
弟
を

引
き
寄
せ

る

力
を
持
っ

た
の

は
、

理
の

当
然
か

も
し

れ

な
い

。

　
移

民
の

子

弟
は

、

教
育
・

就
職
な

ど

の

面
で

不

利
な
環
境
に

置
か
れ

て
い

る
。

そ
の

点
で

、

イ
ス

ラ
ー

ム

復
興
に
は

生
活
改
善
運

動

の

側

面
が

明
ら
か
に

見
ら

れ

る
。

か
つ

て
バ

ー

ミ

ン

ガ

ム

で

調
査
を
お
こ

な
っ

た

時
に

、

イ
ス

ラ
ー

ム

組
織
の

青
年
リ
ー

ダ

ー

が

「

イ

ス

ラ

ー

ム

覚
醒
と

い

う
言
葉
は

好
き
で

は

な
い

。

な
ぜ

な

ら
、

覚
醒
と

い

う
か
ら
に

は

眠
っ

て
い

る

こ

と

に

な

る

が
、

我
々

は

貧
し

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
34）

く、

忙
し

く
、

と

て

も
眠
っ

て

い

る

暇
は

な
い
」

と

語
っ

た
こ

と

が

鮮
明

に

記

憶
に

残
っ

て

い

る
。

こ

の

地
域
で

も
、

低
所

得
者
層
の

ム

ス

リ
ム

青
少
年
を
ド

ラ
ッ

グ

な

ど
か

ら

遠
ざ

け、

ス

ポ
ー

ツ

な
ど

を
通

し

て
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

に

参
加
で

き
る

よ

う
に

す
る

た

め

に
、

苦
心
を
し

て

い

る
と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た
。

　
一

九
七

〇

年
代
に

は
、

モ

ス

ク

の

数
は

ミ
ニ

礼
拝
所
を

含
め

て

も
、

全

国
で

二

桁
の

水
準
で

あ
っ

た
。

八

〇

年
代
に

イ

ス

ラ

ー

ム

復

興
が

生
じ

て

以

降
は

モ

ス

ク

が

急
増
し

、

現
在
は
二

〇

〇

〇

以
上

あ
る

と
出
心

わ

れ

る
。

モ

ス

ク
、

ム

ス

リ
ム

学
生

組
織

、

イ

ス

ラ

ー

ム

的
慈
善
団
体
な
ど

の

諸
組

織
の

連
合
体
も
結
成
さ

れ

て

き
た

。

　
3
　
イ

ー

ス

ト
・

ロ

ン

ド

ン
・

モ

ス

ク

　
イ

ー
ス

ト
・

ロ

ン

ド
ン

・

モ

ス

ク

は
ロ

ン

ド
ン

で

最
大
の

モ

ス

ク
で

あ
り

、

金
曜
日
の

礼
拝
者
は

、

六

〜
八

千
人
規
模
で

あ
る

。

二

一

世
紀
に

入
っ

て

か

ら
、

イ

ギ

リ
ス

最
大
の

イ
ス

ラ

ー
ム

・

セ

ン

タ
ー

を

併
設
し

、

さ
ら
に

拡
張
計
画
が

進
ん

で

い

る
。

　
こ

の

モ

ス

ク

に

集
う
人

び

と

は
、

バ

ン

グ

ラ

デ

シ
ュ

お

よ

び

イ
ン

ド

の

ベ

ン

ガ

ル

州
出
身
の
ベ

ン

ガ

ル

語
話
者
が
中
核
と

な
っ

て

い

る
。

最
近

は
、

全
く
背
景
の

違
う
ソ

マ

リ

ア

人
な

ど

も

加
わ
っ

て

い

る

の

が

目
を
引
く

。

ソ

マ

リ

ア
は

九
〇

年
代
か
ら
内
戦
状
態
が

続

い

て

お

り、

難
民
や
移
住
者
が

増
え
て

い

る
。

か
つ

て

は
、

こ

の

モ

ス

ク

の

共
通
言
語
（

金
曜
の

説
教
に

用
い

ら
れ
る

言
語
お
よ

び

対
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面
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

