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現
代
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「
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近

　
藤
　
光

　
博

〈
論
文
要
旨
V
　
本
稿
の

主
題
は、

現
代
イ
ン

ド

の

日

常
生
活
を

強
く

支
配
す

る

対
「

ム

ス

リ

ム
」

偏
見
で

あ

る
。

と
く

に

「

ム

ス

リ

ム
」

を

「

余
所

　
者
」

「

侵
略
者」
、

さ

ら

に

は

「

狂
信
者
」

「

分

離
主
義

者
」

と

み

な
す

二

組
の

ス

テ

レ

オ
タ

イ
プ

を

取
り

出
し
、

そ

れ
ぞ

れ
に

つ

い

て

そ

の

歴
史

的
背

　
景
を

整
理

す
る
。

そ

こ

で

明
ら

か

に

さ

れ
る

の

は
、

右
の

よ

う

な
強
固
な

偏
見
は

単
な
る

空

想
や

虚
偽
で

は

な
く、

一

定
の

事
実
性
に

も
と
つ

く

共
通

　
感
覚
で

あ
る

こ

と
、

し
か

も

そ

の

偏
見
の

強
固
さ

の

ゆ
え
に

偏
見
を
強
化
す

る

言
動
が

再
生
産
さ

れ
る

と

い

う
循
環

関
係
が

イ
ン

ド
社
会
に

構
造

化
さ

　
れ
て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

現
代
イ

ン

ド

の

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

の

基
底
を
そ
の

よ

う
な

も
の

と

し

て

提
示
し
た

う
え
で、

本
稿
は

さ

ら
に
、

こ

の

特

殊
イ

　
ン

ド

的
な

問
題
が

宗
教
研
究
の

諸
理
論
と
深
く
関
連
し
て

い

る

こ

と

を
指
摘
す

る
。

具
体
的
に

は、

宗
教

分
類

学
と

宗
教

概
念
の

関
係、

習
合
概

念
の

　
限
界、

ユ

ダ

ヤ

ーー

キ

リ
ス

ト

教
1ー
イ
ス

ラ
ー

ム

的
な

世

界
観
・

文
明
原
理
の

特
殊
性、

宗
教

概
念
と

共

同
体
概
念
の

関
係
な
ど
の

諸
問
題
が、

コ

ミ
ュ

　
ナ
リ

ズ

ム

論
に

と

っ

て
有
す
る

意
義
の

大
き

さ
を
指
摘
す
る

。

〈
キ
ー

ワ
ー

ド
〉

　
南
ア
ジ
ア
、

ヒ

ン

ド

ゥ

i
・

ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム
、

宗
教
概
念、

宗
教
分
類

学、

習
合
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は
じ
め

に

　

イ
ン

ド

に

は

現

在
、

一

億
二

千
万

人

強
の

ム

ス

リ
ム

が

暮

ら

し

て

い

る
。

こ

の

数
字
が

端
的
に

示

す

よ

う
に

、

そ

し
て

ご

く

当

然
の

　
蝌

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
B

こ

と

な

が

ら
、

一

人
一

人
の

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

の

生
は

き

わ
め

て

多
様
に

し
て

固
有
で

あ
る

。

そ

う

し
た

個
別
具

体
的

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
囲

な

生
の

様
相
・

意
味
・

価
値
な

ど

を

明
ら
か

に

し

よ

う
と

す
る

企

て

は

疑
い

な

く
有
意

義
で

あ
り

、

そ

の

た

め

に

は

人

類
学

、

社
会
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史
・

生

活
史
・

個
人
史
な

ど

の

ア
プ
ロ

ー

チ

が

有
効
で

あ
ろ

う
。

し

か

し

本
稿
は

、

そ

う

し

た

研
究
を
志
す

も
の

で

は

な
い

。

本
稿
の

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
慨

試
み

は
、

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

と
い

う

言
葉
を

有
意
味
な

も
の

と

し

て

き

た

歴

史
的
な

諸
文
脈、

言
い

換
え
れ

ば
、

「

イ
ン

デ
・

ア

で
ム

ス

リ
ム
」

と

し
て

範
疇
化
さ

れ

る

人

々

の

生
に

課
せ

ら

れ

た

歴
史
的
な

諸
条
件
の

束
を

・

歴
史
社
会
学
的
な
ア

ブ
。

−

蹴

チ

に

よ

り

明
ら

か

に

す
る

こ

と

で

あ
る

。

　

あ

る

現
代
人

が

「

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

・

ム

ス

リ

ム
」

と

し

て

生
き

る

と

い

う
こ

と

は
、

非
常
に

強
力
な

、

ほ

と

ん

ど

取
り

去
る

こ

と

が

不

可
能
な

条
件
づ

け
の

な

か

で

生
き

る
こ

と

で

あ

る
。

端
的
に

言
え

ば
、

そ

れ
は
「

独
立

イ
ン

ド

「
「
Φ

Φ

ぎ
岳
鋭

逵
黛

ミ

ミ
ミ

鋤

ミ
ミ
、

」

に

お

け
る

「

少

数
派

巨
昌
o

葺
累

黛

奪
靆

§
隷

書
画
」

と

し

て

生

き

る

こ

と
、

そ

し

て

と

き

に

「

余
所

者
／
ガ

イ

ジ

ン

ho

掃
鹹

器
コ

ミ
譜
呱

置

と

し

て
、

さ

ら

に

は

「

侵

略
者
／
攻

撃

者

ぎ
く

巴
Φ

コ

麟
αq

讐
 
ω
ω

c
昌

懃
ミ
ミ

§
寿
幽

註
「

狂

信

者

融
コ

讐

貫

ミ
篤

蒔

ミ
鷽
丶
」

「

分
離
主

義
者
ω

 

冨
篩
け
一

ω
什

」

と

し

て

す
ら

生
き

る
こ

と

で

あ
る

。

己
が

逵
祭

縦
糸
／

本
質
／

儀
礼
秩
序
／
枠
組
み

／
教
義
／
方
策

ミ

ミ
ミ

を

確
立

す
る

に

至
っ

た

印
度

寒
鋤

ミ
、

に

お

い

て
、

と

き

に

敵
意
を
む

き

出
し

に

し

て

挑
み

か

か
っ

て

く

る

多
数

派
「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

に

囲
ま

れ
な
が

ら
、

少
な

い

黛

奪

数
の

も
の

た

ち

鶏

薄
ミ
鋤

と

し

て

生
き

る
こ

と
。

あ
る
い

は
、

魯
呱

（
ク
ニ

oo

β

旨
蔓）

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

パ

　

フ

ト

に

と
っ

て

の

「

ξ
」

、

す

な

わ

ち

印
度
か

ら

離
れ

／
と

異
な

り

／
と

対
立

し

／
か

ら

分
立
し

／
を

否
定
す

る

も

の

と

み

な

さ

れ
つ

つ

生

き

る

こ

と
。

さ

ら

に

あ
る

い

は
、

攻
撃
／
侵
略

薄
ミ
ミ

§

を

な

す

も

の
、

極
端
に

ミ
凡

厳
格
／
頑
迷
な

信
心

を
も
つ

ぎ
誉
丶

も
の

、

自
己

と

他
者
の

区
別
／
分
離

犠

雪
壁

を

最
優
先
さ

せ

る

も

の

と

み

な

さ

れ
つ

つ

生
き

る

こ

と

　
　
「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

と

し

て

範
疇
化
さ

れ
る

人
々

の

生
に

は
、

こ

う
し
た

条
件
設
定
が

最
初
か

ら

与
え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

抑
圧
的
な
力
学
を

自

ら

引
き

受
け

た

り
、

強
制
的
に

割
り

当
て

ら

れ

た

り

す
る
こ

と

こ

そ
が

、

あ
ら

ゆ

る

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

の

生
に

共
通
す

る

特
徴
で

あ

る
。

N 工工
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現代 イ ン ドの 対 「ム ス リム 」偏 見

　

本
稿
の

目
的
は

、

こ

の
よ

う
な

も
の

と

し

て

の

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

な
る

範
疇
の

諸
問
題
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

で

あ

る
。

し
か

し
こ

う
し

た

企
て

は
、

南
ア

ジ

ア

研
究
に

お

い

て

す
で

に

か

な

り

よ

く
お

こ

な

わ

れ

て

き

た
。

い

わ
ゆ

る

「

ム

ス

リ

ム

問

題
」

は
、

少
な

く
と
も

こ

こ
一

五

〇
年
の

間
つ

ね

に
、

イ
ン

ド

に

お

い

て

巨
大
な

問
題
で

あ
り
つ

づ

け

た

か

ら
、

「

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

・

ム

ス

リ
ム
」

に

ま
つ

わ

る

諸

問
題
は
今
や

か

な

り

明
確
に

指
摘
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た
の

で

あ

る
。

本

稿
は
、

そ

う

し
た

計
り

知
れ
な

い

蓄
積
を

も
っ

た

「

ム

ス

リ
ム

問
題
」

の

討
議
に

、

独
自
の
一

次
史
料
に

も

と

つ

く

証
拠
や

現
地
調
査
に

よ

り

得
ら

れ
た

デ

ー

タ
を
携

え

て

参
画
し
よ

う
と

す

る

も

の
で

は
な
い

。

本
稿
の

試
み

は
、

関
連
先
行
研
究
の

成
果
を
一

定
の

範
囲
で

整
理
し

た

う
え
で

、

そ
こ

で

培
わ

れ

た

知
見
が

宗
教

研
究

に

と

っ

て

有
す

る

意
義
の

重
大
さ

を

指
摘
し

、

さ

ら
に

は

宗
教
研
究
の

理

論
的
な

反
省
を
南
ア

ジ

ア

研
究

へ

と

も
た

ら
す

と
こ

ろ

に

あ

る
。

こ

れ

ら
二

つ

の

研
究
分
野
を
仲
立
ち

し
、

双

方
に

と
っ

て

有
意

義
な

視
座
の

在
り

処
を
示

す
こ

と
、

こ

れ

が

本
稿
の

独
自
な

貢
献

で

あ

る
。

　

