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論
文
要
旨
〉

　
現
代
世

界
の

支
配
的
文

明
で

あ
る

西
洋
文
明
に

対
す
る

異
議
申
し

立
て

が

さ

ま

ざ
ま

な

形
で

為
さ

れ
て

い

る

が、

中
で

も

も
っ

と

も
目

　
立
つ

の

は

イ

ス

ラ

ム

世

界
か

ら
の

そ

れ
で

あ
ろ

う。

イ
ス

ラ

ム

過
激
派、

イ
ス

ラ

ム

原
理

主
義
と

い

う
タ
ー

ム

で

呼
ば
れ

る

そ
の

異
議
申
し
立
て

は、

　
し

か

し

イ

ス

ラ

ム

世
界
を

代
表
す

る

も
の

で

は

な

い
。

む

し
ろ、

そ

の

背

後
に

あ
る

サ
イ
レ

ン

ト
．

マ

ジ
ョ

リ
テ

ィ

で

あ
る

ム

ス

リ
ム

の

間
で、

よ

り

　

意
味
深
い

異
議
申
し

立
て

と、

代
替
文

明
へ

の

模
索
が

行
わ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

　
本
稿
は

代
替
文
明
と

し
て

の

イ
ス

ラ

ム

が

ど

の

よ

う

な
も
の

と

し
て

構
想
さ

れ

て

い

る

の

か

を、

イ

ン

ド

ネ

シ

ア

の

現

代

イ
ス

ラ
ム

系
知
識
人
を

代

　

表
す
る

思
想
家
で

あ
る

ヌ

ル

ホ

リ
シ

ュ

・

マ

ジ

ッ

ド

の

思

想
を

通
し
て

知
ろ

う
と

い

う

試
み

で

あ
る

。

彼
の

著
作
『
宗
教
的

社
会
』

を
取
り
上
げ
る
。

　
そ

こ

で

は
、

た
と

え
ば、

宗
教
に

よ

る

圧
制
と

い

う
過
去
の

反
省
か

ら

西
洋
が

作
り

出
し

た

政
教
分
離
の

政
治
シ

ス

テ

ム

を
、

今

度
は

そ

の

欠
陥
と

行

　

き
過
ぎ
の

反
省
を

踏
ま

え

て

イ
ス

ラ

ム

的
な
デ
モ

ク

ラ

シ

ー

と

し
て

再
生
さ

せ

よ

う
と

い

う

構
想
が

語
ら
れ

て

い

る
。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
V
　
イ

ス

ラ

ム
、

代
替
文

明、

イ
ス

ラ

ム

的
デ
モ

ク

ラ

シ

ー、

政
治
と

宗
教
の

再
統
合、

ヌ

ル

ホ

リ

シ

ュ

・

マ

ジ
ッ

ド
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は

じ

め

に

　

い

う
ま
で

も

な

く

イ
ス

ラ
ム

は

宗
教
の

領
域
に

と

ど

ま
ら

ず
人

間

生
活
の

全
般
に

関
わ

る

広
が

り

を

も
つ

も

の

で

あ
り

、

一

つ

の

文

明
で

あ

る
。

し

た

が
っ

て

イ
ス

ラ
ム

を

取
り
上
げ
る

場

合
、

そ

れ

は

宗
教
問
題
で

も

あ

り

政
治
問
題
で

も

あ
り

経
済

問
題
な

ど
で

も

あ

る
。
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今
日

イ
ス

ラ

ム

が

話
題
に

な

る

と

き
、

宗
教

問
題
と

政
治
問
題
が

綯
い

交
じ

り
、

か

つ

イ

ス

ラ
ム

過
激
派
、

な
い

し

そ

れ
と

ほ

ぼ

同

じ

意
味
で

イ
ス

ラ

ム

原
理

主
義
と

い

う

タ

ー
ム

で

語
ら
れ
る

こ

と

が

多
い

。

そ

れ

は
、

イ
ス

ラ
ム

に

立
脚
し
つ

つ

過

激
な

手
段
を
用
い

て

体
制
側
に

異
議
申
し

立
て

を
す
る

人
々

な
い

し

そ

の

運
動
を
意
味
し
て

い

る
。

　

で

は
、

彼
ら

が

異
議

申
し

立
て

を

す

る

相
手
で

あ
る

体
制
側
と

は

誰
の

こ

と

で

あ

ろ

う

か
。

彼
ら

が

置
か

れ

て

い

る

個
別
的
立
場
に

よ

っ

て

そ

れ

は

異
な
る

。

パ

レ

ス

チ

ナ

の

「

イ
ス

ラ

ム

過
激
派
」

に

と
っ

て

は

体
制
側
と

は

イ
ス

ラ

エ

ル

国
家
で

あ

る
。

イ

ン

ド

の

「

イ
ス

ラ
ム

過

激
派
」

に

と

っ

て

は
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教

優
先
の

社
会
が

体
制
側
で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

よ

う

に

特
定
地

域
の

個
別

性

に

限
定
さ

れ

ず
に
、

よ

り

大
き

な

広
が

り
の

中
で

「

イ
ス

ラ

ム

過
激

派
」

や

「

イ
ス

ラ
ム

原
理
主

義
」

が

語
ら

れ
る

こ

と

も

あ
る

。

ア

ル

カ

イ

ダ
が

そ

の
一

例
で

あ
る

。

こ

の

場
合
の

体
制

側
と

は

誰
の

こ

と
で

あ
ろ

う
か

。

厳
密
に

答
え

る
た

め

に

は

個
々

の

「

イ
ス

ラ

ム

過
激
派
」

集

団
の

思
想
と

行
動
の

分
析
が

必
要
だ
が

、

こ

こ

で

は

そ
こ

ま
で

は

立
ち

入
ら

ず
に
、

大
雑
把
に

彼
ら

に

と
っ

て

の

体
制

側

と

は
、

現
代
の

世
界
で

支
配
的
な

地

位
に

あ

る

も

の

で

あ
る

と

し
て

お

こ

う
。

　

現
代
の

世
界
で

支
配
的
な

地
位
に

あ
る

も

の

と

は

何
か

。

ア
メ

リ

カ

や

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

い

く
つ

か

の

国
が

世

界

大
に

も

つ

政
治

的
・

軍
事
的

影
響
力
と

、

そ

れ
ら

の

国
々

に

由
来
し

世
界
大
に

拡
大
し

た

議
会
制
民
主

主

義
の

政
治
制
度

、

経
済
的
に

は

米
・

欧
に

日

本
が

加
わ
り

中
核
を
形
成
し

て

世
界
を

支
配
す

る

資

本
主

義
経
済
制

度、

こ

れ
ら

が
、

現
代
世
界
で

の

支
配
的
な

地
位
に

あ

る

も
の

で

あ
り

、

そ
れ
ら

は
一

ま
と

め

に

し

て

西
洋
文

明
と

称
さ

れ

る
こ

と

が

多
い

。

こ

れ
ら

の

事
柄
を

西
洋
文
明
と

い

う
名
前
で

称
す

る
こ

と

の

妥

当
性
に

つ

い

て

も

厳
密
に

い

え

ば

詳
し
い

検
討
を

要
す
る
で

あ
ろ

う
が

、

大
ま
か

な

く
く
り

と

し
て

は

間
違
い

で

は

な

い

だ

ろ

う
。

　
「

イ
ス

ラ
ム

過
激
派
」

が

異
議
申
し

立
て

を
す
る

体
制

側
は
、

基
本
的
に

は
こ

の

よ

う
な

西
洋
文

明
で

あ

る
。

で

は

西
洋
文
明
に

異
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議
申
し
立

て

を

す

る

「

イ
ス

ラ

ム

過
激

派
」

は

何

を

目

指
そ

う
と

す
る

の

か
。

い

わ

ゆ

る

過

激

派
に

は

共

通
し

て
、

体
制
側
へ

の

攻
撃

と

そ

の

破

壊
を

当

面
の

か

つ

唯
一

の

目
標
と

す

る

と

い

う
特

徴
が

認
め

ら

れ
、

し

た
が

っ

て
、

彼
ら

の

主

張
と

行
動
の

中
に

は

そ

の

攻

撃
と

破
壊
の

か

な

た

に

建
設
す
べ

き
も

の

が

見
え

て

こ

な
い

。

　

し

か

し
、

「

イ

ス

ラ
ム

過
激
派
」

が

イ
ス

ラ

ム

を

信
奉
す
る

人
々

を
代

表
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

。

「

イ
ス

ラ
ム

過
激
派
」

や

「

イ

ス

ラ

ム

原
理
主

義
者
」

が

目
立
つ

背
後
で
、

大
多
数
の

イ
ス

ラ

ム

信
奉

者
は

い

わ

ば
サ

イ
レ

ン

ト
・

マ

ジ
ョ

リ

テ
ィ

と

な
っ

て

い

る

が
、

か

れ

ら

も

ま

た

世
界
の

現
状
を
そ

の

ま

ま

受
け

入

れ
て

満
足

し
て

い

る

わ
け

で

は

な
い

。

む

し

ろ

彼
ら

の

問
に

こ

そ
、

世
界
の

現

状
に

対
す

る

真
の

異
議
申
し

立
て

が

あ

り、

来
る
べ

き

将
来
へ

の

ビ

ジ

ョ

ン

が

培
わ
れ

て

い

る

と

考
え

る
べ

き

で

あ

ろ

う
。

　

彼
ら
が

、

世
界
の

現
状
の

ど

こ

に

異

議
申
し

立

て

を

行
い
、

そ

れ
に

代
わ

る
も

の

と

し

て

ど

の

よ

う
な
ビ

ジ
ョ

ン

を

提
示

し

よ

う
と

し

て

い

る

の

か
、

こ

れ

を
見
る
こ

と
が

本
稿
の

テ

ー
マ

で

あ

る
。

　

し

か

し
、

イ
ス

ラ

ム

世
界
の

す
べ

て

に

わ

た
っ

て

こ

れ
を

行
う

能
力
は

筆
者
に

は
な
い

。

イ

ン

ド

ネ
シ

ア

に

限
定
し

て

こ

れ

を

行
い

た

い
。

ま

た
、

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

の

イ
ス

ラ

ム

と

い

っ

て

も
多
岐
に

わ

た

る

の

で
、

こ

こ

で

扱
う
の

は

現
代
イ
ン

ド
ネ
シ

ア

の

イ

ス

ラ

ム

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
↓

知
識
人
界
を

代
表
す

る
一

人

で

あ
る
ヌ

ル

ホ

リ
シ

ュ

・

マ

ジ

ッ

ド

の

仕
事
に

限

定
す
る

。

か

つ
、

彼
の
一

作
品
に

限
定
す

る
。

彼
の

思

想
の

全
体
を
扱
う

論
考
は

別
に

し

た
い

。

し

た
が
っ

て

本
稿
で

扱
う
彼
の

思
想
は

必
ず

し
も

体
系
だ
っ

た

も

の

で

な
い

こ

と

を

は

じ

め

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
ワ

こ

に

お

断
り

し

て

お

く
。

こ

こ

で

扱
う

彼
の

作
品
は
一

九
九
七

年
に

初
版
が

出
さ

れ

た
『

宗
教
的

社
会
』

で

あ
る

。

107 （323）
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政
治
と

社
会

　
1
　
西

洋
型
デ

モ

ク
ラ

シ
ー

の

利
点
と

欠
点

　
　
　