の

媒
体
）

は
ベ

ン

ガ

ル

語
で

あ
っ

た

が
、

二

世
・

三

世
の

増
加
と

共
に

英
語
の

重
要
性
が
増
し
て

い

る
。

　
モ

ス

ク

の

周
辺
に
は

、

レ

ス

ト

ラ

ン
、

雑
貨
店

、

衣
料
品
店

、

書
店

、

イ

ス

ラ
ー

ム

銀
行
支

店
な
ど

が

あ
る

。

雑
貨

店
や

衣
料
品
店

は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

性
ま

た

は

民
族
性
を

反
映
し

た

衣
料

、

食
品

、

生

活
必

需
品

を

扱
っ

て

い

る
。

地
域
一

帯
に

は
、

四

〜

五

万
人
の

ム

ス

リ
ム

住
人

が

お
り

、

ま

さ

に

地

域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

中
心
と

し

て

機
能
し

て

い

る
。

　
イ

ー
ス

ト
・

ロ

ン

ド
ン

の
一

帯
は

、

最
初
は

金

融
街
シ

テ

ィ

の

東
側

に

広

が

る

庶
民
的
な
地

域
で

あ
っ

た

が
、

最
近
は

再
開
発
に
と

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
（
35）

も
な
っ

て
、

さ

ら
に

東

部
に

新
し
い

高
層
ビ

ル

街
が

出
現
し

、

モ

ス

ク
一

帯
の

地

価
も
上

昇
し

て

い

る

と
い

う
。

　
モ

ス

ク

が

提
供
す
る

主

た

る

サ

ー
ビ

ス

は
、

ま

ず、

一

凵
五

回
の

日
々

の

礼

拝
で

あ
り

、

金

曜
日
の

昼

に

は

集
団
礼
拝
が

お

こ

な
わ

れ

る
。

集
団
礼
拝
の

参
加
者
は

六

〜

八

千
人

と

推
定
さ

れ
、

金

曜
に
は

モ

ス

ク

に

併
設
さ

れ

た

イ
ス

ラ

ー
ム

・

セ

ン

タ

ー

の

ス

ペ

ー

ス

も

開
放
さ

れ

て

い

る
。

金

曜
の

礼
拝
に

は

イ
マ

ー
ム

に

よ

る

説
教
が

お
こ

な

わ

れ

る

が
、

説
教
の

手
話
通
訳
も
な

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

は
、

イ

ギ

リ

ス

で

は

初
め

て

の

試
み

で

あ
る

。

　
ま

た
、

イ

ス

ラ
ー

ム

冊
子

の

発
行、

配
布、

他
で

出

版
さ

れ
た

イ
ス

ラ
ー

ム

関
係
の

書
籍
の

販
売
な

ど

が

お
こ

な
わ
れ

て

い

る
。

後

者
は

あ
る

程
度
の

大
き
な
モ

ス

ク

で

は

よ

く
見
ら

れ

る

が
、

独
自
の

冊
子
の

発
行
は

珍
し
い

。

モ

ス

ク

お

よ

び
イ
ス

ラ

ー
ム

・

セ

ン

タ

ー

の

広
報
活
動
と

し
て

、

ニ

ュ

ー
ズ

レ

タ
ー

の

発

行、

ホ

ー
ム

ペ

！

ジ

の

運
営
も
お
こ

な
わ

れ

て

い

る
。

ラ

マ

ダ
ー

ン

月
に

は

ラ

ジ
オ

放
送
も
お

こ

な
っ

て

い

る

よ

う
で

あ
る

が
、

こ

れ

は

ネ
ッ

ト

を
通
じ
た

も
の

と

は

い

え
、

内
容
的
に

は

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

へ

の

サ

ー

ビ

ス

と
い

う
側
而
が

強
い

よ

う
に

思

わ
れ
た

。

　
カ

ウ
ン

セ

リ
ン

グ

も

日

と

時
間
を
決
め

て

お
こ

な
わ
れ

て
い

る

が
、

必
ず
し
も
宗
教
的
な
カ

ウ
ン

セ

リ
ン

グ
で

は

な
い

。

む

し

ろ
、

移

民
お

よ

び
そ
の

二

世
・

三

世
に

向
け
た

、

在
留
を
め

ぐ
る

問
題
や

職
探
し

な
ど

、

生
活
に

密
着
し
た

相
談
が
多．
い

。

イ
ギ

リ
ス

で

は
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現代宗教 として の イス ラ
ー

ム

南
ア
ジ

ア

出

身
の

ム

ス

リ
ム

が

商
店
や
レ

ス

ト
ラ
ン

を
経

営
し
て

い

る

例
も
多
く

、

起

業
へ

の

ア

ド
バ

イ
ス

も
あ
る

と
い

う
。

新

規
移

民
（

近

年
増
え
て
い

る

ソ

マ

リ

ア

か

ら
の

移
民
な
ど

）

の

支
援
も
お
こ

な
わ

れ

て

お

り
、

そ

れ

に
は

基
礎
的
な
英
語
教
育
も

含
ま
れ
て

い

る
。

　