以
下
の

本
論

部
で

は

ま

ず
、

現

代
イ

ン

ド

の

対
「

ム

ス

リ
ム
」

偏
見
の

あ
り

方
を

確
認

す

る
（
第一

節）
。

そ

の

う

え

で
、

「

余
所

者
」

「

侵
略

者
」

、

「

狂
信

者
」

「

分

離
主
義

者
」

と

い

う
二

組
の

ス

テ
レ

オ

タ

イ
プ

を

取

り
出
し

、

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

「

イ
ン

デ

ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

の

歴
史
を

整
理

す

る

こ

と

で
、

現
代
イ

ン

ド

の

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

の

基

底
を

明
ら

か

に

す
る
（

箜
二

節
r
四

節）
。

そ

し

て

最
後
に
、

イ
ン

ド

の

「

ム

ス

リ
ム

問
題
」

と

宗
教
研

究
の

理

論
的
反
省
と

の

す
り

合
わ
せ

を

お

こ

な

う
（

第
五

節）
。

ニ

　
コ

ミ

ュ

ナ

リ
ズ

ム

の

二

つ

の

局
面

　
「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

と

「

ム

ス

リ

ム
」

の

対
立

を

は

じ

め

と

す

る

排
他
的
で

攻
撃
的
な
共

同
体
主

義
を

、

南
ア

ジ

ア

史
は

コ

ミ
ュ

ナ
リ

ズ

ム

88

ヨ

§
g。

房
B
と

呼
ぶ

。

宗
派
主
義

、

宗

教
対
立

主
義
な

ど

の

訳

語
が

あ

る
。

ヒ

ン

デ
ィ

ー

語
で

は

も・

窺

§
芍

ミ

§
簿

ミ
織

と

183 （399 ｝
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い

う

語
が

充
て

ら

れ

る
。

直
接
の

意

味
は

党
派
主

義
、

宗
派

主

義
な

ど
で

あ

る

が
、

∩

o

冒
ヨ

篝
巴
尻

日

に

対
応
す

る

語
と

し

て

用
い

ら

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
悩

れ

る
の

が

通

例
で

あ
る

。

こ

の

概
念
が

英
語
で

あ
る
こ

と
か

ら

分
か

る
よ

う

に
、

コ

ミ
ュ

ナ

リ

ズ
ム

と

い

う

問
題
設
定
が

な

さ

れ

た

の

は

イ

ギ
リ
ス

植
民

地

塑

と

く

に
一

九

世
紀
末
以

降
の

こ

と

で

あ

る
・

そ

の

過

程
は
・

「

ヒ

ン

ド
・

⊥
「

ム

ス

リ
ム
」

な

ど

の

集
団
範

幽

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
1）

疇
の

成
立
過

程
に

平
行
し

て

い

た
（
後
述）

。

　

最
初
に

強

調
し
て

お

き

た
い

の

だ
が
、

現
代
イ
ン

ド
の

日

常
生
活
は
コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム
一

色
に

染
ま
っ

て

い

る
わ

け

で

は

決

し

て

な

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
2｝

い
。

民

衆
の

日

常
生
活
に

お

け

る

共
生
感
覚
や

多
元
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

の

重

要
性
は
つ

と

に

指
摘
さ

れ

て
い

る
。

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ

ム
、

セ

キ
ュ

ラ

リ

ズ

ム

な

ど
の

言
葉
に

託
さ

れ
た

平

和
的
な

生
の

理
想
は
、

イ
ン

ド

政
治
文
化
の

揺
る

ぎ
な
い

要
素
と

し
て

確
立
し

て

　　
ヨ　

い

る
。

し

か

し
そ

れ

で

も

な
お

、

「

ム

ス

リ
ム
」

と

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

が

互
い

を

「

脅
威
の

他
者
」

と

認
識
し
、

そ

れ

に

よ

り

自
己

意

識
と

社
会
生
活
を

確
立
す

る
こ

と

は
、

現
代
イ
ン

ド

で

通
例
と

な
っ

て

い

る
。

そ

う

し

た

言
説
と

感
情
と

制
度
の

複
合
体
は

、

と

き

に

「

コ

ミ
ュ

ナ

ル

・

コ

モ

ン

セ

ン

ス

　
oo

ヨ
ヨ
ロ

コ

巴

oo

ヨ
ヨ
o
コ
ω
 

ロ
ω

 
」

と

呼
ば
れ

る
ほ

ど

に

イ
ン

ド
の

日

常
生

活
に

深
く

浸
透

し
て

い

る
。

印
パ

分
離
独
立
（
一

九

四

七）

後
も
繰
り

返
さ
れ

る
コ

ミ
ュ

ナ
ル

紛
争
oo

ヨ
∋

巷
巴

oop

曲
o

房
、

コ

ミ
ュ

ナ
ル

暴
動

8
ヨ
ヨ

巷
巴

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
4V

ユ
o
け

ω

は
、

そ

う
し

た
コ

モ

ン

セ

ン

ス

（

常
識、

共
通
感
覚
）

と

相
互
に

共
鳴
し
、

相
互

を

強
化
し

あ

う
。

　
→

九
八

〇
年
代
半
ば
以

降
の

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ

シ
ョ

ナ
リ

ス

ト

勢
力
（

日

本
で

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

原
理

主

義
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

至
上

主
義

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
5）

な

ど

と

呼
ば

れ

る

勢
力
）

の

台
頭
は

、

そ

う

し

た

恒
常

的
な

環
境
の

な
か

に

表
れ

た

新
た

な

局
面
で

あ

る
。

今
こ

の

勢
力
を

主

導
す
る

の

は

民
族
奉
仕
団

菊

器
ゴ

巳
養
ω

≦
四

罨
∋
ω

 
＜
餌

評

QD
鋤

コ
ひq
＝

と
い

う

任

意
団
体
で

あ
る

。

こ

の

団
体
の

イ
デ
オ
ロ

ギ

ー

を

確
立

し
た

第

二

代
総
帥、

M
・

S
・

ゴ

ー
ル

ワ

ル

カ

ル

（
一

九
〇
六
ー

七
三
）

の

ア
ン

ソ

ロ

ジ

ー

か

ら
一

節
を

引
こ

う
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
バ

　

ラ

ト

　

　
こ

う

し

て

ム

ス

リ
ム

問
題
が

現
れ
る

。

ム

ス

リ

ム

は
こ

こ

［

印
度
］

に

侵

略
者

ぎ
く
餌
α
Φ

話

と

し
て

や
っ

て

き

た
。

彼
ら

は
過

去

N 工工
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一

二

〇
〇

年
に

わ
た

り

自
ら

を
こ

の

地

の

征
服

者
ooB

器
「

o
『

ω 、

支

配
者
「

巳
 

話

と

み

な

し

て

い

た
。

彼
ら

の

心
に

は

そ
う

　

　
し

た

固
定
観
念
が

ま

だ

あ
っ

た
の

で

あ
る

。

…

…

彼
［

ム

ス

リ
ム
凵

は
、

我
ら
の

生
の

あ
り

方
に
、

宗
教

、

文

化、

社
会
な

ど

そ

　

　
の

あ
ら

ゆ

る

側

面
に

猛
烈
に

反
対

し

た
。

彼
は

そ

う
し

た

敵
意
を

心

の

奥
底
に

ま

で

沁
み
こ

ま
せ

て

い

た
。

彼
の

数
も

小
さ

く

は

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
6）

　

　
な
か

っ

た
。

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
の

数
に

次
い

で
、

そ
の

数
は

最
大
だ
っ

た
。

こ

う

述
べ

た

後
ゴ

ー

ル

ワ

ル

カ

ル

は
、

同
時

代
の

「

ム

ス

リ

ム
」

に

対
す

る

「

実
に

合
理

的
で

愛

国
的
な
」

呼
び
か

け

と

し

て

次
の

よ

う

に

述
べ

る
。

　

　
あ

な

た

方
が

心

理
的
に

そ

う
し
た

余
所

者
の

侵
略
者
た

ち

h（
肖
Φ

碍
口

曽
αq
鋤q

屋
ω
。゚

o

房

に

自
ら

を

結
び
つ

け
つ

づ

け
、

彼
ら

の

足
跡

　

　
に

し
た

が

お

う
と

す

る

の

は

意
味
の

な

い

こ

と

で

あ
る

。

そ

う

し

た

分
離
主

義
的
な

記

憶
ω

 
層

贄
讐一
斡

ヨ
 

ヨ
o
「
凶

 
ω

を
す
べ

て

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

マ
こ

　