　
　　
ヨロ

　
チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

政
治
と

社
会

に

つ

い

て

の

議
論
を

す

る

に

あ

た
っ

て
デ

モ

ク

ラ
シ

ー

に

テ

ー
マ

を

絞
り
、

ま

ず
西
洋
型
の

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

を

取
り

上

げ
る

。

彼
は
こ

れ

を
、

自
己

修
正

が

可
能
な

開
放
体
系
的
で

ダ
イ

ナ
ミ

ッ

ク
で

あ
る

点
で

優
れ

た

も
の

で

あ
る

と

評
価

　
　
　
〔
4）

す

る

二

二
）

。

開
放
体
系

的
で

ダ

イ
ナ

ミ

ッ

ク

で

あ

る

と
い

う

と
き

彼
が

理

解
し

て
い

る

西
洋
型
デ
モ

ク

ラ

シ

ー
の

特
徴
点
は

次
の

よ

う

な

事
柄
で

あ
る

。

（
1
）

人
間
は

共
通
し

た

も
の

だ

と

考
え

る
こ

と
、

（

2
）

互
い

に

歩
み

寄
る

準
備
が

あ

る

こ

と
、

（

3
）

他
者
は

善
き

人
で

あ

る

と
い

う
前
提
に

立
つ

こ

と
、

（
4

）

自
己
を

絶
対
視
し

た

り

極
端
に

走
る
こ

と

か

ら
自
己

抑
制
す

る

こ

と
、

（

5
）

あ
ら

ゆ

る

思

想
が

批
判
の

対
象
と

な

る

こ

と

を

妨
げ
な
い

こ

と
、

で

あ

る
（
］

三
）

。

こ

の

よ

う

な

西
洋
型
デ
モ

ク

ラ

シ

ー

は

現
在
で

は

人

類
全
体
の

財
産
に

な

り
、

す
べ

て

の

国
の

人

々

が

願
う
と

こ

ろ

に

な
っ

て

い

る

と
い

っ

て
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

西
洋
型

デ
モ

ク

ラ
シ

ー
が

今
日

の

世

界
で

持
つ

あ
る

種
の

普
遍
性
を

認
め

る

（

＝
二
）

。

　
し
か

し
、

チ

ャ

ク

ヌ

ル

に

と
っ

て

は

こ

の

よ

う
な

西
洋
型

デ
モ

ク

ラ
シ

ー

は

大
き

な

欠
陥
を

持
つ

も

の

で

も

あ

る
。

西

洋
型

デ
モ

ク

ラ
シ

ー

は

圧

制
を
避
け

独
裁
を

防
ぐ
と

い

う
、

「

〜
〜
で

な
い
」

と
い

う
消

極
的
善
を

実
現
す
る

も

の

で

は

あ

る

が
、

人

間
社
会
の

中

で

積
極
的
に

実
現
さ

れ

る
べ

き

価
値
と

は

何
か

に

つ

い

て

語
る

も

の

で

は

な
い

。

人

間
本
性
に

基
づ

く

人
生

の

目
標
を

示

す

も

の

で

は

な
い

。

こ

こ

に

西
洋
型

デ
モ

ク

ラ

シ

ー
が

持
つ

大
き

な

欠
陥
が

あ

る

と
、

彼
は
い

う
。

人
間
本
性
に

基
づ

く
目
標
を

示

さ

な
い

デ
モ

ク

ラ

シ

ー
は

、

い

か

に

優
れ

た

シ

ス

テ

ム

で

あ
っ

て

も

空
虚
な
プ

ロ

セ

ス

に

過
ぎ
な

い

点
を

否
定
す

る

こ

と

は

で

き

な
い

と

い

う
（
】

五）
。
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チ

ャ

ク
ヌ

ル

に

よ

れ

ば
、

こ

の

欠

陥
は

西
洋
型
デ
モ

ク
ラ

シ

ー

が

宗
教
を

退
け
て
い

る

と

こ

ろ

に

原
因
を
持
つ

。

宗
教

の

名
の

も
と

の

圧

制
と

い

う
過
去
の

歴
史
か

ら

く
る
ト

ラ

ウ
マ

が

あ

る
こ

と

に

理
解
を
示

し
つ

つ

も
、

そ

の

ト
ラ

ウ
マ

か

ら

生
み

出
さ

れ

た

世
俗
主

義
と

り
ベ

ラ

リ
ズ

ム

と

多
元

主

義
は

消
極
的

価
値
し
か

持
た

な
い

こ

と

を
、

彼
は

指
摘
す
る

二

六）
。

宗

教
的

多
元

主
義
を

単
に

違
い

の

存
在
を

認
め

る

だ

け

の

も

の

に

と

ど
め

ず
、

諸
宗
教

、

諸

宗
派

を

相
互

尊
重

を

踏
ま

え

た

礼

節
あ

る

結
び
つ

き

σ
o

巳
ω

o
胤

9
く

葺

2

の

中
に

包
み

込

ん

で

い

く
も

の

へ

と

高
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

諸
宗
教、

諸
宗
派
間
の

完
全
な
一

致
は

困
難
で
あ

る
と

し

て

も
、

超

越
的
な

倫
理

道
徳
の

基
本
理
念
を

共
有
す
る

こ

と

は

可

能
で

あ
ろ

う

し
、

超
越
的
な

も
の
へ

の

志
向
性
を

完
全

に

閉
ざ
す

な
ら

ば
、

人

間
は

行
き

詰
ま

る
だ

け
で

あ
る

2

七
）

。

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は
こ

の

よ

う

に

い

っ

て
、

西
洋
型

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

に

欠

け
て

い

る

と

彼
が
い

う

人
間

本
性
に

基
づ

く

目
標
が

、

超
越

的
な

も
の

へ

の

志
向
で

あ
る

こ

と

を
明
ら

か

に

す

る
。

　

2
　
政
治
と

宗
教
の

再
統
合

　

で

は

人

間
本
性
に

基
づ

く

目
標
と

か

超
越
的
な

も
の

へ

の

志

向
と

は

何
で

あ

ろ

う

か
。

神
に

嘉
さ

れ

る
こ

と

が

人
生
の

目
標
で

あ

り

（
五

六
）
、

こ

の

よ

う

な

高
い

超
越
的
な
人
生

の

目
標
を

持
つ

こ

と

で

わ

れ

わ

れ

人
間
は

完
全
な

も

の

と

な

る
（
五
一
）
、

こ

の

よ

う
に

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は

考
え

る
。

神
の

恩
恵
を

得
た

い

と

い

う

目
標
が

人
生

に

生

命
を

吹
き

込
み

（
一

五
一
）
、

神
の

傍
ら

で

こ

の

世
と

来
世
の

報

酬
を

受
け

取
る

こ

と
、

こ

れ
が

わ
れ

わ
れ

の

人
生

の

目
標
で

あ
る

（
】

五
二
）

、

と

も

彼
は

い

う
。

　

こ

う
し

て

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
、

西

洋
型
デ
モ

ク
ラ

シ

ー

の

欠

陥
を

補
い

、

も

う
一

つ

の

デ
モ

ク
ラ

シ

ー
の

基
盤
と

な

る
も

の
と

し

て

宗

教
を

措
定
し

、

唯
一

神
へ

の

信
仰
が

デ
モ

ク

ラ

シ

ー
の

真
の

基
盤
で

あ

る
こ

と

が

理

解
さ

れ

る
べ

き
で

あ

る
と

い

っ

て

（
二

二
）
、

近
代

西
洋
の

伝
統
で

は

切
り
離
さ

れ

た

政

治
と

宗
教
の

再
統

合
を

主

張
す
る

の

で

あ

る
。
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3
　
宗
教
と

は

な
に

か

　

で

は
、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

が

い

う
宗
教
と

は

何
か

。

こ

れ

に

つ

い

て

か

れ
が

定
義
的
に

説
明
す

る

こ

と

は

な
い

。

し

か

し
、

彼
の

記
述
す

る

と
こ

ろ

全
体
を

通
し
て

み

れ
ば
、

彼
が

い

う

宗

教
と

は
、

現
世
と

死
後
の

世
界

、

審
判
の

日

と

そ

の

後
の

天

国
と

地

獄
、

そ

れ

ら

を

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
　　
らロ

す
べ

て

司
る

唯
一

神
の

存
在
と

働
き

を

信
じ

る
こ

と

を

意
味
し
て

い

る
。

こ

の

よ

う

な

宗
教

の

要
諦
を
、

彼
は
、

こ

の

世
界
は

神
が

定

め
た

法

則
が

支
配
し
て

い

る

と

信
じ

る
こ

と
、

お

よ

び
、

こ

の

法
則
に

従
っ

て

生
き

審
判
の

日

に

神
に

認
め

ら

れ

る

こ

と

を
人
生

の

目

標
に

す
べ

き
こ

と

に

求
め
、

こ

の

神
の

法
則
に

つ

い

て

比
較

的
に

詳
し

く
説
明
す
る

。

　

チ

ャ

ク
ヌ

ル

の

説
明
を

要
約
す

れ
ば
、

神
の

法

則
は
、

自
然
界
の

あ
り

よ

う
を

律
す

る

法

則
タ

ク

デ

ィ

ー
ル

β
ρ
α

冐

と
、

人

間
と

そ

の

社

会
の

あ
り
よ

う
を

律
す

る

法
則
ス

ン

ナ

鴇
目
讐
巳
娵
ゴ

と

か

ら

成
っ

て

い

る
。

タ

ク

デ
ィ

ー
ル

は

神
が

創
っ

た

自
然
の

歩
み

と

振
る

舞
い

を

規
制
す

る

神
が

定
め

た

規
則
で

あ
っ

て
、

日

常
的
に

い

う

自
然
法
則
と

同
義
で

あ
り

、

太
陽
と

月
の

運
行
の

法

則
も

タ

ク

デ
ィ

ー
ル

の
一

つ

で

あ

る
（
一

四一、一
−
四
）

。

こ

の

タ

ク

デ

ィ

ー

ル

を
理

解
し
、

そ

れ

に

よ
っ

て

自
然

界
か

ら

利
益
を

引
き

出
そ

う
と

す

る

の

が

科
学
技

術
で

あ

る
と

さ
れ

る

（

一

四
四

−
五
）

。

　
こ

れ

に

対
し

ス

ン

ナ
は

人
間
の

社
会

生

活
に

関
わ

る

も
の

で
、

こ

れ

は

ま

ず
第
一

に

預
言
者
た

ち

を

通
し

て

伝
え
ら

れ

た

教
え
で

あ

る
が
、

こ

れ
に

加
え
て

、

歴
史
上
の

諸

事

象
も

ま

た
こ

の

法

則
を

示

す

も
の

で

あ
る

。

歴
史
学
を
は

じ

め

と

す

る

人
文
諸
科
学
や

社
会

科
学
は
、

経
験
的

・

帰
納
的
に

こ

の

法

則
を

明
ら

か

に

し
、

神
の

道
に

人
々

を

導
く

と
い

う

役
割
を

も
つ

（
一

四（
細 ））

。

　
こ

の

よ

う
に

神
の

法
則
に

は

預
言
者

を

通
し
て

明
ら
か

に

さ

れ
る

も
の

と
、

人

間
が

自
然
現
象
や

社
会
現
象
を

研
究
す
る

こ

と

で

経

験
的
．

帰
納
的
に

発
見
す

る

も
の

に

大

別
で

き

る
が

、

神
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ

た

法

則
で

あ
る

と
い

う

点
で

は

両
者
は

同
じ

で

あ

る
。

自
然
も

人
事
も

す
べ

て

神
の

法
則
の

下
に

あ
る

。

ま
た

現
世
と

来
世
は

別
個
の

も

の

で

は

な
く

、

イ
ス

ラ
ム

の

教
え

で

は

現
世
と

来
世
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は

神
が

定
め

た

法

則
に

よ

っ

て
一

つ

に

結
ば

れ
た

も
の

で

あ

る

と
、

チ
ャ

ク

ヌ
ル

は
い

う
（
一

四
三
）

。

こ

の

世
で

の

人
生
は

来
世
で

神

に

認
め

て

も

ら

う
た
め

の

準
備

段
階

で

あ
り
（
四

六）
、

こ

の

世
で

行
う

犠
牲

ρ

旨
σ

讐
の

行
為
は

目
先
の

利
益

を
延
期
し

て

よ

り

大
き

な

永
遠

の

幸
せ

を

手
に

入
れ

よ

う

と

す

る

行
為
で

あ
る
（
五

七）
。

こ

の

世
で

の

幸

福
だ

け

を

追
及
す
る

人
は

来

世
で

何
も

得
る

こ

と

は

な
い

。

他
方、

来
世
だ

け

を

希
求
す

る

人
は

こ

の

世
の

運
命
を
忘
れ

、

中
途
半
端
に
な
っ

て

し

ま

う

可

能
性
が

あ
り

、

両
者
と

も
に

人

生

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

さ
せ

る
べ

き

で

あ
る

、

と

彼

は
い

う
（
一

四

二
）

。

　

こ

の

よ

う
な

神
の

法
則
は

変
化
し

な
い

と

神
が

約
束
し

た

が
ゆ

え
に

不

変
の

法

則
で

あ
る

二

六

五）
。

た

だ
、

法

則
を

決
め

た

神
は

そ

れ
を

執
行
す
る

か

否
か

を

決
め

る

大
権
を

も
つ

が

ゆ

え
に

、

神
は
こ

の

法
則
を
一

時
停
止

さ

せ

る

こ

と

も

で

き
る

。

こ

れ

が

超
自
然

的
な

奇

跡
で

あ
る

が
、

奇
跡
と

い

い

超
自
然
と

い

う

の

も
人

間
に

理

解
が

ま

だ

不

十
分

な
だ

け

で
、

本
来
は

自
然
法
則
の

範
囲
内
の

も

の

で

あ

る
か

も
し

れ
な
い

（
｝

六
九）

。

神
の

法
則
は

す
べ

て

が

明
ら

か

に

さ

れ
て

い

る

わ
け

で

は

な
い

の

だ
（
】

四

七）
。

大
切
な
こ

と

は

神
が

立
て

た

法

則
が

自
然
と

人
事
と

現

世
と

来

世
の
一

切
を
支
配
し

て

い

る

こ

と

を

信
じ

る

こ

と

で

あ
り

、

こ

れ

を
信
じ

る

こ

と

が

神
へ

の

信
仰
の

核
心
で

あ
り

、

宗
教
の

本

質
で

あ

る
。

　