イ

ス

ラ

ー

ム
・

セ

ン

タ

ー

に

は
、

小

学
校
と

中

学
校
が

開
設

さ

れ

て
い

る
。

西

欧
や
北

米
で

は

移
民
ム

ス

リ
ム

が

子

弟
の

た

め
の

「

イ
ス

ラ

ー
ム

学
校
」

を

望

む

こ

と

が

多
い

が
、

そ

の

場
合
の

最
も
重

要
な

ポ

イ

ン

ト

は
、

男
女
別
学
で

あ
る

。

こ

の

モ

ス

ク

で

も
併

設
さ

れ

た

学
校
は

別
学
で

あ
っ

た
。

生

徒
・

学
生

の

た

め

の

図
書
室

、

学
習
サ

ー

ク

ル

も
あ
る

。

　

結
婚
契
約
式

、

披
露
宴
の

パ

ー

テ
ィ

の

サ
ー
ビ

ス

も
提
供
し

て

い

る
。

ム

ス

リ

ム

中
心
の

披
露
宴
で

は
、

提
供
さ

れ

る

食
事
が

バ

ラ

ー

ル

（

イ

ス

ラ

ー
ム

法
に

照
ら
し
て

合

法
）

か

ど

う
か

問
題
と

さ

れ
る

の

で
、

そ
の

よ

う
な
食
事
を
パ

ー

テ

ィ

に

提
供
す
る

こ

と

は

宗

教
的
な

サ
ー

ビ

ス

と
も

言
え

る
。

　

必
要
に

応
じ

て
、

葬
儀
礼
拝
が

お
こ

な
わ

れ
る

の

は

当
然
と

し
て

、

埋

葬
の

た

め
の

支

援
も
サ
ー

ビ

ス

と

し
て

提
供
さ
れ

て
い

る

と

い

う
。

移
民
元
の

本
国
で

は
、

長
い

伝
統
に

支
え
ら

れ
た

イ
ス

ラ

ー
ム

社
会
が

あ
り
、

墓
地
や

埋
葬
に
つ

い

て
一

般
の

人
び

と
が

悩
む

必
要
は

な
い

が
、

イ
ギ

リ
ス

と
い

う
異
国
で

は
、

自

分
た

ち
の

し
き
た

り
（

イ
ス

ラ

ー
ム

お

よ

び
出

身
地
の

ロ

ー

カ

ル

な

慣
習）

と

イ

ギ
リ
ス

の

法
規
・

慣
例
と

を
適
合
さ

せ

る

た

め

に
、

経
験

者
た

ち
に
よ

る

支
援
が

欠

か

せ

な
い

で

あ
ろ

う
。

終
わ

り

に

　
本
稿
で

は
、

ア

ラ

ブ

諸
国
の

事
例

、

移
民
を

中
心

と

す
る

イ

ギ

リ
ス

の

ム

ス

リ
ム

・

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

事
例
な
ど

か

ら
、

過
去
三

〜

四

〇

年
の

問
の

イ

ス

ラ
ー

ム

復

興
を

概
括
し
て

き
た

。

復
興
を

め

ざ

す
人
び
と

や

運

動
に

と
っ

て
、

復

興
さ

せ

る

べ

き
「

イ

ス

ラ
ー
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」

の

内

実
と
は

、

い

ず
れ

の

場

合
で

も
、

イ
ス

ラ

ー
ム

的
な

価
値
観
を

共
同
体
的
に

再
生

さ
せ

る

ー
あ
る
い

は
、

そ
れ

に

よ
っ

て

イ
ス

ラ

ー

ム

的
な

共
同
体
を
建
設

す
る

　
　
こ

と

で

あ
っ

た
。

現
代
に

お
い

て

宗
教
を

再
生

す
る

と
い

う
場
合
に

、

可
能

性
と

し

て

は

イ
ス

ラ

ー

ム

に

も
、

信
仰
の

個
人

化
・

内
面
化
を

軸
と

す
る

道
も

あ
り
え
た

で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

実
際
に

生
起
し
た

の

は
、

ウ
ン

マ

と

い

う
世

界
的
な
共

同
体
意
識
の

強
調

、

ウ
ン

マ

の

法
と

し
て

の

イ
ス

ラ

ー

ム

法
の

重
視

、

そ
れ
に

基
づ

く
地

域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

（

再
）

形
成

、

と
い

う
道
で

あ
っ

た
。

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

で

は
、

多
く
の

場
合
に
モ

ス

ク

が

中
心
的
な

役
割
を

担
っ

て

い

る
。

　