　
忘

れ
さ

り
、

自
ら

を

こ

の

地
の

生
へ

と

溶
け

こ

ま

せ

よ
。

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
さ　

「

ム

ス

リ
ム
」

が

内

面
化
し

て
い

る
と

い

う

こ

れ
ら

の

傾
向
は

「

ム

ス

リ

ム

狂
信
主

義
　
竃
昜
＝

8
貯

霽
膏
凶

ω

ヨ
」

と
も
呼
ば
れ

る
。

　

以
上

の

よ

う
な

言

葉
に

よ
っ

て

表
さ

れ
た

対
「

ム

ス

リ
ム
」

認
識
は

、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ナ

シ
ョ

ナ
リ

ス

ト

諸
勢
力
に

よ

っ

て

具

体
的

な

実

践
へ

と

う
つ

さ

れ

て

き

た
。

そ

れ

は
、

ゴ

ー

ル

ワ
ル

カ

ル

が

言
う

と

こ

ろ

の

「

愛
国

的
」

呼
び
か

け

に

と
ど

ま
る

場

合
も

あ

れ

ば
、

凄

惨
な

犯
罪
行
為
を

と

も

な

う
反

「

ム

ス

リ
ム
」

の

コ

ミ
ュ

ナ
ル

暴
力
と

し

て

表
さ

れ

る

場

合
も

あ
る

。

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ス

ト

諸
勢
力
は
コ

ミ

ュ

ナ

リ

ズ
ム

の

こ

う

し

た
二

局
面
を
一

体
の

も

の

と

し

て

表
象、

組
織
化
す

る
。

そ

の
こ

と

に

よ

り

彼
ら

は

自
ら
の

勢
力
の

維
持
拡
大
を

図
る

の

で

あ
る

。

　

し

か

し
、

分
析
的
な

意
図
に

と

っ

て

は
む

し

ろ
、

そ

れ

ら
二

局
面
の

区
別
を

お

こ

な
う
こ

と

が

必
要
で

あ
る

。

ま

ず

指
摘
さ

れ

る
べ

き

は
、

〈

コ

ミ
ュ

ナ
ル

暴
力
は
ほ

ん
の
一

握
り

の

反
社
会
分

子

に

よ
っ

て

実

行
さ

れ

る

逸

脱
的
で

破
壊

的
な

犯

罪
行
為
だ
〉

と

い

う
こ

185 （401）
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と

で

あ
る

。

イ

ン

ド

国
民
の

大
多
数
が

「

ム

ス

リ
ム
」

へ

の

直
接
暴
力
を

支

持
し

た

り、

ま

し
て

や
そ

れ

に

自
ら

手
を

染
め

た

り

す
る

な
ど
と

想
像
す

る

の

は
、

完
全
な

誤
り

で

あ
る

。

　
一

方
、

「

愛
国
的
」

呼
び

か

け

は

そ

の

限
り
で

は

な
い

。

「

ム

ス

リ
ム
」

は

イ
ン

ド

社
会
の

主

流
へ

と

積
極
的
に

同
化
し
、

イ
ン

ド

国

家
へ

の

忠
誠
心

を

示
す
べ

き

だ

ー
こ

の

よ

う
な

主

張
は

イ
ン

ド

国
民
の

多
く
に

ア

ピ

ー
ル

す

る

の

で

あ

る
。

そ
の

背
後
に

は
、

「

余

所
者
」

と

し

て

の

性
格
を

強
く

有
し

、

し

か

も

自
ら

の

独
自
性
と

自
律
性
を

「

狂

信
的
」

「

分
離
主

義
的
」

と

呼
び
う

る

ほ

ど

過

度
に

強
調
す

る

も
の

と

い

う
「

ム

ス

リ

ム
」

像
が

存
す

る
。

そ

れ

は

必
ず
し

も
、

個
々

人

を

直
接
的
な
コ

ミ
ュ

ナ
ル

暴
力
へ

と

誘
う
要
因
と

は

な

ら

な
い

。

し

か

し
、

そ

れ

は

た
し

か

に

存
在
す

る
。

私
自
身

、

そ

う

し

た

「

ム

ス

リ
ム
」

像
を

抱
く

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

に

幾
人
も

出
会
っ

た
こ

と

が

あ
る

。

彼
ら

の

語
り
は

い

つ

も

型

ど

お

り

だ
っ

た
。

す

な

わ

ち
、

彼
ら
は

コ

ミ
ュ

ナ
ル

暴
力
に

対
す

る

反
対
を

明
言

す

る
一

方
で
、

実
際
に

お

こ

っ

た

暴
力
事
件
の

責
任
に

つ

い

て

は
、

こ

れ

を
「

ム

ス

リ
ム
」

へ

と

帰
す

る

の

で

あ
る

。

曰

く
、

暴
力
は

主
と

し

て

「

ム

ス

リ
ム
」

の

側

か

ら

も

た

ら

さ

れ

る

の

で

あ
り

、

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
」

の

側
か

ら

の

直

接
暴
力
は

対
抗
的
な
い

し

は

防

衛

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
フ

ァ

ン

ダ
メ

ン

タ

ル

ズ

的
な

も
の

に

す
ぎ

な
い
、

と
。

そ

の

先
制
攻

撃
は

、

「

ム

ス

リ
ム
」

と

し

て

の

本

性
や

イ
ス

ラ

ー
ム

の

根

源

的

原
理

か

ら

の

必
然
的
な

帰
結
と

し
て

説
明
さ

れ

る

場

合
も

あ
れ

ば
、

一

部
の

指
導
者
に

よ

る

無
垢

な

る

「

ム

ス

リ
ム
」

大
衆
の

扇
動
と

い

う
図

式
で

説
明
さ

れ

る

場
合
も

あ
っ

た
。

い

ず
れ

に

せ

よ

私
が

出
会
っ

た

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

た

ち

は
、

ゴ

ー
ル

ワ

ル

カ

ル

ほ
ど

赤
裸
々

な

表
現

で

は

な
い

に

せ

よ
、

「

ム

ス

リ
ム
」

に

も
悪
い

と

こ

ろ

は

あ
る

、

あ
る

い

は
、

悪
い

の

は

「

ム

ス

リ
ム
」

で

あ
る

、

と

主

張
し

た
。

　

こ

こ

で

重
要
な
の

は
、

こ

う

し

た
こ

と

を

述
べ

立
て

る

男
た

ち

が
い

ず

れ

も
、

民
族
奉
仕
団
を

は

じ
め

と

す
る

特
定

組
織
の

構
成
員

と

し

て

そ

の

思
想
教
育
を

受
け

、

そ

の

活
動
に

熱
心
に

参
加
し
、

そ

の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク
の

中
で

生

活
を

営
む

人
物
で

は

な

か
っ

た
と

い

う
点
で

あ

る
。

こ

れ

が

示

唆
す
る

の

は
、

「

実
に

合
理

的
で

愛
国

的
」

と

形
容
さ

れ

た
ゴ

ー
ル

ワ

ル

カ

ル

の

呼
び
か

け
を

支
え

る

対
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「

ム

ス

リ
ム
」

偏
見
が
い

か

に

広
範
な

影
響
力
を

有
し

て

い

る

か

で

あ
る

。

こ

れ

こ

そ

が

「

コ

ミ
ュ

ナ

ル

．

コ

モ

ン

セ

ン

ス
」

と

呼
ば

れ

る

社
会
心
理

に

他
な

ら

な

い
。

　
も

ち

ろ

ん
、

「

ム

ス

リ

ム
」

を
「

余
所

者
」

「

侵

略
者
」

「

狂
信
者
」

「

分

離
主
義

者
」

な
ど

と

み

な

す
こ

と

は
、

偏
見
に

満
ち
た

ス

テ

レ

オ

タ

イ
プ

で

あ
る

に

す

ぎ
な
い

。

し

か

し

問
題

は
、

そ

れ

を

完
全
な
る

虚
偽
や

空

想、

あ
る
い

は

悪

意
に

満
ち

た

プ
ロ

パ

ガ

ン

ダ
と

し
て

片
づ

け
て

し

ま

う
こ

と

が

で

き

な
い

と
い

う

点
で

あ
る

。

あ
ら
ゆ
る

偏
見
と

同
様
に

、

現
代
イ
ン

ド

の

日

常
生
活
で

機
能
す

る

対

「

ム

ス

リ
ム
」

偏

見
も

ま

た
、

何
ら

か

の

程
度
で

歴
史

的
／

現
代
的
な

事
実
性
（
h
）

胃
ε
巴圃
蔓

に

も

と
つ

い

て

い

る
。

言
い

換
え

れ

ば
、

そ

れ

は

事
実
と

観
念

、

歴
史
と

イ

デ
オ
ロ

ギ

ー
、

学
知

と
コ

モ

ン

セ

ン

ス

そ

れ

ぞ

れ

の

重
複
領
域

で

成
立
、

展
開
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

不

分
明
な

領
域
と

は
ど

の

よ

う

な

も

の

か
、

節
を

あ
ら
た
め

て

論
じ

る

こ

と

に

し
よ

う
。

三

　
「

余
所
者
」

あ
る
い

は

「

侵
略
者
」

　
ー

　
イ
ス

ラ

ー

ム

の

到
来

、

ム

ス

リ
ム

王

朝
の

興
亡

　