チ
ャ

ク

ヌ

ル

の

宗
教
観
は

以

上
の

よ

う

な
も
の

で

あ

る
。

彼
が
い

う

神
の

法
則
は

、

来
世
を

も

射
程
に

収
め

、

ま

た

時
に

そ

れ
か

ら

の

逸
脱
と

し

て

の

奇
跡
を

認
め

る

も

の

で

は

あ
っ

て

も
、

確

定
的
で

あ
り
一

貫

し
て

い

る

点
で

あ
る

種
の

合
理

性
を

持
つ

も

の

で

あ

り
、

こ

の

意
味
で

す
べ

て

の

人

間
に

た
い

し

て

開
か

れ

た

も

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

宗
教
を

志

向

す

る
こ

と

は
人

間
に

と

っ

て

自
然

で

基
本
的
な

本
性
で

あ

る

と

彼
は

考
え
て

お

り
、

こ

の

人

間
の

本
性
に

そ
っ

た

も

の

で

あ

る
と
い

う

意

味
で

イ

ス

ラ

ム

は

人

間
的
宗
教

で

あ
る

と

い

う
（
二

四
）

。
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4
　
人

生
の

目
標
を

実
現
す
る

手
段
と

し

て

の

デ
モ

ク
ラ

シ

ー

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
皿

　

西

洋
型
デ
モ

ク

ラ
シ

ー
が

宗
教
を
退

け

た

が

ゆ

え
に

空
虚
な

プ
ロ

セ

ス

に

堕
し

、

そ

れ
ゆ

え
に

超
越
的
な

も

の
へ

の

志
向
性
を
持
つ

も
の

と

し

て

再

爨
さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

と

チ
・

ク
ヌ

ル

が

考
え

る

デ
モ

ク
ラ

シ

ー
・

い

わ
ば

も

う
一

つ

の

デ
モ

ク
ラ

シ

ー

は
・

働

先
述
の

よ

う
な

宗
教
に

よ
っ

て

支
え
ら

れ

る

デ
モ

ク
ラ

シ

ー

と
い

う
こ

と

に

な
る

が
、

そ

れ
は

ど

の

よ

う
な

も

の

で

あ
ろ

う
か

。

デ
モ

ク
ラ

シ

ー
と

い

う

政
治
シ

ス

テ
ム

と

宗
教

は

ど
の

よ

う
に

関
わ
っ

て

い

る

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

考
え
て

い

る

の

だ

ろ

う

か
。

　

神
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ
、

し

た
が
っ

て

イ
ス

ラ

ム

的
な

政
治
の

考
え

方
と

切
り

離
す
こ

と

が

で

き

な
い

集
団
的
意
思

決
定
の

方
式
は

ム

シ

ャ

ワ

ラ

日
二
ω

蠢
甫
p

蠢
7

で

あ
る

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
（

八）
。

合

議
で

あ
る

。

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

で

は

イ
ン

ド

ネ

シ

ア

的
デ
モ

ク

ラ

シ

ー
の

基
本
理
念
と

し
て

採
用
さ

れ

て
い

る
こ

の

ム

シ

ャ

ワ

ラ

は
、

イ
ス

ラ
ム

的
な

人
間
観
に

根
ざ
し

た

政
治
シ

ス

テ
ム

で

あ

り
、

ク
ル

ア

ー
ン

が

語
る

次
の

よ

う
な
人
間

観
に

根
拠
を
持
つ

も
の

だ

と
、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
い

う
。

（

1
）

人
間
は
、

唯
］

な

る

神
を
人

生
の

目

標
に

す
る

と

い

う

最
初
の

約
束
を

神
と

行
い

、

こ

れ

に

し

ば
ら

れ

る
。

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　〔
ク

ル

ア

ー

ン

第
七
章
］

七
二

節）

（

2
）

そ

の

結
果、

人
間
は

、

初
源
の

清
浄
さ
の

中
に

誕
生

し
、

周

り
の

影
響
が

な

け

れ

ば
、

そ
こ

で

成
長
す

る
。

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　（
ク

ル

ア

ー

ン

第
三

〇
立

早

三

〇
節）

（

3
）

こ

の

初
源
の

清
浄
さ
は

良
心
の

中
に

在
り

、

人

間
が
つ

ね
に

正
し

い

も

の

を

求
め

、

正
し
い

も
の

の

側
に

立
ち

、

正

し

く

振
舞

　
　

う
よ

う
に

促
す

。

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

（
ク

ル

ア

ー

ン

第
三．
二

章
四

節）

（

4
）

し
か

し

人

間
は

弱
い

も
の

と

し

て

創
ら

れ

て
い

る

が

ゆ

え

に

（

と

り

わ
け

目

先
だ

け

を

見
て

そ

れ

に

捕
ら

わ

れ

る
）

、

誤
り

を

　
　

犯
す
可
能

性
を

持
つ

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

（
ク

ル

ア

ー

ン

第
四
章
二

八

節）
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（
5
）

そ
こ

で

人

間
は
、

生
き

て
い

く

た
め

の

糧
と

し
て

理

性
と

宗
教
が

与
え
ら

れ
、

か

つ
、

つ

ね

に

ま
っ

す

ぐ
で

正

し
い

人
生
を

歩

　

む

よ

う

に

義
務
付
け

ら

れ

た
。

（
6

）

だ

か

ら

人

間
は
、

こ

の

世
で

も

来
世

で

も

そ

の

行
い

の

良
し

悪
し

に

責
任
を

負
う
べ

き

倫
理
／
道

徳
的

被
造
物
で

あ
る

。

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
ク

ル

ア
ー

ン

第
九
九
章
八
節）

（
7

）

こ

の

世
で

の

責
任
は

相
対
的
な

も
の

で
、

し

た

が
っ

て

そ

れ

か

ら

逃
れ

る

可
能
性
は

ま

だ

あ
る
が

、

来

世
で

の

責
任
は

絶
対
的

　

な

も
の

で
、

そ

れ

か

ら

逃
れ
る

道
は

ま
っ

た

く
な

い
。

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
ク

ル

ア

ー
ン

第
四

〇
章
一

六
節）

（
8

）

来
世
で

の

神
に

対
す

る

責

任
は

ま
っ

た

く
個
人
の

も
の

で

あ
っ

て
、

誰
か

ら

の

弁
護
も

な
い

。

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
ク

ル

ア

ー

ン

第
二

章
四
八

節、

第
六
章
九
四

節、

第
一

九
章
九
五

節、

第
三
一

章一．一．
二

節）

（

9
）

以

上
の

前
提
と

し

て
、

す
べ

て

の

個
人
は

こ

の

世
で

生
き

る

上
で
、

道
徳
的

倫
理

的
行
為
を

自
分
で

選

択
し

決
定
す

る

基
本
的

　

権
利
を

持
つ

（
こ

の

権
利
が
な

け

れ
ば
、

道

徳
的
責
任
を

追
及

さ

れ
る

こ

と

は

あ
り

え

な
い

し
、

他
の

被
造
物
と

同
じ
レ

ベ

ル

の

　

も

の

と

な
っ

て
、

真
の

幸
福
を

味
わ

う
こ

と

は

な
い
）

。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
ク

ル

ア

ー

ン

第
一

八

章
二

九

節）

（
10
）

こ

の

高
貴
な

事

実
が

ゆ

え

に
、

人
間
は

神
の

被
造
物
の

頂
点
で

あ

り
、

本
来
的
に

最
高
の

品

性
と

尊
厳
を
持
つ

も

の

で

あ

る
。

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
ク
ル

ア

ー

ン

第
九
五

章
四

節）

（
11
）

そ

れ
ゆ

え

に
、

神
も

ま

た

ア

ダ
ム

の

子
孫
を
高
く
し
、

陸
で

あ
れ

海
で

あ

れ
こ

れ
を

守
り

保
証
す
る

。

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
ク

ル

ア

ー

ン

第
一

七
章
七

〇
節）

（
12
）

ど

の

個
人
も

価
値
を

持
ち

、

世
界
中
の

人
間
が

同
じ

価
値
で

あ
る

。

そ

れ
ゆ

え
、

正

当
な

理

由
な

し
に

殺
す

な

ど

し

て

他
人

を

　

傷
つ

け

る
こ

と

は
、

全
人
類
を

傷
つ

け

る
の

と

同
じ

で

あ
る

。

誰
か

に

よ

き

行
い

を

す
る

こ

と

は

全
人

類
に

対
し

て

よ

き

行
い

を
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す
る

の

と

同
じ
で

あ
る

。

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
ク

ル

ア

ー
ン

第
五

章
三

二

節
）

（

13
）

だ

か

ら

人
間
は

誰
で

も
、

平
和
的
で

開
か

れ

た

社
会
関
係
の

中
で

他
の

個
人
に

対
し

て

よ

き
ふ

る

ま

い

を

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

　

　
い

。

　

　
　
　

　
　
　（
7）

　

以
上
の

＝
二

項
目
に

チ

ャ

ク

ヌ

ル

が

ま

と

め

る

イ

ス

ラ
ム

的
人

間
観
は

、

さ

ら

に

要
約
す

れ

ば
、

 
す
べ

て

の

人

間
は

先
ず
個
人

で

あ

る

こ

と
、

 
こ

の

個
人
は

本
来
的
に

善
な

る

存
在
で

あ
る

こ

と
、

 
弱
さ

も

併
せ

持
つ

が
、

こ

れ

を

克
服
す

る

た

め
に

理

性
と

宗
教

が

与
え

ら

れ

て

い

る
こ

と
、

 
自
分
の

行
為
に

自
由
と

責
任
を

持
つ

こ

と
、

 
す
べ

て

の

個
人

は

価
値
に

お

い

て

平

等
で

あ
る

こ

と
、

と
い

う
こ

と

に

な

る
だ

ろ

う
。

　

こ

の

よ

う
な

個
人
が

集
ま
っ

て

共
通

の

課
題
を

解
決
す
る

た
め

に

行
う
合
議
が

ム

シ

ャ

ワ

ラ

で

あ
る

が
、

こ

こ

で

の

キ

ー

ワ

ー
ド

は

平

等
、

自
由

、

理

性
と

宗
教
で

あ
ろ

う
。

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
。

ム

シ

ャ

ワ

ラ

は

社
会
の

す
べ

て

の

成
員
の

平

等
な
参
加
を

要
請
す

る

（
一

八）
、

ム

シ

ャ

ワ

ラ

は

個
人

の

自

由
を

前
提
に

す

る
（
二

こ
、

ム

シ

ャ

ワ

ラ

は

神
に

導
か

れ
ね

ば

な

ら

な
い

三
｝
）

、

と
。

　

5
　
平

等

　