イ
ス

ラ
ー

ム

諸
国
に

お
け
る
エ

リ
ー

ト

層
が

、

主
体
的
な
選
択
と
し
て

イ
ス

ラ

ー
ム

復

興
を

選
ぶ

に

せ

よ
、

そ
れ

ら

の

社
会
の

恵
ま

れ
な
い

人
び

と

や
、

西

欧
に

移
住
し

疎
外
状
況
に

あ
る

ム

ス

リ
ム

た
ち
が

、

最
後
の

拠
り
所
と

し
て

イ
ス

ラ

ー
ム

的
な

価
値
観
に

訴
え

る

に
せ

よ
、

そ
れ
ら
は

「

信
仰
に
よ

る

絆
」

を

共
同
体
的
に

実
現
す
る

こ

と

を
通
し

て
、

具
体
的
な
利
益
を

当
事
者
た

ち
に

も
た

ら

す

面
を
持
っ

て

お
り

、

そ
れ
だ

け
に

社
会
的
に

根
を

張
る

可
能
性
を

有
し

て

い

る

と

言
え
よ

う
。
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注
（
1
）
　
グ

ロ

ー

バ

ル

な

宗
教
復
興
に
つ

い

て

は
、

小
杉
泰
「

国
家
と
宗
教
の

思
想
」

（
田

中
浩
編
『

現
代
思
想
と

は
な
に

か

1
近
・

現
代
三

五

〇

年
を
検

　

　
証
す
る
』

龍
星
出
版、

一

九
九

六

年）
、

一

六
四
ー
一

八
一

頁、

（
2

）

　
各
地
の

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
の

進
展
と

多
様
性
に

つ

い

て

は
、

小
杉亠
泰

編
「

増
補
　
イ

ス

ラ

ー

ム

に

何
が
お

き
て

い

る

か

　
　
現
代
世
界
と

イ

ス

ラ

ー

　

　
ム

復
興
』

平
凡
社、

二

QO

一

年、

小
松
久
男
・

小

杉
泰
編
『

現
代
イ
ス

ラ

ー

ム

思
想
と

政
治
運

動』

東
京
大

学
出

版
会、

二

〇
〇

三

年、

小

杉
泰
編

　

　
『

イ
ス

ラ

ー

ム

の

歴
史
2
　
イ
ス

ラ

ー

ム

の

拡
大
と

変
容
』

山
川
出
版
社、

二

〇
一

〇
年、

に

所
収
の

各
論
文
を

参
照

。

（
3）
　
エ

リ
ー

ト
層
の

中
に

は
、

従
来
通
り
西
洋
化
／
世
俗

化
の

道
を

歩
む
人
び
と
も

少
な

く
な
い

た
め、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
以

降
の

知
識
人
は

、

世
俗
派

　

　
と

イ
ス

ラ

ー

ム

派
に

分
裂
す
る

傾

向
が

見
ら
れ

る
。

近
代
の

ム

ス

リ

ム
・

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

変
容
は、

飯

塚
正
人

「

近

代
に

お

け
る

『

ム

ス

リ

ム

　