歴

史
地
理

学
的
に

い

え
ば

、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

イ
ン

ド

亜
大

陸
に

外
か

ら

も

た

ら
さ

れ

た
。

そ
の

到
来
は

七

世
紀
と

き

わ

め

て

早
い

。

当
初

、

そ

の

伝
播
の

役
割
は

亜

大
陸
を

囲
む

海
で

活
動
す
る

商
人

た

ち

に

よ

り

担
わ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る
。

　

し

か

し
、

や
が

て

ム

ス

リ

ム

権
力
に

よ

る

大
規

模
な

軍
事
侵
攻
が

お

こ

っ

た
。

そ

の

皮
切
り
は
、

八

世
紀
初

頭
、

ウ

マ

イ
ヤ

朝
に

よ

る

イ
ン

ダ
ス

下

中
流
域
へ

の

侵
攻
で

あ
っ

た
。

一

〇
世
紀
末
か
ら
一

二

世
紀
末

、

今
度
は

ア
フ

ガ

ン

の

諸
王
朝
が
イ
ン

ド

亜

大

陸
へ

の

侵
入

を

敢
行、

亜

大
陸

北
西

部
を
版
図
に

お

さ

め

た
。

そ
し

て
一

二

〇

六

年、

ゴ

ー
ル

朝
か

ら

征
服
地
の

管
理

を
ま

か

さ

れ

て

い

た

武

将
ア

イ
バ

ク

が

デ

リ

ー

に

自
ら

の

王

権
を

樹
立
し

た
。

こ

れ

が

イ
ン

ド

亜

大
陸
に

都
す

る

最
初
の

ム

ス

リ

ム

王

朝
で

あ
っ

た
。

奴
隷
王

187c403）
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朝
と

呼

ば
れ

る
ア

イ
バ

ク

系
の

王

統
以

降
、

デ

リ

ー

は
ム

ス

リ

ム

諸
王

朝
の

都
で

あ
り
つ

づ

け

た
。

そ
し

て
一

六

世
紀、

ム

ガ
ル

朝
が

　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
懼

成
立

す

る

二

五
二

六

1
四
〇、

一

五

五

五

1
］

八

五

八
）

。

こ

こ

に

イ
ス

ラ

ー
ム

勢
力
に

よ

る
ガ

ン

ジ

ス

流
域

部
の

軍
事
的

、

政
治

的
征
服

が

完
了

し

た
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

幽

　

ガ
ン

ジ
ス

平
原
か

ら

イ
ン

ド

亜

大
陸
半
島
部
へ

、

す
な

わ
ち

北
か

ら

南
へ

の

侵
攻
が

初
め

て

な

さ

れ
た

の

は
、

＝
二

〇
〇
年
前
後
の

こ

と
で

あ
る

。

一

四

世
紀
半
ば
に

は
、

デ
カ
ン

高
原

に

都
す
る

最
初
の

ム

ス

リ
ム

王

朝
が

誕
生

し

た
。

そ

れ
に

や

や

先
立
っ

て
、

さ

ら

に

南
方
に

ム

ス

リ
ム

政
権
が

成
立
し
て

い

た

が
、

ヴ
ィ

ジ
ャ

ヤ

ナ

ガ

ル

王

国
に

よ

り

滅
ぼ

さ

れ

た
。

以

降、

亜

大
陸
南
端
を
ム

ス

リ

ム

支
配
が

覆
う
こ

と

は

な

か
っ

た

が
、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

イ
ン

ド

亜

大
陸
全
体
に

さ

ま

ざ

ま

な

形
で

浸
透

、

定
着
し

た
。

　

2
　
イ
ス

ラ

ー

ム

の

南
ア
ジ

ア

化

　

南
ア
ジ

ア
の

イ

ス

ラ

ー
ム

化
は

奴
隷
王

朝
の

成
立

を
も
っ

て

本
格
化
し

た
。

し

か

し
、

そ

の

過

程
は

同
時
に

イ
ス

ラ

ー
ム

の

南
ア

ジ

ア

化
の

過
程
で

も

あ
っ

た
。

　

現

代
の

南
ア

ジ

ア

全

域
で

は
、

お

よ

そ

四

人

に
一

人
が

ム

ス

リ
ム

で

あ
る

。

こ

の

巨
大
な

人

口

を

誕
生
さ

せ

た

歴
史
的
経
緯
の

詳
細

　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
　
　　

は

実
は

ま

だ
ほ

と

ん

ど

明
ら
か

に

な
っ

て

い

な
い

。

し
か

し
、

少
な

く
と

も
次
の

諸
点
は

明
確

に

指
摘
さ

れ

て

い

る
。

第
一

に
、

現
代

南
ア
ジ

ア
の

ム

ス

リ
ム

の

ほ

と

ん
ど

が
、

あ
ら

た

に

イ
ス

ラ

ー

ム

を
受
け

入
れ
た

イ
ン

ド

亜

大

陸
原
住
民
を

祖
先
と

す

る
。

亜

大
陸
に

お
い

て

ム

ス

リ
ム

と

な
っ

た

人
々

、

ム

ス

リ
ム

と

し
て

生
ま

れ

た

人
々

が

そ

の

大
半
を

占
め

る

の

で

あ
る

。

　

し
か

し

彼
ら

の

イ
ス

ラ

ー

ム

入

信
は

必
ず
し

も
、

ム

ス

リ
ム

支
配

者
に

よ

る

強
制
改
宗
や

宣

教
振
興
に

よ
っ

て

生

じ

た

の

で

は

な

い
。

歴
史

研
究
が

指
摘
す
る
と

こ

ろ

に

よ

れ
ば

、

イ
ン

ド

亜
大

陸
の

ム

ス

リ

ム

支

配
者
は
、

外
来
の

異

民

族
で

あ

ろ

う
と

な

か

ろ

う

と
、

そ

の

征
服
と

支
配
拡
大
の

過
程
に

お

い

て
、

さ

ら
に

は

権
力
を

確
立

し

た

後
に

お

い

て

す

ら
、

自
ら

の

支
配
下
に

は
い

っ

た

旧
王

N 工工
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権
や

民

衆
を

イ
ス

ラ

ー
ム
へ

と

強

制
的
に

改
宗
さ

せ

る

こ

と

に

さ

ほ

ど

熱
心
で

は

な

か
っ

た
。

む

し

ろ

そ

れ
と

は
逆
に

、

ム

ス

リ

ム

支

配
層
は

在
地
の

慣
習
や

信

仰
を

容
認
す

る

こ

と
の

方
が

多
か

っ

た
。

こ

う
し

た

寛
容
は
、

権
力
の

保
持
拡

大
の

た
め

に

必
要
な

経
済
活

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
り　

動
や

技

術
を
亜

大
陸
原
住
民
に

提

供
さ

せ

る

見
返
り
と

い

う
、

支
配

層
が

選
び

と
っ

た

実
利

優
先
の

政
策
と

解

さ
れ

て

い

る
。

　

で

は
、

イ
ン

ド

亜
大
陸
原
住
民
の

イ
ス

ラ

ー
ム

入

信
を
促
し

た

最

大
の

要
因
は

何
で

あ
っ

た

か
。

専
門
家
の
一

致
し
た

見

解
に

よ
れ

ば
、

そ

れ
は

ス

ー
フ

ィ

ズ

ム

で

あ
っ

た
。

ス

ー

フ

ィ

ー

の

活

動
は

＝

世
紀
に

は
イ
ン

ド

亜

大
陸
に

及
び

、

一

二

世

紀
以
降
に

そ

の

影

響
力
を

増
し
て

い

く
。

ス

ー
フ

ィ

ー

自
身
は

必

ず
し

も

在
地

民
の

改
宗
を

第
一

の

関
心

事
と

し

な

か
っ

た
よ

う
だ

が
、

ハ

ー
ン

カ

ー

（

修
道
場）

に

お

け

る

弟
子
た

ち

と

の

献
身
的
な

修
行
生
活
が

ム

ス

リ
ム

の

王

侯
貴
族
か

ら

在
地
の

庶
民

層
ま

で
多
く
の

人
々

を

ひ

き

つ

け

麺
。

こ

こ

で

重
要
な

の

は
、

汎
神
論
的
要
素
、

聖

者
性

、

修
行
に

お

け

る

音
楽
や
舞
踏
の

重
視
な

ど

の

点

に
お

い

て
、

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

が

南
ア
ジ

ア

土

着
の

諸
伝
統
と

親
和

的
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ
る

。

そ
の

影

響
下

で
ム

ス

リ
ム

の

習
俗
や
思

想
は

南
ア

ジ

ア

的
な

性

格
を

併
せ

も
っ

た

も

の
へ

と

変
化
し

て

い

き
、

亜

大
陸
原
住
民
の

イ

ス

ラ

ー

ム

入
信
が

促
さ

れ
た

。

　