社
会
の

成
員
は

平

等
で

あ

る

と

い

う

命
題
は
い

か

な

る

宗
教
的
根
拠
を

持
つ

も

の

で

あ
ろ

う
か

。

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

次

の

よ

う
に

い

う
。

人
間
は

も

と

も

と
一

つ

の

命
か

ら

作
り

出
さ

れ
た

が

ゆ

え
に

（
ク

ル

ア

ー

ン

第
四
章
】

節）
、

そ

の

価
値
と

尊
厳
は

同
じ

で

あ
る

と
い

う
点
で

す
べ

て

の

人

間
は

同
じ

で

あ
り

、

そ
の

結
果

、

す
べ

て

の

人

間
は

基

本
的
に

は

権
利
と

義
務
に

お
い

て

同
じ

で

あ
る
（

二

五
）

。

そ

の

信
仰
の

浅
深
に

応
じ

て

神
の

目
か

ら
見
た

人
間
個
々

人
の

価
値
は
そ

れ
ぞ

れ

異
な

る

が
、

人
間
の

目
か

ら

見
た

個
人

の

価
値
は

同

じ

で

あ
る

べ

き

で

あ

る
。

だ
が

、

こ

の

よ

う
な

人
間
は

、

基
本
的
な

価
値
の

問
題
を

離
れ

る

と

こ

ろ

で

は
そ

れ

ぞ

れ

異
な
っ

た

も

の

と

し

て

神
に

作
ら

れ

て

い

る

（
二

五
）

。

人
間
は

そ

れ

ぞ

れ

違
う
の

が

本
来
の

姿
で

、

こ

の

こ

と

は

イ
ス

ラ
ム

教
徒
の

問
で

も

同
じ

で

あ

る

（33  ） 114
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（

二

九）
。

こ

の

相
違
は

不

幸
の

元
と

な
る

と

同
時
に
、

幸
福
の

元
と

も

な

る
。

神
の

恵
み

と

し
て

こ

の

違
い

を

受
け

入
れ

、

自
分
と

違

っ

た

相
手
を

許
し

受
け

入

れ
て

ム

シ

ャ

ワ

ラ

に

誘
う
べ

き
こ

と

が

ク

ル

ア

ー
ン

に

語
ら

れ

て

い

る

（
ク

ル

ァ

ー

ン

第
三

章
】

五

九
節）

（

二

七）
。

こ

こ

に

ム

シ

ャ

ワ

ラ

の

原

理
の
一

つ

が

あ
る

と

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
。

　
し

た

が
っ

て
、

同
じ

価
値
を

も
つ

人

間
同
士

が
、

そ

の

平
等
性
を

踏
ま

え

つ

つ

そ

れ

ぞ

れ

の

違
い

を

乗
り

越

え
て

、

友
愛
の

精
神
を

持
っ

て

共
通

の

立

場
に

立

と

う

と

す

る

行
為
が

ム

シ

ャ

ワ

ラ

で

あ
る

、

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う
。

当
然

そ

こ

で

は
、

自

分
や

自
分
の

立

場
主
張

を

絶

対
視
す
る
こ

と

は

許
さ

れ

な
い

。

自
己
を
正

し
い

と

す
る

態
度
は

自
己
の

偶
像
化
に

つ

な

が

る

が

ゆ
え

に
、

そ

れ

は

異
端

に

近
い

。

自
己

を

含
め

何

者
を

も

絶
対
視
し

な
い

こ

と

が

「

ア

ラ

ー

の

ほ
か

に

神
な
し

」

が

意
味
す
る

と

こ

ろ

で
あ
る

と
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
（

三

九）
。

　
6
　

自
由

　
で

は

次
に
、

自
由
と

い

う
観
念
は

い

か

な

る

宗
教
的
根
拠
を

持
つ

も
の

で

あ

ろ

う
か

。

そ

れ
は
、

審
判
の

日

に

人

間
は

神
の

前
に
一

人
で

立

た

ね

ぼ
な

ら

な
い

と
い

う
と

こ

ろ

か

ら

来
る

も

の

で

あ
る

と
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う
。

　

個
人
が

神
の

審

判
に

お

い

て

最
終
的
で

絶
対
的
な
責
任
を

負
う

主
体
で

あ

り、

ま

た
、

他
人
に

責
任
を

転
嫁

す
る
こ

と

な

く
自
分
の

あ
ら

ゆ

る

行

為
に

対
し

て

責
任
を

引
き

受

け

な

け

れ
ば

な
ら

な

い

道
徳

的
存

在
で

あ
る

（

四
三
）

。

人

間
が

こ

の

よ

う
な

道
徳

的
存
在
で

あ

る
た

め

に

は
、

人

間
が

自
由
な

存
在
で

あ

る

こ

と
が

前
提
と

さ

れ

ね

ば
な

ら
な

い
。

行
為
を
選
択
す

る

自
由

を
も

た
な
い

限
り

個

人

は

自
ら

の

行
為
に

責
任
を

持
つ

道
徳
的
存
在
に

は

な

り

え

な
い

か

ら

で

あ
る

。

た

と
え

ば

独
裁
的
な

社
会
−

政
治
体

制
の

中
で

行
動
を

強
制
さ

れ

て

い

る

人
に

対
し
て

は
、

自
ら

の

そ

の

行
動
に

責

任
を

持
つ

よ

う

に

求

め
る

こ

と

は
で

き
な

い

（
四

七
）

。

神
の

前
で

の

人

問

の

徹
底
し

た

個
人
性
こ

そ

が
、

人

間
の

自
由
の

根
拠
で

あ

る

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
の

で

あ

る
。
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し

た

が
っ

て
、

人
間
は

自
由
な

存
在
と

し

て

扱
わ

れ

ね

ば
な
ら

な

い

し
、

あ
ら

ゆ

る

強
制
か

ら

自
由
で

あ

ら

ね
ば

な
ら

な
い

。

個
人

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
鵬

は

自
分
の

責

任
で

善
悪
を

実
験
す

る

自
由
を

認

め

ら

れ

る
べ

き
で

あ
り

、

そ

う
す
れ

ば

自
由
の

中
で

人
間
は

善
悪

真
偽
を

分
別
す
る
こ

と
が

で

き

る

よ
う
に

な

る

だ
ろ

う
（
四

八）
・

善
悪

真
偽
の

別
を

知
る

人
も

他
人
に

そ

れ

を

押
し

付
け

て

は

な

ら

な
い

・

忠
告
が

で

き

る

醐

だ
け
で

あ
る

（
四

九）
。

　

以

上
の

よ

う
な
チ
ャ

ク

ヌ

ル

の

議
論
を

踏
ま

え

て
い

え
ば

、

こ

の

よ

う
に

神
と

の

関
係
に

お

い

て

本
来
的
に

自
由
な

存
在
で

あ

る

べ

き

個
人
が

、

互
い

の

自
由
を

尊
重
し
つ

つ

共
通
の

善
を

求
め
る

方
法
が
ム

シ

ャ

ワ

ラ

で

あ

る
、

と
い

う
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

そ

し

て

こ

の

ム

シ

ャ

ワ

ラ

を

実
現
す
る

た
め

に

は
、

基
本

的
人

権
の

確
立

と

デ
モ

ク

ラ

テ
ィ

ッ

ク

な

制
度
の

存
在
が

必
要
で

あ

る

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う
。

個
人
が

自
分
の

利
益
や

既
得
権
に

支
配
さ

れ
て

独
裁
に

向
か

う

可
能
性
を

軽
視
し
て

は

な
ら

な
い

。

だ

か

ら

社
会
に

は

常

に

何
が

正

し

く
共
通

の

善
に

な

る
か

を

互
い

に

注
意
す

る
メ

カ
ニ

ズ
ム

が

必

要
で

、

言
論
と

集
会
の

自
由
が

必
要
で

あ

る

と
い

う
（

五

二
）

。

基

本
的
人

権
に

つ

い

て

は
、

最
低

限
次
の

四

点
が

保
障
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

と
い

う
。

す

な

わ

ち、

安
全
に

暮
ら

す

権
利

、

物

心

両
面
で

苦
し

め

ら

れ

な
い

権
利、

公

平
な

裁
判
を

受
け
る

権
利
、

み

だ

り
に

逮
捕
さ

れ

な

い

権
利

、

で

あ

る
（
五
一
）

。

こ

の

よ

う
な

基

本
的
人
権
は

権
力
と

の

関
係
の

問
題
で

あ

る

か

ら
、

こ

れ

を

守
る

た
め

に

は

公
正

な

権

力
の

シ

ス

テ
ム

を

必
要
と

す
る

と

い

い

（

五

二
）

、

こ

の

シ

ス

テ
ム

が

通
常
デ
モ

ク

ラ

シ

ー

と

呼
ば

れ

る

も

の

で
、

そ

れ

は

神
へ

の

信
仰
に

立

脚
す
る

も
の

で

あ

る

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う

の

で

あ

る

（
五
一
）

。

　

7
　
理
性
と

宗
教

　

ム

シ

ャ

ワ

ラ

を

示
す一．一

つ

目
の

キ
ー

ワ

ー
ド

で

あ
る

理

性
と

宗
教
は

実
は

同
じ

も

の

で

あ
る

。

先
述
の

チ
ャ

ク
ヌ

ル

の

説
明
に

従
え

ば
、

宗
教
と

は

神
が

立

て

た

法

則
が
→

切
を
支
配
し
て

い

る

こ

と

を

信
じ

る
こ

と
で

あ

り
、

そ

の

法
則
を

知
る
た

め

に

神
が

人

間
に

与
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え

た

能
力
が

理

性
だ

か

ら

で

あ

る
。

　
人
間
が

生

き

て

い

く
た

め

の

糧
と

し
て

神
に

与
え
ら

れ
た

理
性
と

宗

教
を

使
っ

て

ム

シ

ャ

ワ

ラ

も
行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

タ

ク

デ
ィ

ー
ル

と

ス

ン

ナ
に

沿
っ

た

結
論
へ

と

向
か

う
よ

う
に

ム

シ

ャ

ワ

ラ

は

進
め

ら

れ

な

け

れ

ば
な

ら
な

い
。

神
の

法
則
に

従
う

限
り

意
見
の

相
違
は

問
題
に

は

な
ら
ず
よ

り

良
き

行
い

を

可
能
に

す

る

も

の

で

あ
る

。

争
い

に

な

ら

な
い

相
違
は

神

の

恵

み

で

幸

福
を

も
た

ら

す、

と

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う
（

二

六）
。

あ
る

い

は
、

誠
実
に

真
実
を

求
め

る

人

問
の

問
で

も

相
違
が

生
じ

る
こ

と

は

避

け

ら

れ

な

い
。

し

か

し
、

本
当
に

真

実
を

求
め

た
の

な
ら

ば
間
違
っ

て

も
非
難
は

さ

れ

な
い

。

だ
か

ら
こ

そ

言
論、

集
会
、

結
社
の

自
由
は

保
障

さ

れ
る

べ

き

だ
、

と

も
い

う
（
四
二
）

。

　

先
述
の

よ

う
に
、

も
う
ひ

と

つ

の

デ
モ

ク
ラ

シ

ー

や
ム

シ

ャ

ワ

ラ

に

は

自
由
が

不
可
欠
で

あ
る

と

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

い

う
の

だ

が
、

し

か

し
、

こ

の

自
由
は

無
制
限
の

も
の

で

は

な
い

。

理

性
と

宗
教
を

通
し

て

人
間
に

示
さ

れ

る

神
の

法
則
に

照
ら

し
み

て
、

そ

れ

に

反
し

な
い

限
り

で

の

自
由
で

あ

る
。

意

見
表
明
の

自

由
は

自
己
を

抑
制
し

自
己
の

利
益
に

反
す

る

現

実
を
も

受
け

入

れ
る

勇
気
を

も
っ

て

完

全
な

も

の

と

な

る
。

自
己

の

利
益

を
後
に

し

他

の

利

益
を
優

先
す

る

精

神
が

必

要
で

あ
る

と
、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

い

う
（
五

二
V

。

こ

の

観

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ぽ　

点
か

ら

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
、

欧
米
型

自
由
の

問
題

点
を

指
摘
し

て
、

次
の

よ

う
に

い

う
。

権
利
章
典

を

初
め

と

す

る
合

衆
国
憲
法
の

修
正

条

項
は

、

社
会
政
治

分
野
で

の

人

類
の

進

歩
の

頂
点
で

あ
る

が
、

そ

れ

ら

の

原
則
が

現
実
の

姿
を

と
っ

て

現
れ

る
時
に

は

異
常
で

奇
妙

で
、

健
全
な

理

性
か

ら
み

て

逸
脱
し

た

現

象
を

生
み

出
す
こ

と

も

あ
る

。

報
道
出
版
の

自
由
が

ポ

ル

ノ

グ
ラ

フ

ィ

の

自
由
に

も

拡

大
さ

れ

た

り
、

集
会
と

結
社
の

自
由
が

同
性
愛
者
の

合
法

化
の

根

拠
と

さ

れ
て

い

る

二

五）
、

と
。

　

こ

の

よ

う

な

「

行
き
過

ぎ
た

自
由
」

の

問
題

は
、

自
由
そ

の

も

の

に

問
題
が

あ

る

の

で

な

く、

そ
の

自
由
を

何
の

た

め

に

行
使
す
る

の

か

と

い

う

目
標
が

明
確
に

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

が

問
題
な

の

だ

と
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う
（
一

六
）

。

そ

し
て

か

れ

は
、

こ

の

目
標
こ

117 （333）
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そ
が

、

神
の

法
則
を

知
り

、

そ

れ

に

し

た
が

っ

て

生
き

る
こ

と

で

あ
る

と

考
え

る

の

で

あ

る
。

　

8
　
終
末
と

最
後
の

審
判

　

現
世
と

来
世

、

人
事
と

自
然
の

す
べ

て

を

支
配
す
る

の

が

神
の

法
則
で

あ
る

が
、

そ
の

す
べ

て

を

貫
く

根
幹
と

も
い

え

る

法
則
は

終

末
と

最
後
の

審
判
の

定
め

で
あ

る
。

終
末
は

必
ず
訪
れ

人

間
は

来

世
を

経
験
す

る

と
い

う
の

は

基

本
的
真
実
で

あ
る
と

、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
い

う

二

五
五
）

。

　