　
社
会
』

の

変
容
　
　
静
寂
か
ら

行
動
へ

、

国
境
を
超
え
る
同
胞

意
識
の

『

再
生
』

へ

」

（
『

思
想』

九
四
一

号
、

二

〇
〇
二

年
）

、

六
九

1
八
五

頁
。

（
4
）

　
イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
期
の

中

東
の

近

代
化
や

都
市
問
題
に
つ

い

て

は、

加
納

弘
勝

『

中

東
イ
ス

ラ

ム

世

界
の

社

会
学
　
　
第
三

世
界
に

お

け
る

都
市
と
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文
化
と
社

会
統
合
』

有
信
堂

高
文
社、

冖

九
八
九
年、

が

詳
し
い

。

（
5）
　
米

国
の

ビ
ュ

ー
・

リ

サ

ー

チ
・

セ

ン

タ

ー

に

よ
る
．．

ζ
8
豆
コ

ぴq
け

げ
Φ

Ω

δ
げ

巴

ζ
⊆
ω

目

日
勺

8
巳
口
口
o
巨

〉

力
Φ

唱
o
「

け

o
昌

昏
 

ω

冨
Φ

国
昌
α

∪
す

穹
ぴ
＝−

　
　
鉱
o
昌

oh

夢
Φ

芝
o
匡
O
ゴ

ζ
ロ

匹一
日

勺
o
冒

巳

無
δ
昌

。

（
げ

露
駿
＼
＼
O
Φ

毒
8
暑
Bb
民

ゆQ
＼

ン

富
ロ

官
置

叩

90
−
O冖
o
σ
眇

甲

ζ
麟
っ゚

目

日−
勺
oO

巳
殳ρ

口
o
戸
曽

ω

O
×

　
二

〇
〇

九

年

　
　
一

〇

月
二

〇

日
閲
覧
）

。

（
6）
　
OIC

は
パ

レ

ス

チ
ナ
を
正

式
メ

ン

バ

ー

と
し

て

き
た

。

自
治
政

府
し

か

な
い

現
状
を

主
権
国
家
と

認
め

な

い

の

で

あ
れ
ば

、

「

五

六
力

国
＋

一

地

　
　
域
」

で

あ
る

。

OIC

に
つ

い

て

は、

小
杉
泰
『

現

代
イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
論
』

名
古
屋
大
学
出

版
会、

二

〇

〇

六
年

、

五

九
八

−
六

＝
二

頁
。

（
7）
　
小
杉
泰
・

長

岡
慎
介
・

山
尾

大
「

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
と

諸
国
の

概

要
」

（
小
杉

泰
・

林
佳
世
子
・

東
長
靖
編
『
イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
研
究
ハ

ン

ド

ブ
ッ

　
　
ク
』

名
古
屋
大
学
出
版
会、

二

〇
〇
八

年）
、

四
八
六
−

五

二

〇

頁
。

（
8）
　
福
田
義
昭
「

神
戸
モ

ス

ク

建
立

−
昭
和
戦
前
期
の

在
神
ム

ス

リ
ム

に

よ

る

日
本
初
の

モ

ス

ク

建
立

事
業
」

（
『

ア

ジ

ア

文
化
研
究
所
研
究
年
報
』

四

　
　
五

号、

二

〇
一
一

年）
、

三

ニ

ー
四
〇

頁
。

（
9

）

　
政
教
一

元
論
は、

政

治
と

宗
教
が

本
来
的
に

分
節
化
さ
れ
な
い

よ

う
な
社
会
観
・

政
治
観
を

指
す

。

西
洋
的
な
政
教
二

元
論
で

は、

政
教
一

致
．

政

