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化
し

た

チ

ャ

ン

ネ
ル

に
つ

い

て

も
言
え
る

。

テ

レ

ビ

の

世
界
に

姿
を
現
す

イ
ス

ラ

ム

に
関
し、

視
聴

者
の

志
向
や
二

i
ズ
が

決
定
的
な
意
味
を
持
ち

始
め

た

の

で

あ
る

。

明
ら
か
に

反
イ
ス

ラ

ム

的
な
内
容
で

も
な
い

限
り

、

視
聴
率
を

稼
げ
る

人
物
や
テ

ー
マ

は
採
用
さ
れ、

そ

う
し

た

チ

ャ

ン

ネ
ル

に
登
場
す
る
も
の

は

翻
っ

て
、

イ
ス

ラ

ム

性
を
獲
得
す
る
。

こ

う
し
た

プ

ロ

セ

ス

に

お
い

て
、

ウ

ラ

マ

ー
は

無
力
と

い

う
わ

け
で

は

な
い

が、

そ
の

影
響
力
は

限
定
的
と

言
わ

ざ
る
を
得
な
い

。

　

今、

人
々

は

消
費
者
あ
る

い

は
生
活
者
と
し

て
、

何
を

買
う
か、

何
を

見
る

か、

何
を
使
う
か
を

決
定
す
る

こ

と

を
通
し

て
、

ム

ス

リ
ム

と

し

て

の

自
己
実
現
を
成
し
遂
げ
よ

う
と

し
て

い

る
。

そ
の

結
果
と

し
て、

イ

ス

ラ
ム

は
、

市
場
に
お
い

て

大
き
な
力
を
持
つ

に

い

た
る

。

こ

の

傾
向
に

拍

車
を
か

け
る

の

は
、

グ
ロ

ー

バ

ル

化
に

よ
る

モ

ノ

や

情

報
の

横

溢
で

あ

り、

そ
の

な
か
で

は

消
費
者
が
選
択
と

い

う
行
為
を
迫
ら

れ
る

と

い

う
事

実
で

あ
ろ

う
。

消
費
者
は
、

選
ば

な
け
れ
ば
な
ら

な

く
な

り、

そ
の

際
ひ

と

つ

の

重
要
な
基
準
と

し
て

「

イ
ス

ラ

ム

性
」

が

浮
上

す
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
イ

ス

ラ

ム

法
の

専
門
家
か

ら
見
れ
ば

完
璧
な
も

の

で

あ
っ

て

も、

消
費

者
に

選
ば

れ
な
け
れ

ば

そ
の

商
品
も

、

そ
の

番
組
も

淘
汰
さ
れ

る
。

選
ば

れ
た

も
の

だ

け
が、
「

イ

ス

ラ

ム

的
」

商
品

、

「

イ

ス

ラ

ム

的
」

番
組
と

し

て

生

き
残
る

。

そ
う
し
て

生

き
残
っ

た

も
の

が、

こ

れ

か

ら
の

イ
ス

ラ

ム

の

あ
り
よ

う
を

大
き
く
規

定
し
て

い

く
の

で

は

な

い

か

と

考
え

ら
れ

る
。

仏
教
徒
が

語
る

ア

ッ

ラ

ー

　
　

　