終
末
と

最
後
の

審
判
へ

の

自
覚
は

人

間
の

行
為
の

長
期
的
な

結
果
へ

の

道
徳
的
倫
理

的
自
覚
に

ほ

か

な

ら

ず
、

こ

の

道

徳
的

倫
理

的

自
覚
は

、

神
の

恩
恵
を

得
た
い

と

い

う

目
的
に

生

命
を

吹
き

込

ま

れ

た
人

生

の

志
向
に

結
び
つ

く
。

こ

の

よ

う
に

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
、

終

末
と

最
後
の

審
判
の

定
め

が

人
間
の

生
き

方
に

関
わ

る

最
も

重

要
な

法
則
で

あ

る

と

い

う
の

で

あ

る

二

五
一
）

。

彼
は

ま

た

次

の

よ

う

に

も
い

う
。

終
末
と

来
世
へ

の

信
仰
は

正
し
い

生

き

方

の

基

盤
で

あ

り、

道
徳
的
生

活
を

実
現
す
る

こ

と

が

人

間
生
活
に

と

っ

て

の

宗

教
の

第
一

の

目
的
で

あ
る

、

と

（
一

六
〇）

。

し

た
が

っ

て
、

こ

の

世
の

こ

と

は

来
世
に

向
か

う
た
め

の

準
備
で

あ
る

と

位
置

付
け

ら

れ

る

の

で

あ

る

（
一

五

〇）
。

終
末
と

来

世
に

つ

い

て

の

定
め

は

人
間
に

こ

の

世
で

責

任
を

持
っ

て

善

行
を

行
わ
せ

る

た

め

の

も
の

で

あ

り
、

こ

れ

を

根
幹
の

定
め

と

す

る

が

ゆ

え
に

イ
ス

ラ

ム

は

倫
理
的
一

神
教
と

呼
ば
れ

る
の

だ

と
、

彼
は
い

う
（
一

五

八）
。

　

こ

の

よ

う

な

終
末
と

最
後
の

審
判
の

定
め

が
、

こ

の

世
で

の

人
間
の

振
る

舞
い

を

律
す
る

最
も

基

本
的
な
も
の

で

あ

り
、

こ

の

定
め

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ユ

が

人

間
に

要
求
す
る

行
為
が

犠
牲

ρ

霞
σ

ぎ
で

あ

る
。

犠
牲
と

は

ア

ラ
ビ

ア

語
で

「

近
づ

く
こ

と
」

す
な

わ
ち

「

神
に

近
づ

く
こ

と
」

を

意

味
す

る

言
葉
で

あ
り

、

し

た

が
っ

て
、

こ

れ

を

行
う
こ

と

は

自
分
を

神
に

近
づ

け

る
よ

う
な
こ

と

を

行
う

こ

と

で

あ

る

（
五

六
）

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
ぜ

犠
牲
の

精
神
を
も
っ

と

も

誠
実
に

示
し

た

の

は

預

言
者
イ

ブ
ラ

ー
ヒ

ー
ム

で

あ

る

が
、

そ
れ

は

イ
ブ

ラ

ー
ヒ

ー

ム

と

息
子

イ
ス

マ

ー

イ

ー
ル

が
、

意
味
と

目
標
を

持
た

な

け

れ

ば
こ

の

人

生
は

何
者
で

も

な

い

こ

と

を
、

そ

し
て

ま

た
、

犠
牲
行
為
の

精
神
の

中
に

こ

そ

生
き

（334） 118
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る
こ

と

の

意
味
と

目
標
が

あ
る
こ

と

を

知
っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る
。

　
で

は

犠

牲
行
為
と

は

ど

の

よ

う
な

行
為
か

と

い

え
ば

、

そ

れ

は
、

は

る

か

な

将
来

、

す

な

わ

ち

終
末
と

最
後
の

審
判
と

来
世
を

展
望

し
た

行
為
で
、

こ

の

世
で

の

目
先
の

利
益
に

惑
わ
さ

れ

ず

永
遠
の

幸
福
を
忘
れ

て

い

な
い

こ

と

を
示
す

行
為
で

あ
る
、

と

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
い

う
（
五

六）
。

目

先
の

喜
び

を
先
に

延
ば
し

て
、

よ

り

大
き

な

永
遠
の

幸
せ

を
手
に

入
れ

る

た
め

に

行
う

善
行
で

あ
る

と

（

五

七
）

。

は

る

か

将
来
を

見
据
え

て
こ

の

世
の

喜
び
を

犠
牲
に

し

よ

う
と

す

る

人
は

、

結

果
的
に

こ

の

世
の

喜
び
を

手
に

す
る
こ

と

が

あ

る
が

、

こ

の

世
の

こ

と

し
か

考
え

な
い

人
が

来

世
で

の

幸
福
を

手
に

す

る
こ

と

は

な
い

2
五

二
）

。

そ

し

て
、

こ

の

来
世
で

の

幸
福
こ

そ

が

人

が

生

き
る

目
標
な

の

だ

と
、

チ
ャ

ク

ヌ
ル

は

い

う
の

で

あ
る
〔
一

五

二
）

。

　

人

間
に

犠
牲
行
為
を

求
め

る

終
末
と

最
後
の

審
判
の

定
め

は
、

し

た

が
っ

て
、

人

間
の

こ

の

世
で

の

自
由
に

限
界
を

与
え

る

も
の

で

あ
る

。

自
由
は

無
制
限
で

は

な

く、

最

後
の

審
判
を
見

据
え
る

こ

と

で

お

の

ず
と

制
限
さ

れ

た

も
の

と

な

る
。

ム

シ

ャ

ワ

ラ

の

あ
り

方

も

ま

た
、

こ

れ

に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
る

。

　

終
末
論
に

関
し
て

チ

ャ

ク
ヌ

ル

は

次
の

点
を

付
言
し

て

い

る
。

イ
ス

ラ

ム

に

は

黙
示
録
的
な

見
解
が

な
い

こ

と

で

あ

る
。

終
末
の

到

来
を

予
告
し

、

自
分
が

そ
こ

で

救
わ

れ

る

者

の

側
に

立
つ

こ

と

を

前
提
に

し
て

自
己

集
団
の

優
位
性
を
主

張
す

る
黙
示
録
的
見
解
は

、

カ

ル

ト
集
団
の

教
義
の

主

要

な

部
分
で

あ
る

が
、

終
末
が
い

つ

来
る
か

は

誰

に

も

わ
か

ら

ず
、

し

た

が
っ

て

つ

ね
に

良
き

振
る

舞
い

を

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

の

で

あ

り

2

五

五
）
、

終
末
の

日
が
い

つ

来
る

か

は

神
だ

け

が

知
る

と
い

う

点
が

大

事
で

あ

る

と

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う

二

五

四
）

。

終
末
の

到
来
の

絶
対
的
確
実
性
と

そ

の

時
期
の

不
可
知
性
こ

そ

が
、

こ

の

世
で

の

人

間
の

行
為
の

道
徳

性
倫
理

性

の

源

泉
で

あ
る

と
い

う
こ

と

に

な

る

だ
ろ
う

。
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9
　
も
う
一

つ

の

デ
モ

ク
ラ

シ

ー

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
 

　

以

上
の

論
述
を

ま
と

め

れ

ば

次
の

よ

う

に

い

え

る
だ

ろ

う
。

終
末
と

最
後
の

審
判
を

見
据
え
つ

つ
、

理

性
と

宗
教
を
通
し

て

神
の

法

則
を

探
り

な
が

ら
、

他
者
の

自
由
を

尊
重

し
か

つ

自
己

の

自
由
を

抑
制
し
つ

つ
・

み

な
が

平

等
に

参
加
し

て

行
う

合
議
が
ム

シ

ャ

ワ

ラ

鵬

で

あ
り、

こ

れ

を

採
用
し

た

政
治
シ

ス

テ

ム

が

イ
ス

ラ

ム

的
デ
モ

ク

ラ

シ

i
、

す

な

わ

ち
、

も
う
一

つ

の

デ
モ

ク

ラ
シ

ー

で

あ

る

と

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は

考
え
て

い

る

の

だ
、

と
。

　
こ

の

よ

う

な

も

う
一

つ

の

デ

モ

ク

ラ
シ

ー
は

、

西
洋
型

デ
モ

ク

ラ
シ

ー

の

よ

う

に

よ

き
プ
ロ

セ

ス
、

消
極
的
善
で

あ
る

だ

け

で

は

な

く、

人

生
の

正

し

さ

と

目
標
に

関
わ

る
正

当
性
を
持
っ

て

い

る

も

の

で

あ
る

と

彼
は
い

う
（
二

二
）

。

そ
の

上
で

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

の

政
治

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
ロぜ

に

言
及
し
、

ム

シ

ャ

ワ

ラ

を
採
用
す
る

イ
ン

ド

ネ
シ

ア
の

政
治
シ

ス

テ
ム

は

超
越
的

な
正

当
性
を

持
っ

て

い

る
と

し

な
が

ら
、

し

か

し

安
直
な

考
え

に

陥
い

ら

な
い

た

め

に

は
、

正

常
で

正
し

い

原
初
の

人
間
に

つ

い

て

の

教
え

と

の

関
連
で

理

解
し
な
お

さ

れ
ね

ば
な

ら

な

い
、

と

い

う

の

で

あ

る
（
二

二
）

。

二

　
家
族
と

健
康

　

次
に
、

よ

り

個
人
生
活

面
に

か

か

わ
る

チ
ャ

ク
ヌ

ル

の

イ
ス

ラ
ム

社
会
観
を

見
る
こ

と
に

し
よ

う
。

彼
は

、

結
婚
と

家
庭、

親
子

関

係
、

家
庭
で

の

宗
教
教
育

、

小
さ

な

家
族

、

そ
し

て

医
療
の

問
題
を

取
り

上

げ

て

い

る
。

以
下、

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

の

彼
の

見
解
を

簡
略
に

紹
介
し

た

い
。

　
1

結
婚
と

家
庭

　
す
べ

て

の

価
値
が

相
対
化
し

て

し

ま
っ

た

現
代
に

あ
っ

て

は
、

結
婚
と

そ

れ

に

基
づ

く
家
族
生

活
の

適
切

性
が

揺
ら

ぎ
、

な
ぜ

結
婚

N 工工
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す

る

の

か

が

問
わ

れ

る
よ

う

に

な
っ

て

し

ま
っ

た
と

、

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う
（

七

ご
。

こ

の

問
題
に

対
し

て

彼
は

、

イ
ス

ラ

ム

の

教
え

に

お

け

る

結
婚
の

意

味
付
け

を

踏
ま

え

て

次
の

よ

う
に

主
張
す
る

。

　
こ

の

世
に

生

き
る

人
閲
は

、

そ

の

清
浄
な

る

本
性

律
耳

菩
に

忠
実
で

あ

り
、

真

実
を

追
い

求
め

る

道

を
た

ど

る

限
り
は

、

幸
福
な

被
造

物
で

あ

る
、

と

ク
ル

ア

ー
ン

は

教

え
て

い

る
（
七
一
）

。

こ

の

清
浄
な
る

本
性
の
一

要
素
は
、

男
女

間
で

引
か

れ

合
う

こ

と

で

あ

り、

こ

の

関
係
を

否

定
す
る

こ

と

は

神
が

定
め

た

自
然
法
を

否
定
す
る

こ

と

と

同
じ

で

あ

る

（
七
二
）

。

そ

し

て
、

生

活
を

と

も
に

し

家

庭
を

築
く
夫

と

妻
の

間
の

純
粋
で

自
然

な
関

係
の

中
に

こ

そ
、

こ

の

世
の

暮
ら

し

に

お

け

る

幸

福
と

安
ら

ぎ
ω

帥

蒼
コ

咢
は

見
出
さ

れ

る

〔
七
二
〉

。

だ

か

ら
、

家
庭
を

持
つ

目

的
は
、

男
女

の

誠
実

な

愛
情
に

基
づ

く
幸
福
で

安
ら

ぎ

の

あ
る

生

活
の

質
を
つ

く
り

あ
げ
る
こ

と

で

あ
る

（
七
四）

。

一

部
の

人
々

が

こ

の

よ

う

な

道
徳
的
明
白
さ

か

ら

距
離
を
お

こ

う
と

し
て

い

る
の

は

現
代
の

行
き
過
ぎ

た

相
対
主

義
の

せ

い

で

あ

る

（

七
四）

。

相
対
主
義
が
い

か

に

い

お

う

と

も
、

良
き

結
婚
と

は

神
に

認
め

ら

れ

た
］

生
の

結
び
つ

き
で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

結
婚
は
、

人

生
の

中
の

神
の

存

在
、

わ

れ
わ

れ

を

誠
実
な

道
、

真
正

で

永
遠
の

幸
福
の

道
へ

と

導
い

て

く
れ

る

神
の

存
在
へ

の

自
覚
を

必

要
と

し

て

い

る
（
七
五）

。

現
実
生
活
の

中
で

は

夫

婦
生
活
は

し

ば

し

ば

極
め

て

難
し
い

が
、

神
の

存

在
を

自
覚
し

、

そ

の

指

導
の

も

と
に

人
生

を

歩
む

心
積
も

り
が

あ
る

限
り

は
、

神
は

わ
れ

わ

れ

を
つ

ね

に

正

し

い

道
へ

と

導
い

て

く

れ

る
（
七
六
）

。

神
が

命
じ

る

と
こ

ろ
に

従
う
夫

婦
関
係
は
、

健
全

な
る

社
会
の

基
礎
と

し

て
、

高
い

道
徳
と

高
貴
な

人
格
の

建
設
の

基

礎

と

な

る
。

健
全
な

家
庭

の

上

に

健
全

な

社
会

が

建
設
さ

れ

る

の

で

あ

る
〔
八

〇）
。

　