　
　
教
分
離
の

前
提
と
し
て

両

者
が
も
と
も
と
異
な
る

領
域
で

あ
る

と
の

認
識
が
あ
る

が、

ロ

ー

マ

帝
国
に

キ
リ

ス

ト
教
が
浸
透
し
た
の

と

は

違
っ

て、

イ

　
　
ス

ラ

ー

ム

で

は、

七

世
紀
の

ア

ラ

ビ
ア

半
島
で

共
同
体
と

国
家
が
同

時
に

成
立
し、

法
と
政
治
に
つ

い

て

政
教
一

元
的
な
認
識
が
成
立
し
た

。

イ
ス

ラ

　
　
ー

ム

復
興
は

、

そ

れ
を

現
代
的
に

再
定
義
す
る

側
面
を
持
っ

て

い

る
。

（

10
）
　
ク

ル

ア

ー

ン

は
、

慣
例
に

従
っ

て

「

コ

ー

ラ

ン
」

と
す
る

こ

と
な

く
、

ク

ル

ア

ー

ン

と

表
記
す
る

こ

と
が

望
ま
し
い

。

ど
の

よ

う
な

関
係
に

お
い

て

　
　
も

、

相
互

理

解
の

基
本
は

互

い

の

自
称
の

認
知
に
始
ま
る

た

め
、

イ
ス

ラ

ー

ム

理
解
の

た

め

に

は
、

当
人
た

ち

が
用
い

て

い

る

宗
教

名
（

イ

ス

ラ

ー

　
　
ム
）
、

信
仰
対
象
名
（
ア

ッ

ラ

ー）
、

開
祖
名
（
ム

ハ

ン

マ

ド
）

、

聖
典
名
（
ク
ル

ア

ー

ン
）

、

聖

地

名
（

マ

ッ

カ、

マ

デ

イ

ー

ナ
）

を
適

切
に

音
訳
す
る

　
　
こ

と

は
重

要
で

あ
ろ

う
。

他
の

用
語
に

つ

い

て

は
、

日

本
語
で

定
着
し

て

い

る

も
の

を
過

剰
に

原
立

日

化
（
カ

タ

カ

ナ

化
）

す
る

こ

と
は
、

読
者
の

便
宜

　
　
に

反
す
る

場
合
も
あ
る

。

（
11
）

　
植
民
地

化
（
保
護
国
化
を
含
む
）

さ
れ
な
か
っ

た
の

は
、

わ

ず
か

に

サ

ウ
デ

イ

ア

ラ

ビ
ア

王

国
と

北
イ
エ

メ

ン
、

イ

ラ
ン
、

ア

フ

ガ
ニ

ス

タ
ン

程
度

　
　
で

あ
っ

た
。

（
12
）
　
前
掲
「

現
代
イ
ス

ラ

ー

ム

世

界
論
』

、

三

六
六

⊥、
一
七
五

頁
。

（
13）
　
小
杉

泰
「

イ
ス

ラ

！

ム

人
生

相
談
所

ー
暮
ら

し

の

中
の

法
学
」

（
大
塚

和
夫
編
『

現
代
ア

ラ

ブ
・

ム

ス

リ

ム

世
界
　
　
地
巾
海
と

サ

ハ

ラ

の

は

ざ

　
　
ま
で
』

世
界
思
想
社、

二

〇
〇
二

年）
、

＝
二

ー
四
五

頁
。

（
14）
　
小
林
寧
子

『

イ
ン

ド
ネ
シ

ア

　
展

開
す
る

イ
ス

ラ

ー

ム
』

名
古
屋
大
学
出
版
会

、

二

〇
〇
八

年、
一

＝

八
1

二

二
＝ 一
頁

。

93 （927）
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（
15
）

　
個
々

の

信
徒
を

見
れ
ば
、

地
域
の

モ

ス

ク
に

行
く
こ

と

に

よ

っ

て

「

同
胞
性
」

を

感
じ

、

そ
れ
が
世

界
的
な
共
同

体
へ

の

想

像
力
を
生
む

、

と
い

う

　
　