教
義
の

壁
へ

の

挑
戦

小

布

施

祈

恵

子

　
仏
教
と
イ
ス

ラ

ー

ム

は

世
界
宗
教
の

中
で

最
も
教
義
的
に

か

け
離
れ

た

も
の

だ
と

考
え

ら
れ
て

お

り、
「

無
神
論
」

的
教
え
を

奉
じ
る

仏

教
徒
と

「

厳
格
な
一

神
教
」

徒
で

あ
る

ム

ス

リ
ム

と
の

間
に

は

相
互

理
解
が

成
立

し
に

く
い

、

と
さ

え

言
わ

れ

る

こ

と

も
あ
る

。

確
か

に

こ

れ

ま
で

両
者
の

共
通
点
と
し

て

は

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

と

禅
や

倫
理
・

道
徳
の

教
え
の

類
似
点

が
指
摘
さ

れ

る

程
度
で

あ
っ

た
。

ま
た

仏
教
徒
と
ム

ス

リ

ム

の

相
互
言
及

を
見
て

も、

ム

ス

リ
ム

側
か

ら
は
、

仏
陀
を

預
言
者
の
　

人
と
み

な
す
こ

と

に

よ
っ

て

仏
教
に

＝
疋

の

評
価
を

与
え
よ

う
と

す
る

動
き
が

少
な
か

ら

ず
存
在
し

て

き
た

が
、

仏
教
徒
が

仏
教
の

教
義
の

枠
組
み

を

使
っ

て

イ
ス

ラ

ー

ム

を

解
釈
す
る

こ

と

は

稀
で

あ
っ

た
。

し

か

し

宗
教
紛

争
や

い

わ

ゆ

る

テ

ロ

活
動
な
ど
を

通
し
て

宗
教
問
の

関
係
が

重
要
視
さ

れ

る

に

つ

れ、

現
代
仏
教
徒
の

中
に

仏
教
と

イ
ス

ラ

ー

ム

の

間
に

教
義
的
つ

な

が

り
を
見

出
し
、

両
者
の

関
係
の

改
善
を
め

ざ

す
試
み
が

現
れ

て

き
た

。

本
稿
で

は

現
代
仏
教
徒
に

よ

る

イ

ス

ラ

ー

ム

へ

の

言
及
の

中
か

ら、

教

義
の

観
点
を

通
し

て

系
統
的
に

友
好
的
な
議
論
を

展
開
し
て

い

る

例
を
三

つ

紹
介
し、

そ
の

意
義
を

考
察
す
る
。

　
一

つ

目

は
、

タ

イ

出
身
の

テ

ー

ラ

ワ

ー

ダ

仏
教
の

指
導
者
ブ

ツ

ダ
ダ
ー

サ
比

丘
（

一

九
〇

六

−
一

九

九
三
）

に

よ

る

見
解
で

あ
る

。

彼
は

す
べ

て

の

宗
教
は

「

空
」

を

究
極
の

真
理
と

し
て

共
有
し
て

い

る

と・
王

張
し
て

お

り、

仏
教
以

外
の

宗
教
で

「

神
」

と

呼
ば

れ
る

も
の

を
ダ

ン

マ

（

法）

と

同
一

視
し

て

い

る
。

ま
た

彼
は

「

す
べ

て

の

国
に
使
徒
が

遣
わ

さ
れ
る
」
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と
い

う
ク

ル

ア

ー

ン

の

言
葉
を
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
同
士
の

教
義
的
つ

な
が

り
の

基
盤
と

し
て

引
用
し

、

「

真
理
を

説
く
神
の

人
」

と

し

て

の

「

使
徒
」

は
す
べ

て

の

宗
教
に

見
出
せ
る

と

し
て

い

る
。

さ
ら
に

、

ブ

ッ

ダ
ダ
ー

サ

は
釈
迦
を
は
じ
め

と

す
る

歴
史
上

の

宗
教

指
導
者
た
ち
は

、

ア

デ

ィ

プ

ッ

ダ
〔
本
初

仏
）

か

ら

派
生
し
て

い

る

と

し、

包
括
主

義
的
ア

プ
ロ

ー

チ
を

展
開
し

て

い

る
。

　
次
の

例
は

、

米
国
出

身
で

チ
ベ

ッ

ト
仏

教
の

指

導
者
・

研
究
者
で

あ
る

ア

レ

ク

サ

ン

ダ
ー
・

バ

ー

ズ

ィ

ン

（
一

九
四
四

1
）

の

見
解
で

あ
る

。

彼

は
神
の

問
題
が
ム

ス

リ

ム

に

と
っ

て

大
き
な
重
要．
性
を
持
っ

て

い

る

こ

と

に

注

目
し
、

ム

ス

リ

ム

と
の

対
話
に

お
い

て

仏
教
が

無
神
論
で

あ
る

こ

と

に

直
接
言
及
す
る

こ

と
は

避

け
る
べ

き
で

あ
る

と
主

張
し

て

い

る
。

さ
ら

に

仏

教
に

お

い

て

神
に

相
当
す
る

も
の

と

し
て

ア

デ

ィ

ブ
ッ

ダ

の

概
念
を

導
入
し
、

イ

ス

ラ