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

こ

の

よ

う
に

い

っ

て
、

結
婚
と

家
庭
を
神
へ

の

信
仰
の

上
に

基
礎
づ

け

る

必

要
が

あ

る

こ

と

を

強
調
す

る

の

で

あ

る
。
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2
　
親
子

関
係

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
 

　

イ

ス

ラ

ム

の

教
え
全
体
の

中
で

、

唯
一

な

る

神
の

理
解
に

つ

い

で
、

子

供
と

父
母
の

関
係
ほ

ど

重

要
な

も
の

は

な
い

だ

ろ

う
（
ク

ル

イ
ン

第

三

童
四

麺

＝
八

三

と

い

っ

て

親
子
関

係
の

重

要
性
を

手
強
調
し

な
2
え

で
・

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

イ
ス

ラ
ム

的
な

親
子

関

闘

係
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

説
い

て

い

る
。

　

親
子
関
係
に

お

い

て

ま

ず
重
要
な
の

は

父
母
に

対
す

る

子
供
の

良
き

振
る

舞
い

で

あ

る
（
八
一
）

。

子
と

親
の

関
係
は

、

人
間
が

神
に

身
を

ゆ

だ
ね

る
こ

と
に

等
し

い

が
（
八

ご
、

し
か

し
、

ク
ル

ア

ー
ン

が

命
じ
る
の

は
、

親
に

対
し
て

良
き

振
る

舞
い

を
せ

よ

と

い

う
こ

と
で
、

服
従
せ

よ

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

。

親
へ

の

服
従
は

、

そ

れ

が

良
き
こ

と

で

あ
る

場
合
に

限
る

。

子
供
が

服
従
す

る
こ

と

を

親

が

無
条

件
に

求
め

る
こ

と

は

間
違
っ

て
い

る
。

し

か

し
、

そ

れ

で

も

な
お
、

親
は

子
供
が

自
分
に

対
し

て

良
き
ふ

る

ま
い

を
す
る

こ

と

を
求
め

る

権
利
が

あ
る

。

親
に

対
し

て

良
き

行
い

を
す

る

義
務
は

無

条
件
で

絶
対
的
な

も

の

で

あ

り
、

親
が

間
違
っ

て

い

て

も
、

そ

れ

ど
こ

ろ

か

自
覚
的
に

真
実

に

反

対
す
る

者
（
カ

ー
フ

ィ

ル
）

で

あ
っ

て

も

そ

う
で

あ
る

（
八
二
）

。

親
に

対
す
る

よ

き

振
る

舞
い

と

は

敬

意
を

込

め

愛
情
を

持
っ

て

行
う

振
る

舞
い

で

あ

り
、

（

1
）

父

母
に

汚
い

言
葉
や

不
適
切
な

言
葉
を

使
っ

て

は
い

け

な
い

こ

と
、

（

2
）

礼

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
13）

儀
正

し
い

翼
を
二

人
の

上

に

そ
っ

と

下
ろ

す
こ

と
、

（

3
）

「

私
が

幼
い

こ

ろ

に

彼
ら

が

私
を

育
て

て

く
れ

た
よ

う

に
、

彼
ら
に

恵
み

を

た

れ

た

ま

え
」

と

父
母
の

た

め

に

祈
る

こ

と
、

で

あ

る
（
八

二
）

。

　

こ

の

よ

う
に

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
、

親
に

対
す

る

子

供
の

義
務
を

ま
ず

強
調
す
る

が
、

し
か

し

次
の

よ

う
な

説
明
を

見
れ

ば
、

こ

の

よ

う

な

敬
意

と

愛
情
を

込
め

た

行
為
を

受

け
る

こ

と

が

親
の

権
利
を

意
味
す

る

も

の

で

な
い

こ

と

は

明
ら

か

で

あ
る

。

上

述
の

子
供
が

親
の

た

め

に

す
る

祈
り

に

は、

親
が

子

を
い

か

に

熱
心

に

良
く
育
て

た
か

が

反
映
さ

れ

て

い

る
と

彼
は
い

う
（
八

四）
。

善
の

能
力
は

神
に

よ

っ

て

そ

の

子
供
に

あ
ら
か

じ

め

備
え

ら

れ
た

も

の

だ

か

ら
、

親
に
は

子
供
を
「

善
く

」

す

る

力
は

な
い

。

し
か

し
、

親
は

そ

の

善
き

能

N 工工
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力
を
開

発
す

る
こ

と
が

で

き
、

ま

た

そ

う

す
る

義
務
を
負
う

の

で

あ
り
（
八

三
）

、

子

供
が

こ

の

善
の

能
力
を
発

揮
で

き
ず
に

人

格
が

低

い

人

間
に

な

っ

た

と

き

は
、

親
は

そ

れ
に

対
し
て

責
任
を
負
う
（
八

四）
。

こ

の

よ

う
に

い

っ

て

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
、

親
に

対
す
る

子
供
の

義
務
の

背
後
に

は
、

親
の

義
務、

神
に

対
す
る

義
務

が

あ

る

こ

と

を

説
く

の

で

あ

る
。

親
が

こ

の

義
務
を

果
た

さ
な

か
っ

た

時
に

は
、

親
が

子

供
の

教
育
に

悪
影

響
を

及

ぼ

す
可

能
性
も

あ

る

と
い

い

（
八

八
）
、

ま

た
、

親
が

神
の

恵
み

を

ど

れ

だ
け

受
け

る

か

は
、

ど

れ

だ

け

良
く

子

供

を

育
て

た
か

に

か

か

っ

て
い

る
、

と
い

う
の

で

あ
る

（
八

五）
。

　

3
　
家
庭
で
の

宗
教
教
育

　

財
産

と

子

供
は

そ

の

財
産
を

よ

く
用
い

る

こ

と

が

で

き

る

か
、

あ
る

い

は

そ

の

子

供
を
よ

く

育
て

る

こ

と

が

で

き

る

か

を

試
す
た

め

に
、

神
が

わ

れ
わ

れ

に

与
え

た

試
練
で
あ

る

と

い

っ

て

（
九

〇）
、

こ

こ

で

も

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

親
の

義
務
を

強
調

す
る

。

そ

の

上
で
、

家

庭
で

の

宗
教
教
育
を

行
う

に

あ

た

り

考
え

る
べ

き
こ

と

と

し
て

、

次
の

点
を

ま

ず

指
摘
す
る

。

家

庭
で

教
え
る

べ

き

宗
教
と

は
、

祈
り

の

仕
方
な
ど

の

形
式
面
だ

け

で

な
く

、

神
と

最
後
の

審

判
で

の

個
人
の

責

任
へ

の

信
仰
に

基
づ

く

人

問
の

高
貴
な
行
為
の

す
べ

て

を
ふ

く
む

も

の

で

あ
り
（
九

ご
、

従
っ

て

家
庭
で

の

宗
教
教

育
は

子
供
の

全
入

格
的
成
長
の

た
め

の

教

育
の

こ

と

で

あ
り

（
九
三
）

、

そ

の

教

育
は
、

親
が

手
本
と

な

っ

て

行
い

（
九
四）
、

家
庭
的
雰
囲
気
の

中
で

宗
教
的
生
活
を
血

肉
化
す
る

こ

と

で

あ
る

（
九

五
）

、

と

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は
い

う
。

　

で

は
、

こ

の

よ

う

な

家
庭
で

の

宗
教
教

育
に

お

い

て

子
供
に

植
え
つ

け

ら

れ
る

べ

き

事
柄
は

何
か

。

チ
ャ

ク

ヌ
ル

は

次
の

よ

う
に

整

理

す

る
。

（
1

）

完
全
に

神
を

信
じ

る
こ

と
、

（
2

）

神
に

ゆ
だ

ね

る

こ

と
、

（

3
）

つ

ね

に

臨
在
す

る

神
に

よ

っ

て

自
分
が

見
ら

れ

て
い

る

こ

と

を

自
覚
す
る
こ

と
、

（

4
）

つ

ね

に

神
に

見
ら

れ
て

い

る

こ

と

を

自
覚

し

て

善
き

行
い

を

す
る

こ

と
、

（

5
）

神
に

喜
ば

れ

た
い

と

す

る

純

粋
な

態

度、

（

6
）

つ

ね

に

神
に

寄
り

か

か

る

態
度

、

（

7
）

神
へ

の

感

謝
、

（

8
）

忍

耐
、

で

あ

る

〔
九
八

ー
一

〇
〇）

。

よ

り

具

体
的

123 （339）
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に

は
、

（

1
）

人
間
同
胞

、

と

く
に

き
ょ

う
だ
い

、

友
人、

仲
間

、

隣
人
へ

の

愛
、

（

2
）

同
信
者
へ

の

友
愛

、

（

3
）

性、

民

族

等
に

関
わ

ら

ず
人

間
は

そ

の

尊

厳
に

お

い

て

同
じ

で

あ
る
と

い

う

平
等
観

、

（

4
）

事
柄
や

人

物
に

対
す

る

先
入
観
に

と

ら
わ

れ

な
い

公
正

な

見

方
、

（
5

）

人

間
は

本
来
的
に

善
で

あ

る

と

す

る

見
方、

（

6
）

謙
譲
さ

、

（

7
）

約
束
を

守
る
こ

と
、

（

8
）

他
者
の

意
見
に

耳
を

貸
す

寛
容

さ
、

（

9
）

他
人

か

ら

信
頼
さ

れ

る

こ

と
、

（

10
）

自
尊
心
が

強
く

、

し

か

し

傲
慢
で

な

い

こ

と
、

（

11
）

浪
費
せ

ず
、

し

か

し

け

ち
で

な
い

こ

と
、

（

12
）

親
切
で

あ
る

こ

と
、

が

教
え
ら

れ
る
べ

き

で

あ
る

と
、

彼
は

い

う

二

〇
一

−
四）

。

　

家
庭
で

行
わ
れ

る

べ

き
こ

の

よ

う
な

宗
教
教
育
を

親
が

き
ち

ん
と

で

き

る
か

ど

う
か

が
、

神
に

問
わ

れ

て

い

る

の

だ

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は
い

う

の

で

あ

る
。

　
4
　
小
さ

な

家
族

　

子

供
の

多
い

大
家
族
と

子

供
の

少
な
い

小

家
族
の

ど

ち
ら

が

よ
い

か

と

い

う

問
題
を

取
り

上

げ
、

チ
ャ

ク

ヌ
ル

は
、

小
さ

な

家
族
の

ほ

う

を

評
価
す
る

形
で

議
論
を
し
て

い

る
。

こ

の

議
論
を

進
め

る
に

あ
た
っ

て

彼
は

、

人
生
の

質
に

関
わ

る

幸
福
と

は

ど
の

よ

う

な

も

の

か

と
い

う
と

こ

ろ

か

ら

論
を

起
こ

す
〔

＝
四）

。

　

真
正

な
幸

福
は

神
に

近
づ

き

神
に

嘉
さ

れ

る
こ

と

を

求
め

る

生

活
の

中
に

あ
る
こ

と

を
、

こ

こ

で

も

ま

ず
強
調
し
た

上
で
（

＝

六）
、

逆
に

、

ク

ル

ア

ー

ン

で

は
、

多
く
の

「

飾
り

」

を

持
っ

た

生

活
と

人
生

を
下
等
な

も
の

で

あ

る

と

さ

れ
て

い

る
こ

と

を
指

摘
す

る
（
一
一

五
）

。

こ

の

「

飾
り
」

に

は

財
産
と

と

も

に

子

供
も

含
ま
れ

て

い

る
。

つ

ま

り、

こ

こ

で

は

子
供
は

、

先
述
の

家

庭
で

の

宗
教

教
育
の

場
面
で

親
に

と

っ

て

の

試

練
で

あ
る

と

い

わ

れ

た

の

と

は

別
な

意
味

、

す
な

わ
ち

虚
偽
の

幸
福
へ

と

人
間
を
い

ざ
な

う
と
い

う

意
味
で

、

子
供
は

神
が

与
え

た

試
練
で

あ
る

と

い

わ
れ

る

の

で

あ
る

。

子
供
を

多
く

持
ち

、

大
き

な

財
産
を

蓄
え

る
こ

と

へ

の

喜
び

が

ク
ル

ア

ー
ン

に

お

い

て

否
定
的
に

語
ら

れ

る
と

こ

ろ

か

ら
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

小
さ
な

家
族
の

ほ

う
が

宗
教

的
に

よ

り

支
持
さ

れ

る

も
の

〔34  ｝ 124
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で

あ
ろ

う
と

い

う

の

で

あ
る
が

、

そ

の

結
論
を
出
す
に

際
し

て

も、

小
さ

な

家

族
が
、

よ

り

高
い

生
活
と

人

生
、

す

な

わ
ち

、

神
に

向

か

う
生

活
と

人
生
を

可
能
に

す
る

の

に

よ

り

適
し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と
い

う
、

宗

教
面

か

ら
の

理

由
付
け

を

強
調
す
る

の

で

あ
る

。

　