在
地

民
の

イ

ス

ラ

ー

ム

入
信
が

最
も
大
き

く

進
ん

だ

と

推
察
さ

れ

る
一

五

〜
一

六

世
紀

、

各
地
の

ム

ス

リ
ム

政
権
で

は

サ
ン

ス

ク

リ

ッ

ト

文
献
の
ペ

ル

シ

ア

語
へ

の

翻
訳

、

地
方
語
文

学
の

奨
励、

非
ム

ス

リ
ム

の

登
用

も

ま

れ

で

は
な

か

っ

た
。

そ
し

て
、

イ
ン

ド

亜

大

陸
土

着
の

諸
伝
統
と

イ
ス

ラ

ー
ム

と

の

本
質
的

な
一

体
性
を

説
く

思
潮
が

現
れ

た
。

ラ

ー

マ

ー
ナ

ン

ダ

ニ

四

〇
〇
1
七

〇
頃）

、

カ

ビ

ー

ル

ニ

四
四

〇
ー
一

五
一

八

頃
）

、

ナ

ー
ナ

ク
（
｝

四
六

九
−
一

五

三

八）

ら

は

そ

う
し

た

思

潮
の

代
表
で

あ
る

。

ま

た
、

第
三

代
ム

ガ
ル

皇
帝

ア

ク
バ

ル

（
在
位
一

五

五
六

−
一

六

〇
五
）

も
、

正

統
派
イ
ス

ラ

ー
ム

学
者、

ヴ
ェ

ー

ダ

学
者

、

ヨ

ー

ガ

行

者
、

イ

エ

ズ

ス

会

神
父
ら

が

掲

げ
る

諸
真
理
の
一

致
を

確

信
し

た
。

第
五

代
ム

ガ
ル

皇
帝
の

皇
子

、

ダ

ー

ラ

ー
．

シ

コ

ー

二

六
一

五

−
五

九）

は

『

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド
』

は

ク
ル

ア
ー

ン

の

十
全
な

理

解
に

と
っ

て

の

鍵
と

な
る

、

も

う
一

つ

の

「

啓
典
　
ミ
ミ
置

だ
と

す

ら

確

信
し

て

い

た
。
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と

こ

ろ

で
、

南
ア

ジ

ア

化
し
た

イ
ス

ラ

ー
ム

の

発
展
は

、

必
ず
し

も
ビ

ド

ア

（

逸
脱
／
異
端
）

の

全
面
的
な

繁
茂
と

解
さ
れ

る

べ

き

で

は

な
い

。

ス

ー
フ

ィ

ズ

ム

は
一

二

世
紀
に

は

す
で

に

イ
ン

ド

亜

大

陸
の

外
で

正

統
派
の
一

部
と

認
め

ら

れ

て

い

た
。

亜
大
陸
で

活
躍

し
た

ス

ー
フ

ィ

ー

や

ウ

ラ
マ

ー
は

シ

ャ

リ

ー

ア

（

イ
ス

ラ

ー
ム

法
）

を

連
続
的
に

刷
新
す

る
こ

と

で
、

イ
ス

ラ

ー

ム

と

し
て

の

同
一

性

を

維
持
し
て

い

た
。

そ
の

よ

う
な

正

統
性
付
与
の

も
と

で
、

在
地
の

聖
地
へ

の

巡
礼
や

各
種

儀
礼
を
お

こ

な

う

だ

け

で

な

く
、

職
業
に

由
来
す
る

名
前
を

も

ち
、

事
実
上

の

カ

ー
ス

ト

制
の

な
か

で

日

常
生

活
を

送
る

こ

と
が
、

ム

ス

リ
ム

の

生

活
の
一

部
と

な
っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

　

3
　
史
実

、

ス

テ

レ

オ
タ
イ
プ

、

（

前
）

近
代

　

イ

ス

ラ

ー
ム

の

起
源
と

到
来
は

イ
ン

ド

亜
大
陸
に

と
っ

て

外
的
で

あ
る

。

ム

ス

リ

ム

諸
王

朝
は
亜
大

陸
に

お

い

て

侵
略
と

支
配
を
お

こ

な
い

、

土

着
の

諸
権
力
と

衝
突
し

た
。

「

余
所
者
」

「

侵
略
者
」

と

い

う

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ

ム
」

の

ス

テ

レ

オ

タ

イ
プ

は
、

こ

う

し

た

史
実
に

根
ざ

す
。

そ

し
て

こ

の

偏
見
は

、

現
代
イ
ン

ド

で

「

ム

ス

リ
ム
」

に

範
疇
化
さ

れ
る

人
々

に

次
の

要
求
を

突
き
つ

け

る

ー
千
年
前
の

出
来
事
と

自
ら
の

関
係
を

明
確
化
せ

よ
。

さ

ら

に

は

そ

の

歴
史
を

批
判
せ

よ
。

そ

う

す
る

こ

と

で

自
ら

「

余
所
者
」

「

侵
略

者
」

で

な
い

こ

と

を

示
せ

。

　
こ

う
し

た

要
求
が

合
理

的
な

も

の

と

感

得
さ

れ

る

と

こ

ろ

に
、

問
題
の

根
深
さ

が

あ
る

。

そ

の

点
へ

の

批

判
は

こ

れ

ま

で

し

ば

し

ば
、

次
の

史
実
の

指
摘
に

よ
っ

て

な

さ

れ

て

き

た
。

す
な
わ

ち
、

イ
ン

ド

亜
大
陸
に

お

い

て

イ
ス

ラ

ー
ム

と

土

着
の

諸
伝

統
は

互
い

に

影
響
を

与
え

合
い

、

そ

れ

ぞ
れ

の

形

式
と

内
容
を
近
接
さ

せ

て

き

た
こ

と
。

そ

し

て
、

諸
王

朝
の

戦
争
と

興
亡

に

平

行
し

て

亜

大
陸
原

住
民
の

イ
ス

ラ

ー

ム

入

信
が

進
ん

だ
が

、

ほ
と

ん

ど

の

場
合

、

そ

れ

は

権
力
に

よ

る

強
制
改

宗
の

結
果
で

な

か
っ

た

ば
か

り

か
、

布
教

専
門
集
団
の

活
動
の

結
果
で

す

ら

な
か

っ

た
こ

と
、

こ

れ

ら

の

史
実
で

あ
る

。

「

余
所
者
」

「

侵
略
者
」

と
い

う
ス

テ
レ

オ

タ

イ

プ

は
、

（406） 190
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　〔
12）

歴
史
の

こ

の

特
定
部
分
の

軽
視

、

無
視
に

よ
っ

て

の

み

成
り

立
つ

。

そ

れ
は

批
判

さ

れ

て

し

か

る
べ

き

で

あ
る

。

　
し

か

し

そ

の

批
判
は

、

イ
ス

ラ

ー
ム

と

南
ア
ジ

ア
土

着
の

諸
伝
統
と

の

「

習
合
」

と

「

共
存
」

の

史
実
の

指

摘
に

と

ど

ま
っ

て

は

な

ら

な
い

。

な

ぜ

な

ら
、

こ

こ

で
の

「

習
合
」

「

共

存
」

と
い

う

観
念
は

「

ム

ス

リ
ム
」

と
い

う

集
団
の
一

千
年
に

わ

た
る
一

体
性
と

連

続
性
を

前
提
し

て

い

る
か

ら
だ

。

こ

れ
は

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

に

も

共

有
さ

れ

た

前
提
で

あ

る
。

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン
・

ム

ス

リ
ム
」

と
い

う

表
象
の

近

代
的
性
質
を

明
ら

か

に

し
、

そ

の

う
え
で

現
代
に

お

け

る

中

世
史、

近

世
史
の

記
述
パ

ラ

ダ
イ
ム

に

反

省
を

加
え

る

こ

と
、

こ

れ
こ

そ

が

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

批

判
に

と
っ

て

必
要
な

努
力
で

あ
る

。

節
を

あ

ら

た

め

て

論
じ
よ

う
。

四

　
「

狂
信
者
」

あ
る
い

は

「

分
離
主
義
者
」

　

ー

　
イ
ス

ラ

ー
ム

の

「

純
化
」

　

南
ア

ジ
ア

化
し

た

イ
ス

ラ

ー

ム

に

は

ム

ス

リ
ム

自
身
か

ら

反
対
が

唱
え

ら

れ
た

。

た

と

え
ば
、

ア

フ

マ

ド
・

ス

ィ

ル

ヒ

ン

デ
ィ

ー

（
一

五

六
四

−
一

六

二

四）

は

そ

の

先
駆
け

だ
っ

た
。

彼
は

汎
神
論
に

反

対
し

、

一

神

教
の

立

場
か

ら

の

ス

ー
フ

ィ

ズ
ム

と
シ

ャ

リ

ー

ア

遵

守
を

説
い

た
。

　

第
六

代
皇

帝
ア

ウ

ラ
ン

グ
ゼ
ー

ブ
（
在
位
一

六

五

八

−
一

七
〇
七）

が

没
す

る

と
、

ム

ガ

ル

朝
は

急
速
に

解
体
し

始
め

た
。

こ

の

空

隙
を

イ

ギ
リ

ス

が

埋

め

始
め

た
。

プ

ラ

ッ

シ

ー
の

戦
い

（
一

七
五

七）

で

の

勝
利
を

機
に
、

イ
ギ

リ
ス

は

亜

大
陸
の

領
土

的
支
配

を

本
格
化

さ
せ

て

い

っ

た
。

　