事
例
は

多
々

あ
る

。

（

16
）
　
小
田

淑
子
「

イ
ス

ラ

ー

ム

の

宗
教

性
　
　
イ

ス

ラ

ー

ム

法
の

意

味
を

中
心
と

し
て
」

（

竹
下
政

孝
編

『

イ

ス

ラ
ー

ム

の

思

考
回

路
』

栄
光
教
育

文
化

　
　
研
究
所、

】

九
九
五
年）

、

三
一

頁
。

（
17）
　
冖

匡
・゚

戸

嘱
口
ω

旦

き
α

慝

舘
⊆
ω

げ圃

国
○
ω

轟
尸

o
α

ψ−

→
ミ

ミ
ミ

緊
題
町
亀
卜

黷
嵐
笥

ミ
卸

ミ
ミ
刪

じd
 

マ

舞冖

弓
⊆

幽

葺
b。
OO

μ

　
ま
た

、

小
杉
泰

『

イ
ス

ラ

　
　
ー

ム

　
　
文
明
と
国
家
の

形
成
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会、

二

〇
一
一

年、

参
照

。

（
18）
　
ベ

ネ
デ

ィ

ク
ト
・

ア
ン

ダ

ー

ソ

ン

（
白
石
隆
・

白
石
さ
や

訳）

『

想
像
の

共
同

体
　
　
ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

起
源
と

流
行
』

リ
ブ
ロ

ポ

ー

ト、

一

九

　
　
八

七

年
。

（
19）
　
野
町
和
嘉

『

メ

ッ

カ

巡

礼
』

集
英
社、

一

九
九
七

年
、

参
照
。

（
20
）
　

前
掲
「

現
代
イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
論
』

、

六
一

二

頁
。

（
21
）
　
現
代
に

お
け
る

巡
礼
に

つ

い

て

は
、

幻
o
σ

霙
什

霽

¢d
す

990

§
論

庶
O
ミ、

ミ
貯
誌
ミ

鼕
§
栽

、
Q

ミ
蹄
物

§

ミ
鴨

》

甘
ミ

号

き
丶

ミー

○
客

8
門

9

　
　
0
×

8
巳
d
三
＜
¢

『
°。一
蔓
℃
「
Φ
ω

ω’
b。

OO

爵

（
22
）

　
女
性
は

、

母
親
で

あ
れ
ば
子
ど

も
の

世
話
な
ど
も

あ
り、

金
曜
に

モ

ス

ク

へ

行
く
義
務
は

な
い

。

し
か
し

、

イ

ス

ラ
ー

ム

復

興
に

伴
っ

て
、

「

自
分

　
　
た
ち

も
参
加
し

た

い
」

と
、

女
性
の

礼
拝
者
が

増
え
る

事
例
は

多
い

。

（

23
）

今
日
で

は
、

そ
れ

に

相

当
す
る

金
額
を
出

す
こ

と

も

多
い

が、

伝
統
的
な
社
会
で

は

実
物
に

よ
る

喜
捨
も
お
こ

な
わ

れ
て

い

る
。

（

24
）
　
葬
儀

礼
拝
は、

所
要
時
間
が
五

分
程
度
で

あ
り、

そ
の

時
モ

ス

ク
に

居

合
わ

せ
た

者
が

全
員

参
加
す
る

に

し

て

も、

そ
れ

ほ

ど

負
担
に

は

な
ら

な

　
　
い

。

（
25
）
　
日

に

五
同
の

礼
拝
は、

あ
る

＝
疋

の

時
間
内
に
お

こ

な

う
も
の

と
さ

れ
る

（

そ
れ
ぞ
れ
の

礼
拝
の

刻
限
は
、

一

時
間
半
か

ら
三

時
間
程
度
の

幅
が
あ

　
　
る）
。

同
一

刻
限
な
い

に

は
一

度
し

か
礼

拝
が
で

き
な

い

の

で
、

自

分
の

礼

拝
を

終
え
た

者
は
（
モ

ス

ク

の

イ
マ

ー

ム

で

あ
れ
誰
で

あ
れ）
、

再
び

導
師

　
　
と

な
る
こ

と
が
で

き
な
い

。

（
26）
　
独
裁
政
権
や
権
威
主
義
的

な
政

治
が

お

こ

な
わ

れ

て

い

る

国
で

は
、

集
会
の

自
由
が

制
限
さ
れ

て

い

る

と
こ

ろ

が

多
い
。

そ
の

よ

う
な
場
合
で

も
、

　
　
モ

ス

ク
で

の

集
団
礼
拝
や

ク

ル

ア

ー

ン

学
習
は

取
り
締
ま

り
の

対
象
と
な
ら
な
い
。

そ

れ

も
、

モ

ス

ク

が
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

中
心
と
し

て

発
展
す
る

背

　
　
景
的
な
要
因
と

な
っ

て

い

る
。

（
27
）
　
横
田
貴
之
『
原
理
主

義
の

潮
流

　
　
ム

ス

リ

ム

同

胞
団
』

山

川
出
版
社

、

二

〇
〇

九

年、

六
ニ

ー
六．
二

頁
。

（
28
）
　
イ
ス

ラ

ー

ム

福
祉
活
動
に

つ

い

て

は
、

い

跨
ω
酢

匡
陣

Ω

胃
拓

訪
N

ミ
斜

G
隷

ミ
軌

§

§

ミ

毎

亀
慧
蹄
ミ％

蓴
叙

ミ
Q6

ミ
鴇

〉

ミ
罨
亀

碁
鵠

亀
謡

氤

騎
o
昏

皆
丶

§
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誉
ミ

ミ

§
ひ

丶

町
§
き

黛
隷

駄

寄
ミ

§魍

些
8
日

『
ひq8

肖

詈
島
p
鵠
pq

＝

ぞ
Φ

屋
詳
団

勺

富
ω

o。

bOO
野

（
29
）
　
ア

ラ

ブ

諸

国
の

場
合、

都
市
化
に

伴
う

住
宅

難
や
就
職

難
に

よ

る

経
済
的
な

困
難
が

、

結
婚
を

妨
げ
る

要
因
と

な
っ

て

い

る
。

イ
ス

ラ

ー

ム

法
で

　
　
は、

男
性
が
結
婚
相
手
の

女
性
に

マ

フ

ル

（
婚
資
金
）

を

支
払
う
こ

と

が

契
約
上
の

義
務
と

な
っ

て

お
り、

そ

れ
が

社

会
的

体
面
の

た

め
に

高
騰
し

て

　
　
い

る

こ

と

が
問
題
と

な
っ

て

い

る
。

ま
た
、

結
婚
披
露
宴
が
華
美
に
流
れ

る

傾
向
に
あ
り、

そ
れ
も
結
婚
の

コ

ス

ト

を
上

昇
さ
せ

て

い

る
。

集
団
結
婚

　
　
式
は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

的
価

値
に
沿
っ

て

結
婚
を

容
易
な
ら
し
め

る
目
的
で
、

披
露
宴
の

コ

ス

ト
を
下
げ
つ

つ

体
面
も
維

持
で

き
る

仕
組
み

と

し
て

発
案

　
　
さ
れ
た

。

富
裕
層
の

リ

ー

ダ

ー

が
イ
ニ

シ

ア

チ

ブ

を

取
る

場
合
が
多
い

（

富
裕
層
が
宗
教
的
な
価
値
観
か
ら
率
先
す
る

の

で

な
け
れ
ば
、

低

所
得
者
に

　
　
よ
る

安