5
　
医
療

　

医
療
に

関
し

て

チ

ャ

ク

ヌ
ル

は
、

先
天

性
疾
患
を
理

由
と

す

る

妊
娠
中
絶
の

問
題

、

お

よ
び
臓
器
提
供
の

問
題
を

取
り

上
げ
て
、

イ

ス

ラ

ム

の

立

場
か

ら

見
た

医
療
倫
理

を

論
じ

て

い

る
。

そ

こ

で

ま

ず
求
め

ら

れ

る

の

は

神
の

意
志
が

ど
こ

に

あ

る
の

か
を

探
る
こ

と
で

あ

る

と

彼
は
い

う
。

こ

れ

を
示

す
の

は

ま

ず
ク
ル

ア

ー
ン

と

ス

ン

ナ

で

あ
る

が
、

し

か

し

ク
ル

ア

ー

ン

と
ス

ン

ナ

が

直
接
的
に

問
題
に

答
え

て

く
れ

る

場
合
は

少
な
く

、

従
っ

て

そ
れ
に

つ

い

て

の

解
釈
が

必
要
と

な

る
。

し
か

し
、

人

間
の

能
力
が

限
ら

れ
た

も

の

で

あ
る

が

ゆ

え

に

解
釈
の

正

し
さ

も
相
対
的
な

も
の

に

と

ど

ま

る

こ

と

を
、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

ま

ず

指
摘
す

る

二

二

〇）
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
け　

　

前
者
に

関
し

て

具
体
的
に

取
り

上

げ

ら
れ

る

の

は

サ

ラ

セ

ミ

ア
で

あ
る

。

胎
児
が

サ
ラ

セ

ミ

ア

で

あ

る
こ

と

が

判
明
し

た

と

き

に
、

妊
娠

中
絶
が

許
さ

れ

る
か

ど

う
か

と
い

う
問
題
で

あ

る
。

こ

の

問
題
を
考
え
る

に

あ
た
り

ま
ず

、

イ
ス

ラ

ム

は

人
間
の

生

を

尊
重
す

る

と

い

う

点
が

考
慮
さ

れ
る

べ

き
で

あ

る

と
い

う
（

＝

＝
）

。

間
違
い

な

く
サ
ラ

セ

ミ

ア
で

あ
る
こ

と

が

判
明
し

た

胎

児
の

中
絶
が

認
め

ら

れ

る
か

ど

う
か

は
、

こ

の

生

命
の

尊
重
と

い

う
点
か

ら

考
慮
さ
れ

る
べ

き

だ

と
い

う
の

で

あ

る
。

そ

し

て

こ

の

主

張
は

直
ち

に

生
命

は

い

つ

か

ら

始
ま
る

の

か

と

い

う
議
論
に

つ

な
が
っ

て

い

く
。

精
液

と
い

う
生

命
の

な
い

物
質
か

ら

生

命
に

、

さ

ら

に

人

間
の

生

命
に

な

る

の

は

妊
娠
の

ど

の

時
点
か

に

つ

い

て
は

、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
、

マ

ー

リ

ク

派
、

ハ

ン

バ

ル

派、

シ

ャ

ー
フ

ィ

イ

ー

派
な
ど

の

イ

ス

ラ

ム

各
派
の

諸
見
解
を

紹
介

す

る

に

と

ど

め
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

自
身
の

見

解
は

示

し

て

は
い

な

い

（
一

二

四）
。

し

か

し
、

こ

の

議

論
の

展
開

の

仕
方
か

ら

見
て

彼
が

先

天

性
疾
患
を

理
由
と

す

る

妊
娠

中
絶

、

す

な
わ

ち

胎

児
の

処
分

を
否

定
す

る

立
場
に

立
っ

て

い

る

こ

と

が
わ

か

る
。

た

だ

し
、

こ

れ

を

否
定
す

る
の

は

胎

児
が

人

間
と

し
て

の
生

命
を

備
え
て

い

る

場

合
で

あ

る
。

逆
に

い

え

ば

人
間
と

し

て

の

生
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命
を
ま

だ

備
え

て

い

な
い

段
階
で

は

胎
児
の

処

分
は

問
題
な

い

と

い

う
の

で

あ
ろ

う
。

そ

し
て

、

胎
児
が

い

つ

人
聞
と

し
て

の

生

命
を

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
鵬

備
え
る

の

か

に

つ

い

て

彼
が

紹
介
す

る

諸
議
論
は

医
学
的

・

生
物
学
的
議
論
で

は

な

く

宗
教
的
な

も

の

で

あ
る

。

よ

り
一

般
的

に

は
、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
蹴

イ
ス

ラ

ム

で

は

避
妊
は

広
く
認
め

ら

れ
て

お

り
、

ま

た

妊
娠

中
絶
も

許
容
す
る

時
期
に

つ

い

て

の

論
議
は

あ

る

も
の

の

概
し

て

認
め

ら

れ

て

お

り
、

そ
の

際
、

こ

れ
を

許
容
す

る

根
拠
は
、

二

つ

の

悪
に

直
面
し

た
と

き

に

は
、

よ

り

大
き

な

悪
を

避

け
、

よ

り

容
易
な

道
を

進
め
、

と
い

う
教

え

で

あ

る
、

と

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

い

う
。

　

臓
器
移
植
の

問
題
に

つ

い

て

は
、

遺
体
に

敬
意
を

払
え
と

い

う
要
請
と
、

人
間
の

生
を

守
り

高
め

よ
と

い

う
要
請
と
い

う
、

と

も

に

宗
教
的
要
請
で

あ
る

二

つ

の

要
請
の

問
の

葛

藤
で

あ

る

と
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

考
え

る
。

そ

の

上

で

彼
は

次
の

よ

う
に

い

う
。

遺

体
へ

の

敬
意
は

、

人

間
の

体
は

神
に

よ
っ

て

作
ら

れ

た

も

の

で

あ
る

か

ら
こ

れ
に

人

間
の

手
を

加
え

る

こ

と

は

許
さ

れ

な
い

と

い

う
と
こ

ろ

か

ら

来
る

も

の

で

あ
る
が

、

た

と

え

ば

割
礼
が

奨
励
さ

れ
て

い

る

と
こ

ろ
か

ら

見
て

も
、

身
体
と

い

う

神
の

贈
り

物
の

質
を亠
口

同

め

る

た

め

で

あ

れ

ぼ
、

こ

れ

に

手
を

加
え
る

こ

と

は

許
さ

れ

る
と

。

し

た

が
っ

て
、

人

間
の

生
を
守
り

高
め

る
こ

と

を
無
上

の

善
行
と

す
る

宗
教

的
見
地

か

ら

し

て
、

臓
器
移
植
は

許
さ

れ

る

と
、

チ
ャ

ク
ヌ

ル

は

結
論
付
け

る

の

で

あ

る
。

　

以
上

の

具
体
的
な
二

つ

の

問
題
を

離
れ

て
、

よ

り
一

般

的
な

医
療
倫
理
の

問
題

と

し

て

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

次
の

よ

う
に

い

っ

て

い

る
。

一

四

世
紀
の

歴
史
家
イ
ブ
ン

・

ハ

ル

ド
ゥ

ー
ン

は

そ

の

著
『

歴
史
序
説
』

の

第
二

五

章
で

医
学
に

つ

い

て

論
じ

る

中
で

医
学
と

宗
教
は

関
係
が

な
い

と

い

う
が

（
一

三

二
）
、

医
学
の

技
術
的
側
面
に

関
し

て

は

そ

う
で

あ
ろ

う
が

、

医

学
の

倫
理

的
側
面
に

関
し

て

は

こ

れ

を

宗
教
の

中
に

求
め

る

可
能
性
を

閉
ざ

す

必
要
は

な

い
、

と

（
一

三

三
）

。
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結
び

以
上

、

ヌ

ル

ホ

リ

シ
ュ

・

マ

ジ
ッ

ド

の

著
作
『

宗
教
的

社
会
』

の

内

容
を

紹
介

し
て

き

た

が
、

こ

れ
に

よ
っ

て
、

あ

る

べ

き
社
会

像

と

し
て

彼
が

提
示

す
る
ビ

ジ
ョ

ン

が

ど

の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

か
、

そ

の
一

端
が

明
ら
か

に

な
っ

た

こ

と

と

思

わ
れ

る
。

ま

た
、

そ

の

ビ

ジ
ョ

ン

が
、

最
後
の

審

判
に

お

い

て

神
に

認
め

ら
れ

る

た
め

に

は
い

か

に

す
べ

き
か

と

い

う
一

点
か

ら

出
発
し
て

描
き

出
さ

れ

た

も

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

の

で
あ

る

こ

と

も

明
ら
か

に

な
っ

た

と

思
う

。

彼
の

こ

の

思
想
の

さ

ら

な
る

検
証、

た
と

え

ば
、

彼
の

他
の

著
作
を

通
し

て

の

彼
の

思

想
全
体
の

確
認、

そ

の

典
拠
の

確
認

、

イ

ス

ラ

ム

思
想
の

広
が

り

の

中
で

の

そ

の

位

置
付
け、

さ
ら

に

は
、

彼
が

提
示
し

よ

う

と

す

る

も

う
ひ

と
つ

の

文
明
が

イ

ス

ラ

ム

世
界

を

越

え

て

普
遍
性
を

持
ち

得
る
か

ど

う
か

の

検
討、

と

い

っ

た

作
業
は

今
後
の

課
題
と

し

て

残
し
、

本
稿
を

閉
じ

る

こ

と

に

し

た
い

。
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注
（
1
∀
　
Z
霞

90
一一
曁

ζ
餌

畠
ら

　］

九一．一
九
年
東

部
ジ
ャ

ワ

生
ま

れ
。

一

九
六

八

年
ジ
ャ

カ

ル

タ

国
立

イ
ス

ラ

ム

大
学
文

学
・

文

化
学

部
卒
業

。

以

来、

　

　
七
十
年

代
か

ら
九

卜
年
代
に

か

け

て

各
種
イ

ス

ラ

ム

団
体
の

指
導
的
地
位
を
歴
任

。

｝

九
八

四

年
「

神
学
と

哲
学
に

お

け
る

イ
ブ

ン
・

タ

イ
ミ

ー

ヤ
」

　

　
で

シ

カ

ゴ

大

学
か

ら

学
位
を

受
け

る
。

．

九
九
八

年
ジ

ャ

カ

ル

タ

国
立
イ

ス

ラ

ム

大

学
教
授
就

任、
一

九
九
九
年
イ

ン

ド
ネ

シ

ア

科
学
院
主
席
研
究
員

　

　
就
任、

現
在、

パ

ラ

マ

デ
ィ

ナ
・

ワ

ク

フ

財
団
理

事
長、

パ

ラ
マ

デ
ィ

ナ

大
学
学
長

。

　

　

　
著
作
は

多

数
で

あ

る

が、

参
考
の

た

め

そ

の

い

く
つ

か

を

紹
介
し

て

お

く
。

『
イ
ス

ラ

ム

の

知

的
財
産』
（
一

九
八

六
）

、
『

近
代
的
イ
ス

ラ

ム

と

イ
ン

　

　
ド

ネ

シ

ア

的
イ
ス

ラ

ム
』

（
一

九
八

八
）

、
「

イ
ス

ラ

ム

の

教

義
と

文

明

　
　
信
仰、

人
間
性、

近

代
性
の

問
題
に

関
す

る
批
判

的
研
究
」

二

九
九

二
）
、

　

　
『

民

主
主
義

的
イ

ス

ラ

ム

と

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

的
イ

ス

ラ

ム
』

（
一

九

九．
二
）

、

『

人

間
主
義

的
宗
教
と
し

て

の

イ
ス

ラ

ム

　
　
イ
ン

ド
ネ

シ

ア

的
イ

ス

ラ

　