こ

う

し

た

な

か
、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

原

点
回
帰
を

掲
げ
る

動
き

が

デ

リ

ー

を

中
心
に

展
開
し

た
。

そ
の

皮
切
り

は
、

シ

ャ

ー
・

ワ

リ

ー

ウ
ッ

ラ

ー

2

七

〇
三

⊥
ハ

ニ
）

の

運
動
で

あ
っ

た
。

彼
は
ム

ガ
ル

帝
国
の

凋
落
を

イ
ス

ラ

ー

ム

衰

退
の

結
果
と

み

な

し
、

そ

の

復

興
の

191 （407）
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た

め

に

は

イ
ス

ラ

ー
ム

か

ら

南
ア
ジ

ア

的
な

要
素
を
取
り
除
く

必
要
が

あ

る

と

主

張
し
た

。

彼
の

死
後
に

は

サ

イ
ヤ

ド
・

ア

フ

マ

ド
・

バ

レ

ー

ル

ヴ
ィ

ー
（
一

七

八

六

ー
一

八

三
一
）

が

登

場
し
、

同
様
の

イ
ス

ラ

ー
ム

「

純
化
」

を

追

求
す

る

と

と

も

に
、

シ

ク

王

国
、

次
い

で

イ

ギ
リ
ス

支
配
へ

の

ジ
ハ

ー

ド

を

敢

行、

ダ
ー

ル

・

ア
ル
・

イ
ス

ラ

ー

ム

（

イ

ス

ラ

ー

ム

の

ク
ニ

）

の

建
設
を

目
指
し

た
。

ム

ジ
ャ

ー
ヒ

デ
ィ

ー
ン

運

動
と

呼
ば

れ

る
こ

の

動
き

は
、

一

八

六

〇
年
代
ま
で

各
地
で

継
続
し

た
。

　

同
じ

時
期
の
ベ

ン

ガ

ル

地
方
で

は
、

シ

ャ

リ

ー

ア

ト
ッ

ゥ

ラ

ー
（
…

七
八
一

−
一

八

四

〇）

が

フ

ァ

ラ

ー

イ

ジ

ー

運

動
を

興

し

た
。

地

主
に

よ

る

土

地
の

独

占
を

イ
ス

ラ

ー
ム

に

反
す
る

も
の

と

し
て

糾

弾
し
た

こ

の

運
動
で

も
、

南
ア
ジ

ア

化
し

た

イ
ス

ラ

ー
ム

へ

の

反
対

が

唱
え

ら

れ

た
。

シ

ャ

リ

ー

ア

ト
ッ

ゥ

ラ

ー

の

死
後

、

こ

の

運

動
は

衰
え

た

が
、

ベ

ン

ガ

ル

地
方
で

は

い

く
つ

も
の

小
集
団
に

よ
っ

て

継
承
さ

れ
、

そ

の

後
の

農
民
運
動
を

牽

引
す
る

重
要
な

役
割
を

は

た

し
た

。

　
2
　
「

ム

ス

リ
ム
」

の

誕
生

　

世
界

中
の

あ
ら

ゆ

る

ム

ス

リ

ム

は

ア
ッ

ラ

ー

の

前
で

完
全
に

平

等
で

あ

り
、

互

い

に

密

接
な
つ

な

が

り

を

も
っ

て
一

つ

の

共

同
体
を

構
成
す

る

　
　
現

代
の

イ
ス

ラ

ー
ム

思

想
で

は

こ

う
し

た

考
え

方
が

優
勢
で

あ
る

。

ウ
ン

マ

概
念
を
め

ぐ
っ

て

構
築
さ

れ
る

こ

う
し

た

共
同
体

論
は

た

し
か

に
、

イ
ス

ラ

ー
ム

が

根
源
的
11

始
原
的
に

有
す
る

個
人
主
義、

平

等
主

義
、

普
遍
主

義
の

表
れ

だ

と

言
え

よ

う
。

し
か

し

な
が

ら
、

そ

う

し

た
ウ

ン

マ

思

想
は

必
ず
し

も
、

歴
史
上
に

存
在
し

た

あ

ら

ゆ

る
ム

ス

リ
ム

の

生

を

同
程
度
に

強
く
導
い

て

い

た
わ

け
で

は

あ
る
ま

い
。

た
と

え

ば
、

一

五

世
紀
や
一

六

世
紀

、

ベ

ン

ガ
ル

の

ム

ス

リ
ム

農
民
と

デ
リ
ー

の

ム

ス

リ

ム

貴
族
が

互
い

に

同
一

の

ウ
ン

マ

に

属
す

る

平
等
な

諸
個
人
だ

と

の

認
識
を

（

単

な

る

理
念
や

政
治
体
制
と

し
て
で

は

な
く
）

自
ら
の

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ

ィ

と

し

て

強
固
に

も

ち

え
て

い

た
と

は
、

到
底
思
わ
れ

な
い

。

南
ア
ジ

ア

史
で

、

こ

う

し

た
思
想

状
況
か

ら

現
代
的
な

ウ

ン

マ

論
へ

の

転
換
が

、

何
ら

か

の

程
度
で

民
衆
的
な

運

動
と

し

て

表
れ

て

く

る
の

は
、

一

八

世
紀
後

半
以

降
、

上
述
の

ム

ジ
ャ

ー

ヒ

デ
ィ

ー
ン

運
動

（408｝ 192
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現代 イ ン ドの 対 「ム ス リム 」偏見

や

フ

ァ

ラ

ー

イ
ジ

ー

運
動
に

お

い

て

で

あ
っ

た
。

こ

れ

ら

の

運

動
は

相
互
に

連

帯
し

全
国
的
な

政
治
組

織
へ

と

発
展

す
る

も
の

で

は

な

か

っ

た

が
、

そ
れ

ま

で

十
分
な
つ

な
が

り
を

も
っ

て

い

な
か
っ

た

諸
地
域
の

ム

ス

リ

ム

の

間
に

親
密
な

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

を

作
り

出
し

、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
セね

「

ム

ス

リ
ム
」

と

し

て

の

自

覚
を

呼
び

覚
ま

す
こ

と

で

「

ウ
ン

マ

」

へ

の

帰

属
意
識
を
高
め

る
一

つ

の

契
機
を

与
え
た

。

　

し

か

し
、

英
領
イ
ン

ド
に

お

け

る

「

ム

ス

リ

ム
」

の

共
同

体
意

識
の

醸
成
を

、

イ

ス

ラ

ー
ム

思
想
の

始
原

的
原
理
や

特
定
の

運
動
の

影
響
に

だ

け

帰
す

る
こ

と

は

で

き

な
い

。

少
な

く
と

も

他
に

二

つ

の

要
因
が

指

摘
で

き
る

。

第
一

に
、

イ
ギ

リ

ス

支
配
下
で

通
信
・

交

通
網、

軍
事
・

行
政

機
構
が

イ
ン

ド

亜

大
陸
を

覆
う

形
で

発

達
し

た
こ

と

が

あ
げ
ら

れ
る

。

こ

う
し
た

物
質

的
冂

制
度
的
基

盤
は

多
様

な

集
団
の

結
束
に

寄
与
し
た

が
、

「

ム

ス

リ
ム
」

の

結
束
も
ま

た

そ

れ
に

も

と
つ

い

て
い

た
。

　

そ

し

て

第
二

に
、

植
民
地

政
府
の

「

ム

ス

リ
ム
」

政

策
の

影
響
が

あ

る
。

イ

ン

ド

大
反

乱
（
一

八

五

七）

を

契

機
に

、

植
民
地

政
府
は

「

ム

ス

リ
ム
」

の

政
治
的

・

経
済
的
地

位
を

失

墜
さ

せ

る

制

裁
的
な

諸
政
策
を

打
ち

出
し
、

彼
ら

の

不

満
を

あ

お
っ

た
。

し

か

し
一

八

七

〇

年
代
に

は
一

転
し
て
、

「

ム

ス

リ
ム
」

を

イ
ギ

リ
ス

支
配
の

協

力
者
と

し

て

重

用
す

る

政

策
を

講
じ
た

。

明
ら

か

に

策
動
的
な
こ

の

種
の

政
策
を

通
じ

て

「

ム

ス

リ

ム
」

と
い

う

範
疇
が

行
政

上
の

単
位
と

し

て

固
定
化
さ

れ

た
〔
後
述）

。

　
こ

う

し

て
一

九
世
紀
後
半
の

早
い

段
階
に

は
、

多
く
の

エ

リ

ー

ト
が

「

ム

ス

リ
ム
」

と

い

う

特
定
共

同
体
の

利
益

代
表
を

自
認
す

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

の

こ

と

は
、

一

共
同
体
た

る

「

ム

ス

リ
ム
」

へ

の

帰
属
意

識
が

民
衆
レ

ベ

ル

で
も

何
ら

か

の

程
度
で

高
ま
っ

て

い

た
こ

と

を

示

唆
す
る

（

た

だ

し
、

「

ム

ス

リ
ム
」

と

し
て

の

大

衆
動

員
が

大
規

模
に

達

成
さ

れ

た

の

は
、

後
述
の

ヒ

ラ

ー
フ

ァ

ト

運

動

に

お

い

て

で

あ

る
）

。

　