価
な
披
露
宴
と
い

う
印
象
に

終
わ
り、

目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
）

。

（
30
）
　
小
杉
泰
・

長
岡
慎
介
「

イ

ス

ラ

ー

ム

銀
行
　
　
金

融
と

国
際
経
済
」

山
川
出
版
社、

二

〇
一

〇

年、

長
岡
慎
介
『

現

代
イ
ス

ラ
ー

ム

金
融

論
』

名
古

　
　
屋

大
学
出
版
会、

二

〇
一
一

年
。

（
31
）
　
イ
ス

ラ

ー

ム

的
な
企
業

活
動
に
つ

い

て

は
、

澤
江
史
子

『

現
代
ト
ル

コ

の

民
主

政
治
と

イ
ス

ラ

ー

ム
』

ナ
カ

ニ

シ

ヤ

出
版、

二

〇
〇

五

年、

が
詳
し

　
　
い

。

（
32
）
　
そ
れ
ま
で

の

研
究
の

空
白
を
埋
め
た
画
期
的
労
作
が、

内
藤
正
典

『

ア

ッ

ラ

ー

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

　
　
移
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科
学
研
究
費
補
助
金
に

よ

る
「

西
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

諸
国
に

お
け
る
移
民
の

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
運
動
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（

内

藤
正
典
・

研

究
代
表

、

一

九
九
七

−
八
年
度
）

　
　
の

臨
地
調
査
に
よ

る
。
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臨
地
調
査
で

の

聞
き
取

り
に
よ

る

（
二

〇
一

〇

年
七
月）
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Islam as  a  Contemporary Religion

The  Umma  as  a  Universal Community  and

   Mosque-based  Regional Communities

KosuGI  Yasushi

Islam is often  described as  the most  rapidly  expanding  world  reiigion.

However, its vitality had been observed  only  after  the manifestations  of

the Islamic revival  in the 1970's. In the earlier  decades, reporting  the

declining roles  of Isiam in social and  political arenas,  under  the process  of

secularization,  was  more  common  than not,  until the advent  of the Islamic
revival,  which  has been reinstituting  

"the
 religious  bond" among  its adher-

ents.

  One of the main  characteristics  of Islam is that it provides  not  only  spiri-

tual and  ethical  teachings  for its adherents  but also  practical norms  in
their daily life as  the sanctions  of  the Sharra, the revelation-based  law. This
law is considered  as  the  law of  the Umma,  or  the universal  and  single

Islamic community,  therefore transcending national  borders. Many  Muslim

countries  in the post-colonial era  disregarded the Islamic law, fbllowing the
legal system  of modern  nation-states  based on  the separation  of  the state

and  the church.  The  Islamic legal sanctions,  however, have survived  in
Muslims' daily life in their religious  rituais,  family relations,  festivities, and

the like. They  were  strengthenea  by the Islamic revival,  and  in their turn,
strengthened  the human  bonds based on  religion  in their society.

  Religion in the case  of  Islam is manifested  not  so  much  as  an  individual
creed,  but more  as  practices of  brotherhood and  community  of  the faithfuL
The  mosques  function as  the center  of the community  and  as  a  theater of

such  practices. Return to Islam first brings movements  to build mosques,

then  the mosques  become a basis for welfare  for the poor, often  with  a

medical  clinic attached  to serve  the unprivileged  needy.  In Muslim  coun-

tries as well  as in Muslim  communities  in Western countries,  Islamic

revival  is mostly  accompanied  by (1) Qur'anic and  Islamic education,  (2)
building mosques  and  encouraging  prayers, (3) welfare  and  benevolence

activities,  (4) an  increase of pilgrims to al-Hajj, and  (5) establishment  of

Islamic banks.
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