　
ム

の

伝

統
と

新
し

い

ヴ

ィ

ジ
ョ

ン

の

創
造
』

（
一

九
九
五
）
、

『

イ

ス

ラ

ム

文
明
の

地
平
』

〔
一

九
九
七
）

、
『

イ
ス

ラ
ム

の

伝
統

ー
イ
ン

ド

ネ
シ

ア

に

お

　

　
け
る

開

発
に

お

け

る

そ

の

役
割
」

（
】

九
九
七）
、

同

開
か

れ

た

対
話
　
　
現
代
社
会
政
治
問
題
に

お

け
る

イ

ス

ラ

ム

的
価
値
の

解
明
』

（

一

九
九
八
）

、

（343）
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『

改
革
の

時
代
に

お

け

る
イ

ス

ラ

ム

的
政
治
理

念
』

（
一

九
九

九
）

等
々

。

以
E
は

原
文

イ
ン

ド

ネ

シ

ア

語
。

以

下
は

英
語
論

文
。

、、
→
『
Φ

H
ω

ω

二
Φ

oh

　

　
竃
o
自
 

∋
巴

鑓
二
〇
口

餌

ヨ
o
ロ
αq

竃
磊
＝

日
ω

ヨ

ぎ
ユ
o
口
Φ
ω

冨”

閃
叫

o

∋
曽

剛

穹
鉱
α

号
餌

巨．
°弓

勹
o

冒
房
oh

＜
冨

毫、ー

ヨ冖

20
「

冨

U
帥
く

冨
り゚

巴゚
−
一
ミ
ミ

こ
毓

ミ
亀

譜
譱

　

　
ミ

§
謹
鴇
織

O
ミ
ミ

這
〜

（

d
三
く
 

邑
受
o
｛

〇

三

P
一

零
O）一
、．

巨
p。

∋

ぎ

ぎ
二

g
Φ

ω

苒

O
冨冖
魯
伽q
Φ

゜ワ

帥

巳
O
℃

℃
o
「

ε
三
江
Φ

μ、．
凶
員

O
属
宙
o

閑゚

勹

巳
冨

風
＝

冠

　

Φ

匹
二

毎
貯
ミ

§

き
恥

ら
o

ミ
艇

ミ

讐
ミ
藁

葦
丶

ミ
（
O
「

o
°・

°・

肉〔
畄

房
じσ
oo

努
』
 

。゚

O）

等
々

。

　

　
　
な

お

蛇
足
な

が

ら、

ヌ

ル

ホ

リ

シ

ュ

・
マ

ジ

ッ

ド

は

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

の

イ
ス

ラ

ム

系

知
識
人
の

間
で

の

み

な

ら

ず
広
く

国
民
的
信
頼
と

評
価
を
博
し

　

　
て

お

り
、

二

〇
〇
四

年
の

大
統
領
選
挙
を
前
に

し

て
一

時
は

次
期
大
統
領
と

し
て

そ

の

待
望
論
も
広
く

語
ら

れ

た

よ

う
な

人

物
で

あ
る

。

（
2
）
　

ミ
冨

呂
爲

ミ
冲

ミ

勘

ミ
耐
ミ
的

ー
ミ
鴨

ミ

建
§
隷

§

ミ、
ミ
も

ミ
黛
凡

掛
貯
ミ

§
ミ

ミ

映

罫
ミ
§
§

ミ
冨

留
爲

ミ

ぎ
、

（
勺
Φ
コ
 
「

σ

詳

℃
蝉

蕁
ヨ
国

虫

轟−

冒
評
節

潯
斜

　

　
一

¢

零
）°

（
『

宗

教
的
社
会
　
　
社
会
生
活
の

中
に

イ

ス

ラ

ム

的
価
値
を

根
付
か

せ

る
』

）
。

こ

の

書
物
は

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

社
会
を

念
頭
に

お

い

て

書
か

　

　
れ、

イ

ン

ド

ネ
シ

ア

社
会
に

向
か

っ

て

語
り

か

け

る

も
の

で

あ
り、

従
っ

て

本
書
の

中
で

は

イ

ン

ド
ネ
シ

ア
の

現
状
に

し

ば
し
ば
言
及
さ

れ

る
が
、

本

　

稿
で

は

イ

ン

ド

ネ
シ

ア

に

直
接
言
及
す
る

部
分
を

取
り
ヒ

げ
る

の

は
最
小
限
に

と

ど

め、

よ

り
一

般
論
と

し
て

の

彼
の

思
想
を
取
り

上

げ
る

こ

と

と

す

　

　
る

。

（
3
）
　
ヌ

ル

ホ

リ

シ

ュ

・

マ

ジ
ッ

ド
は

親
し
み

を

込
め

て

チ

ャ

ク

ヌ

ル

の

愛
称
で

呼
ば

れ

る

こ

と

が

多
い

。

本
稿
で

も
字
数
節
約
の

意
味
も
あ
っ

て

こ

の

呼

　

称
を

使
う
こ

と

に

し

た
。

（
4
）
　
以

下
本
文

中
の

丸

括
弧
内
の

漢
数
字
は

原
著
の

該
当
ペ

ー
ジ

数
を
表
す

。

（
5
）
　
こ

の

よ

う
に

い

い
、

さ

ら

に

は

ま
た、
「

こ

の

世
が

終
わ

り

大
地
や

大
自

然
は

破
壊
し

尽
く
さ

れ、

人

間
は

菓
か

ら
よ

み

が
え

る
。

こ

の

よ

う
に

信

　

　
じ
る

点
で

イ

ス

ラ

ム

は

他
の

宗
教
と
変
わ
ら

な

い
」

2
五

四）

と

い

い
、

ま

た

「

天
国
と

地
獄
の

存
在
へ

の

信
仰
は

ど

ん
な
宗
教
の

教
え
か

ら

も

切

　

　
り

離
せ

な

い

部
分
で

あ
る
」

（

一

五

三
）

と

い

う
点
を

見
て

も、

チ

ャ

ク

ヌ

ル

が

宗
教
を

啓
典
白 ．
小

教
の

枠
内
で

捉
え

て

い

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ
る

。

（
6
）
　
こ

こ

か

ら

イ

ス

ラ

ム

は

近

代
的
な
社
会
・

人
文
科
学
へ

の

道
を
切
り

開
く
役
割
を

果
た

し、

そ
の

先

駆
的
仕
事
が

イ
ブ
ン

・
ハ

ル

ド

ゥ

ー

ン

の

『 ．
歴

　

史

序
説
』

で

あ
る

と、

ト

イ

ン

ビ

ー

説
を
援
用
し

つ

つ

チ

ャ

ク

ヌ

ル

は

論
じ

て

い

る

（
一

四

八）
。

（
7
）
　
（
5

）

と
〔
13
）
に

つ

い

て

は

ク

ル

ア

ー
ン

の

該
当
個

所
が

示
さ

れ
て
い

な

い
。

（
8
）

　
一

七
九
一

年
に

合
衆
国
連

邦
政
府
が
、

国
民
の

基

本
的
権
利
を
守
る

た

め

に

行
っ

た

最
初
の

憲
法
修
正

条
項。

（
9

）

　
チ

ャ

ク

ヌ

ル

に

よ

れ

ば、

こ

の

犠
牲
行
為
は

い

わ

ゆ

る

供
儀
行
為
で

は

な

い
。

彼
は

イ

ス

ラ

ム

教
を

倫
理
的
唯
一

神
教
と

規
定
す
る

が
、

こ

れ
以
外

　

　
に

サ

ク

ラ

メ

ン

ト

的

唯
一

神
教
と

供
犠
的
唯
一

神
教
が

あ

る
と

い

う
。

こ

れ

は

キ

リ

ス

ト

教
と

ユ

ダ
ヤ

教

を
指
し

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
が
、

こ

こ

で

い

　

う
供

犠
は

動

物、

時
に

は

人

間
を

神
へ

の

捧
げ
も

の

と

し

て

供
す
る
行
為
を

い

う
。

こ

れ

に

対
し
て

イ

ス

ラ

ム

で

い

う
犠
牲
は、

後
述
の

よ

う
な
意
味

　

　
を
持
つ

行
為
で

あ
っ

て

供
犠
で

は

な
い

。

巡
礼
月
に

行
わ
れ

る

犠
牲
祭
で

動
物
を

屠
る

行
為
は

、

そ

の

肉
や

血
を

神
に

捧
げ
る

た

め

の

も
の

で

は

な

128（344）
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く、

捧
げ
ら

れ

る

の

は

そ

れ
を

行
う
人
の

神
に

対
す

る

真
心
で

あ
り、

ア

ブ

ラ

ハ

ム

の

信
仰
の

篤
さ

を
思
い

出
す

た

め

で

あ
り、

ま

た

肉
を

分
け

与
え

　
　
る

こ

と

に

よ
っ

て

貧

者
へ

の

眼
差
し

を

育
て

る

た

め

で

あ
る

と
、

チ
ャ

ク

ヌ

ル

は

説
明
し
て

い

る
。

（
10
）

　
旧
約
聖
書
創
世
記
の

ア

ブ
ラ
ハ

ム

の

こ

と
。

次
の

イ

ス

マ

ー

イ
ー

ル

は

イ

シ

ュ

マ

エ

ル

の

こ

と

で

あ
る

。

こ

こ

で

チ
ャ

ク

ヌ

ル

が

イ
ブ
ラ

ー

ヒ

ー

ム

　
　
と

イ

ス

マ

ー

イ
ー

ル

に

言
及
す
る

の

は
、

イ

ブ
ラ

ー

ヒ

ー

ム

が

神
が

命
じ
る

ま

ま

に

自

分
の

子

供
を

捧
げ
よ

う
と

し

た

行
為
を

念
頭
に

お

い

て

い

る

の

　
　
で

あ

ろ

う。

旧
約
聖

書
創
世
記
で

は
捧
げ
ら

れ
よ

う

と

し

た

子
は

イ

サ

ク

で

あ

り
イ

シ

ュ

マ

エ

ル

で

は

な

い

が、

イ

ス

ラ

ム

教
で

は

こ

れ

は

イ

ス

マ

ー

　
　
イ

ー

ル

で

あ

る
と

さ

れ
て

い

る
（
た
と

え
ば
、

ク

ル

ア

ー

ン

第
三

七

章
一

〇
〇
1
一
一

二

節）
。

（
11
∀
　
イ

ン

ド
ネ
シ

ア

共
和
国
憲
法
は

そ
の

前
文
で

「

合
議
制
・

代
表
制
に

よ

る

英
知
に

導
か

れ

た

民
主

主

義
」

を
政
治
体
制
に

す
る

こ

と

を
謳
い
、

最
高

　
　
意
思
決

定
機
関
を
国
民

協
議
会
で

あ
る

と

し

て

い

る

が、

こ

の

「

合
議

制
」

や

「

協
議
」

と

訳
さ

れ
る

言
葉
は
原
文
で

は

ム

シ

ャ

ワ

ラ

で

あ
る
。

こ

れ

　
　
を

見
て

も
イ

ン

ド

ネ
シ

ア

の

政
治
制

度
に

お

い

て

ム

シ

ャ

ワ

ラ

と

い

う
理
念
が

占
め

る

役
割
の

大
き

さ

が

わ
か

る

で

あ

ろ

う
。

（
12
）

　
チ

ャ

ク

ヌ

ル

の

原
文
で

は

第
三
一

章
四
一

節
に

な
っ

て

る
が
、

」

四

節
の

間
違
い

で

あ
る

。

（
13）
　
チ

ャ

ク
ヌ

ル

の

原
文
か

ら

の

訳
だ

と

こ

う

な

る

が
、

井

筒
俊

彦
訳
『

コ

ー
ラ

ン
』

（
井
筒
俊
彦

著

作
集
7
、

中
央

公
論

社、

一

九

九一
、

年）

だ

と

　
　
「
優
し
い

あ
わ

れ

み

の

心
で

、

柔
順
の

翼
を

そ
っ

と

二

人
の

頭
上
に

降
ろ

し

て

や

る

よ

う
」

と

な
っ

て

い

る

（
第
一

七

章
二

五

節）
。

（
14）

遺
伝

性
疾

患
。

ヘ

モ

グ
ロ

ビ

ン

の

合
成
不
良
に

よ

る

溶
血

性
疾

患
で、

黄
疸、

脾
腫
な
ど

の

症
状
を

引
き

起
こ

す
。

熱
帯

、

亜

熱
帯
地
方
に

多
い

。

　
　
重
症

の

場
合
は

死

に

至
る

か
、

生
涯
続
く
輸
血
や

鉄
剤
の

投

与
か

骨
髄

移
植
を

必
要
と

す
る

。
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