3
　
少
数

派
意
識
と

反
「

ヒ
ン

ド
ゥ

ー
」

　
一

八

世
紀

末
か

ら
一

九
世
紀
半
ば
の

英
領
イ
ン

ド

で

徐
々

に

形
を
な
し

て

い

く

「

ム

ス

リ
ム
」

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

に

は
、

や
が

て

193 〔409｝
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「

少
数
派
」

と
い

う

性
格
づ

け

が

な

さ

れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

段

階
的
に

導
入
さ

れ

た

植
民
地

官
僚
の

登
用
制
度

、

民
主
的
な
政
治
シ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
桝

ス

テ

ム

は
、

多
数
派

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

に

対
す
る

ム

ス

リ
ム
・

エ

リ

ー

ト

の

対
抗
意
識
を

強
め

た
。

サ

イ

イ
ド
・

ア
フ

マ

ド
・

ハ

ー

ン

（

天

毛
−
九

八）

は

そ

う

し

た

傾
向
を

体
現
し

た

人
物
の

袋
で

あ

る
・

従
属
と

す

ら

呼
び

う
る

ほ

ど

熱
烈
な

彼
の

イ

ギ
リ
ス

へ

の

齣

信
頼
は

「

ム

ス

リ
ム
」

の

利
益
確
保
を

至

上

目

的
と

し

て

い

た
。

植
民
地
支
配
の

も
と

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

の

エ

リ

ー

ト

が

法

律
家
や

官

職
な

ど

へ

の

進
出
を

す

で

に

か

な
り

進
め

て

い

た

の

に

対
し

、

「

ム

ス

リ

ム
」

の

側
は
そ

の

点
で

全
く
立
ち

遅
れ
て

い

る
、

と

彼
は

強

調
し

た
。

イ
ン

ド

国
民

会
議
（

］

八

八

五

年
設
立

、

後
に

反
英
運

動
体
へ

と

性
格
を

変
え

、

ガ

ン

デ
ィ

ー

や

ネ
ル

ー

な

ど

を

輩
出
す

る
）

に

お

け

る
「

イ
ン

ド

人
」

の

権
利
拡
大
要

求
は

、

ア
フ

マ

ド
・

ハ

ー
ン

に

と

っ

て

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

を

資
し

「

ム

ス

リ
ム

」

を
さ

ら

な

る

後
進
の

地
位
に

貶
め

る

も
の

に

他
な

ら

な

か
っ

た
。

ま

し

て
、

普
通
選

挙
に

よ

る

民
主
議
会
政
治
が

施
行
さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
〔
14〕

ば
、

「

少
数
派
」

た

る

「

ム

ス

リ
ム
」

の

権
利
は

さ
ら

に

脅
か

さ

れ
る

こ

と

に

な

る
、

と

彼
は

ひ
ど

く

恐
れ
た

の

で

あ
っ

た
。

　
エ

リ

ー
ト

主
導
に

よ

る

共
同

体
利
益
の

確
定
と
い

う
動
き

は

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

の

側
で

も

同
時
に

進

展
し

た
。

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

組
織

化

　
ミ
論

憲

饕

莓
W

ぎ
謡
」

と

呼
ば
れ

た
こ

の

種
の

動

き

は
、

よ

り
直
裁
に

反
「

ム

ス

リ
ム
」

の

性

格
を

示
し

た
。

初
期
に

お

け

る

そ

う
し

た

動
き

の

な
か

で

最
も

成

功
し

た

の

は
、

一

八

九

〇
年

代
の

牝
牛

保
護
運
動
で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

牝
牛
屠
殺
者
と

し

て

の

「

ム

ス

リ
ム
」

、

牛
肉
嗜
好

者
と

し

て

の

「

イ

ギ

リ
ス

人
」

に

対
し

て
、

牝
牛
の

聖

性
を

奉
ず
る

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

と

い

う

観
念
が

運

動
と

い

う

形
で

実
体
化
さ

れ

た
。

と

く
に

「

ム

ス

リ
ム
」

と

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

の

対
立
は

激
し
か

っ

た
。

両
者
の

摩
擦
は
一

八

九
三

年
に

ピ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
〔
15）

ー

ク

を

む
か

え
、

多
く
の

暴
動
が

発
生
し
た

。

ま

た
、

同
じ

時
期
の

北
イ
ン

ド

（

と

く
に

連

合
州
）

で

は
、

政
府
裁
判
所
言

語
と

し

て

ヒ

ン

デ
ィ

ー

語
を
認

定
す

る

よ

う

求

め

る

運
動
が

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

「

ム

ス

リ
ム
」

間
の

分
離
と

対
立

を

大
き

く

煽
っ

た
。
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4
　
パ

キ
ス

タ
ン

運

動

　
一

八

九
〇
年
代
前
半
は

、

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

と

「

ム

ス

リ

ム
」

の

衝
突
が

イ
ン

ド

亜

大

陸
の

広
い

範
囲
で

、

し

か

も
ひ

と
つ

の

問
題

を

め

ぐ
っ

て

同
時
に

生

じ

た

最
初
の

時

期
と

な
っ

た
。

「

ム

ス

リ
ム
」

意
識
と

そ

れ

に

も
と
つ

く

諸
運

動
の

形

成
は

、

こ

う
し

た

時

代

背

景
の

も

と

で

加
速
化

し

て

い

っ

た
。

　

し

か

し
、

こ

の

こ

と

を

も
っ

て
、

二

つ

の

共

同
体
（
と

し

て

あ
ら

た
に

組

織
化
さ

れ
た

人
々
）

が

全

面
的
な

抗
争
に

は

い

っ

た
と

見

な

す

わ

け
に

は
い

か

な
い

。

む

し

ろ
二

〇

世
紀
初
頭
に

支

配
的
だ
っ

た

の

は

相
互

融
和
へ

の

志

向
で

あ
る

。

「

ム

ス

リ
ム
」

と

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

は

権
益

を

め

ぐ
っ

て

競
合
す

る

別
々

の

集
団
で

あ
る
が

、

そ

れ
で

も

両
者
が

共
存
繁

栄
す

る

道
が

模

索
さ

れ
る

べ

き

だ
、

と

い

う
の

で

あ
る

。

一

九
一

六
年
の

ラ

ク

ナ

ウ

協
定
で

は
、

国
民
会
議

派
と

全
イ
ン

ド
・

ム

ス

リ

ム

連
盟
（
一

九

〇
六

年
設
立）

の

共
同
方

針
が

示

さ

れ

た
。

第
一

次

大
戦
後
に

イ

ギ
リ
ス

が

強
行
し

よ

う
と

し

た

カ

リ

フ

制
廃
止
に

反
対

す
る

ヒ

ラ

ー

フ

ァ

ト

運

動
（
一

九
］

九

−
二

四）

に

は

「

マ

ハ

ト
マ
」

ガ

ン

デ
ィ

ー
（
］

八

六

九
ー
一

九
四

八
）

が

国
民

会

議
派
を

率
い

て

合
流
し

た
。

　

反
コ

ミ
ュ

ナ

リ

ズ
ム

の

思
潮
は

「

ム

ス

リ
ム
」

の

側
に

も

た

し
か

に

息
づ

い

て

い

た
。

た

と

え

ば
、

ア
ブ

ル

・

カ

ラ

ム
・

ア

ー

ザ
ー

ド

2

八

八

八
1
一

九
五

八
）

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

独
自
性
と

真
理

を

強
調
す

る

と

と

も

に
、

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

と

「

ム

ス

リ

ム
」

が
一

体

と

な
っ

て
一

つ

の

「

ネ

イ

シ

ョ

ン
」

を

形
成
す
る

の

だ
と

主

張
し

た
。

彼
は

会

議
派
の

「

ム

ス

リ
ム
」

指
導

者
と

し

て

活
躍
を

つ

づ

け
、

イ
ン

ド

独
立

後
の

初

代
文
部

大
臣
に

就
任
し

た
。

　

し

か

し
パ

キ
ス

タ

ン

創
設
要
求
は
徐
々

に

力
を
得
て

い

っ

た
。

ガ
ン

デ

ィ

ー

が

非
協

力
運
動
を

停
止

し

二

九
二

二
）

、

ト
ル

コ

で
カ

リ

フ

制
が

廃
止
さ

れ

て

し

ま

う
と

（
一

九
二

四）
、

ヒ

ラ

ー
フ

ァ

ト

運
動
は

瓦

解
し

た
。

一

九
二

三

年
か

ら

は

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
」

「

ム

ス

リ

ム
」

の

衝
突
が

再
燃
し

た
。

国

家
構
想
の

面
で

の

会
議
派
と

ム

ス

リ

ム

連
盟
の

溝
は

埋

ま

ら

ず
、

相
互
の

不

信
感
は

つ

の
っ

て
い

っ
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た
。

そ

し

て
一

九

四

〇
年

、

「

ム

ス

リ
ム
」

と

「

ヒ

ン

ド
ゥ

i
」

は

互
い

に

異
な

る

二

つ

の

「

ネ
イ

シ

ョ

ン
」

だ
と

述
べ

た

ム
ハ

ン

マ

ド
・

ア
リ
・

ジ

ン

ナ

ー

二

八

七
六
i
一

九
四

八）

を

議
長
と

す
る

ム

ス

リ
ム

連
盟

が
、

い

わ

ゆ

る
パ

キ
ス

タ
ン

決
議
を

採
択
し

た
。

そ

の

後
も
継
続
さ

れ
た

複
雑
な
交
渉
と

苛
烈
な

衝
突
の

末
、

一

九

四

七

年
八

月
、

イ
ン

ド
、

パ

キ
ス

タ
ン

の

分

離

独
立
が

な

さ

れ

た
。

そ

こ

で

は

数
十
万
の

人

命
が

失
わ

れ
、

一

〇
〇

〇
万
の

難
民

が

発
生
し

た
。

　