ー

ム

で

は

ア

ッ

ラ

ー

が

究
極
的
に

は

人

格
化
さ
れ

て

お

ら

ず、

不
可
知
な
る

存
在
で

あ

る

と

さ
れ

て

い

る

ゆ

え
に
、

す
べ

て

の

も

の

の

源
で

あ
り

「

言
葉
・

概
念
を
超
越
し、

想

像
で

き
な
い
」

ア

デ

イ

ブ

ッ

ダ
は

ム

ス

リ
ム

に

と
っ

て

共
感
し
や

す
い

も
の

で

は

な
い

か

と
述
べ

て

い

る
。

　
最

後
の

例
は
、

浄
土

真
宗
の

僧

籍
を

持
ち

、

英
文
学
お

よ

び

比
較
文
化

研
究
を

専
門
と

す
る

学
者
で

あ
る

狐
野

利
久
（
一

九一、
＝

1
）

の

見
解
で

あ
る
。

彼
は

、

ア

ッ

ラ

ー

と
阿

弥

陀
如
来
は
そ

れ

ぞ
れ

の

伝
統
に

お

い

て

唯
一

の

救
済
者
お
よ

び

信
者
に

よ

る

礼
拝
の

対
象
で

あ
り、

形
も
色
も
な

く
、

ま
た

そ
の

属
性
を

表
す
さ

ま
ざ
ま
な

名
前
を

持
つ

と
い

う
共
通
点
を

持
っ

て

い

る

と

指
摘
し

て

い

る
。

さ
ら
に

氏
は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

ア

ブ

ド
ゥ

ッ

ラ
ー

（
神
の

僕）

の

概
念
は

「

如
来
の

奴
隷
に

な

る
」

と
い

う
浄
土

真
宗
の

思
想
に

通
じ
る

も
の

で

あ
り

、

「
イ
ス

ラ

ー

ム
」

と
「

帰

命
」

は

同
じ

姿
勢
を

表
し

て

い

る

と
主
張
し
て

い

る
。

　
こ

れ

ら
の

見
解
は

す
べ

て

イ

ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

神
と

、

仏
教
の

「

真

理
」

を

示
す

概
念
を

同
列
視

す
る

ア

プ
ロ

ー

チ

を
と
っ

て

い

る
。

そ
の

背

景
に

あ
る

の

は
、

二

つ

の

宗
教
を

完
全

に

分

か
ち
か

ね

な
い

「

神
の

問

題
」

に

挑
戦
を
い

ど
み
、

仏

教
側
か
ら

そ
れ

に

相
当
す
る

も
の

を

提
示
す

る

こ

と
に

よ
っ

て

現
代
に

お

け
る

仏

教
徒
と
ム

ス

リ
ム

の

問
に

絆
の

意
識

を

育
も
う
と

す
る

意
欲
で

あ
る．、

こ

の

よ

う
な

試
み

は

ま

だ

稀
で

は

あ
る

が
、

こ

れ

は
グ
ロ

ー

バ

ル

化
が

進
み
、

宗

教
間
の

衝
突
が

続
く
現
代
世
界

の

状

況
に

対

す
る

ダ

イ
レ

ク

ト

な
反
応
と
し
て

出
て

き
た

極
め

て

現
代
的

な

現
象
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

一

神
教
に

よ

る

偶

像
崇
拝

批

判
が

意
味
す
る

も

の

若
　
林

　
明

　
彦

　

宗
教
の

類
型

化
の
一

つ

で

あ
る

「

一

神

教
」

対
「

多
神
教
」

と
い

う
の

は
、

信
仰
や

崇
拝
の

対
象
が

＝
」

な
の

か

「

多
」

な
の

か

と
い

う
単
な

る

数
の

問
題
と
し

て

捉
え
る

の

な
ら
、

そ
の

宗
教
の

本
質
を

明
ら

か
に

す

る

上
で

大
し

て

役
に

立
た

な
い

。

実

際
の

宗
教
は
、

一

神
教

な
の

か
多
神

教
な
の

か

判

別
し

に

く
い

も
の

が

多
い

か
ら
だ

。

問
題
は
、

唯
一

性
を

強

く
主

張
す
る

宗
教
に

と
っ

て
、

⊃
」

と

は

何
か
、

「

多
」

で

あ
る

こ

と

の

何
が

許
し

難
い

の

か
と
い

う
こ

と
だ

。

一

神
教
に

お

い

て

も

そ
の

神
が

図

像
な
ど
で

偶

像
化
さ

れ
れ

ば

多
神
教
以
上
に

排
撃
さ

れ
る

こ

と
か

ら
す
る

と
、

結
局

、

一

神
教
に

と

っ

て

許
し

難
い

の

は

「

多
」

と

い

う
こ

と

よ

り

む
し

ろ

偶
像

崇
拝
で

あ
り

、

唯
一

性
も
反

偶
像
か

ら

の

帰
結
と
し

て

捉
え
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