5
　
独
立

イ
ン

ド

　

分
離
独
立
を

境
に
、

「

イ
ン

ド
」

は
、

イ
ン

ド

亜

大
陸
を

中
心

に

し

た

文

明
圏
で

も

英
領
イ
ン

ド

の

版
図
で

も

な

く
、

イ

ン

ド

国
民

国
家
を

指
す

言
葉
と

な
っ

た
。

そ

し

て

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

は
、

こ

の

意

味
で

の

「

イ
ン

ド
」

の

中
に

取
り

残
さ

れ
、

以

前
よ

り
も
さ

ら

に

勢
力
を

縮
小

さ

せ

ら

れ

た

「

少
数
派
」

を

指
す

言
葉
と

な
っ

た
。

そ
こ

で

は
、

多
数
派
「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

と

競
合

、

対
立

す
る

単
一

に

し

て

固
有
な

る

「

ム

ス

リ
ム
」

共
同
体
と
い

う

観
念
11

制
度
が

強
く

固
定
化
さ

れ

た
。

　

い

ま

「

狂
信
者
」

「

分

離
主

義
者
」

さ

ら
に

は

「

余
所

者
」

と

い

う
「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ

ム
」

の

ス

テ
レ

オ

タ

イ

プ

に

最
も

強
い

力
を

与
え
て

い

る

の

は
、

パ

キ

ス

タ
ン

の

存
在
だ
と

い

え
よ

う
。

両
国
は
こ

こ

六

〇

年
弱
の

間
に

三

度

戦
火
を

交
え

た
。

核
兵
器

を

携
え

た

両
国
の

衝
突
は
、

カ

シ
ュ

ミ

ー
ル

問
題
を
中
心

に

今
も
つ

づ
く

。

こ

の

緊
張
関
係
は
イ

ン

ド

国
家

体
制
を

、

し

た

が
っ

て

ま

た

イ
ン

ド

国
民
の

日

常
生

活
を

も

根
本
的
に

規
定
す
る

。

こ

う
し

て
コ

ミ
ュ

ナ
ル

・

コ

モ

ン

セ

ン

ス

に

お

け

る

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン
・

ム

ス

リ
ム
」

と

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

至

上
性
を
ふ

り
か

ざ

し
、

統
一

イ
ン

ド

を

「

生

体
解
剖
」

に

付
し

た

張
本
人

、

イ
ン

ド

で

は

な

く
パ

キ
ス

タ
ン

に

忠
誠
心

を

有
す
る

敵
性
分
子

、

非
国
民
で

あ

る
。

　

そ

う
し
た

偏
見
の

形

成
に

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

「

純
化
」

運

動
の

歴

史
も

何
ら

か

の

程
度
で

寄
与
し

て

い

る
。

近

代
に

お

け

る

「

イ
ン

デ
ィ

ア
ン
・

ム

ス

リ
ム
」

な

る

範
疇

の

成
立
に

と
っ

て
、

そ

れ
は

直

接
の

前
史
で

あ

る
。

昨
今

、

こ

の

「

純
化
」

運

動
の

歴
史
は

イ
ス

（412） 196
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ラ

ー

ム

復
興

、

イ

ス

ラ

ー
ム

主

義
の

潮
流
と

実
態
上

で

も

観
念
上
で

も

連
合
し
て

い

る
。

そ

の

潮
流
は

イ
ン

ド

に

お

い

て

真
に

大

衆
的

な

基

盤
を

得
た
わ

け

で

は

な
い

が
、

そ

れ
が

存
在
す
る

と

い

う

事
実
は
コ

ミ

ュ

ナ
ル

・

コ

モ

ン

セ

ン

ス
、

と

り

わ
け

「

狂
信
者
」

と

い

う
「

ム

ス

リ

ム
」

の

ス

テ
レ

オ

タ

イ
プ

を
固
定
拡
大
し

て

い

る
。

さ

ら

に

近

年
「

テ
ロ

リ
ス

ト
」

と

い

う

観
念
ま

で

も
が
こ

れ
に

加
わ

　

　

　（
16）

っ

て

い

る

の

で
あ

る
。

　

　

　
　

五

　
宗
教
分

類
学

、

宗
教
概
念

、

イ
ス

ラ
ー

ム

　

こ

こ

ま

で

「

イ

ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

と
い

う

範
疇
が

根
ざ
す
歴
史
的
諸

条
件
を
み

て

き

た
。

本
節
で

は
、

こ

れ

ら

の

条
件
の

成
立

と

存
続
に

お

い

て
、

宗
教
概
念
と

そ

れ
に

関
連
す

る

諸
々

の

知
的
枠

組
み
が

不
可

分
と

言
い

う
る

ほ

ど

深
く

関
与
し

て

き
た

こ

と

を
指

摘
す
る

。

「

宗

教
」

に

つ

い

て

の

様
々

な

語
り

は
、

そ

の

語
り

手

が

意
識
し

て

い

よ

う
と

い

ま
い

と
、

「

イ
ン

デ

ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ

ム
」

と

い

う
表
象
の

構
築
に

関
与
し
て

い

る

の

で

あ

る
。

　

こ

の

こ

と

は
ま

た
、

イ
ン

ド

に

お

い

て

「

ム

ス

リ
ム
」

と
い

う

言
葉
が

も
つ

近

代
性
と

前
近

代
性
の

連
続
と

断
絶
と

い

う

問
題

、

言

い

換
え

れ
ば
、

近

現

代
的
な
コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

の
バ

イ
ア
ス

か

ら

逃
れ

ら
れ

な
い

こ

の

言
葉
に

よ
っ

て

イ
ン

ド

中
世
史
／
近
世
史
を
記

述
す

る
こ

と

の

問

題
に

も
直
結
す

る
。

　

1
　
習

合、

異
端

、

雑
種

　

こ

こ

ま

で

私
が

「

イ
ス

ラ

ー
ム

の

南
ア

ジ

ア

化
」

と

い

う

言
葉
で

記
述
し

て

き

た

過

程
は

、

関
連
先
行
研
究
に

よ

っ

て

も
っ

ぱ

ら
、

イ
ス

ラ

ー

ム

と

南

ア

ジ
ア

土

着
の

諸
伝
統
と

の

「

習
合
」

「

折
衷
」

「

融
合
」

と

し

て

理

解
11
記
述
さ
れ

て

き

た

過
程
に

他
な
ら
な

い
。

後
者
の

諸
概
念
が

複
数
の

同
種
単
位
の

混
合
を
指
示
す
る

の

に

対
し

、

前
者
は
一

単
位
（
こ

の

場

合
、

イ
ス

ラ

ー
ム
）

の

漸
次

的
変
化
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の

過
程
を

指
示
す
る

。

こ

う
し

た

用

語
選

択
は

イ
ス

ラ

ー
ム

の

普
遍

性
（

す

な

わ
ち
、

豊
か

な

可
変
性
と

確
か

な
一

貫
性
の

総
合
と

い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
囲

う

意
味
で

の

普
遍
性
）

を

認
め

る

も
の

と

し
て

理

解
さ

れ
る

か

も
し

れ
な

い
。

し

か

し
、

以

下
で

述
べ

る

よ

う

に
、

私
の

強

調

点
は

む

し

ろ

別
に

あ

る
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

働

　

近
代
的
な

宗
教
概
念
の
一

特
徴
は
、

そ

れ
が

宗
教
分
類
学
と

不
可

分
に

発
達
し

て

き
た

こ

と

で

あ

る
。

そ
こ

で

は
、

種
概
念
と

し
て

キ

リ
ス

ト

教、

イ
ス

ラ

ー

ム
、

ユ

ダ

ヤ

教
、

仏
教、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
な
ど

が
、

そ

し

て

そ

れ

ら

を

概
括
す

る

類
概
念
と

し

て

「

宗
教
」

が

そ

れ

ぞ

れ

設
定
さ

れ
た

。

こ

れ

ら

は

い

ず
れ
も

論
理

学
的
な

分

析
概
念
で

は
な

く
、

生
物
分
類
学
や

言
語
分
類
学
と

同
様
の

実
体
概

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
17）

念
と

し

て

措
定
さ

れ
た

。

類
概
念
と

し

て

の

宗
教
の

自
明
性
が
い

ま

大
き

く

揺
ら

い

で

い

る
一

方、

個
別
の

名
前
を

与
え

ら

れ

た

諸
宗

教
の

種
概
念
は

い

ま

だ

に

広
く

通
用
し

て
い

る
。

そ

の

こ

と

は
、

諸
宗
教
の

「

習

合
」

「

折
衷
」

「

融
合
」

と
い

っ

た

概
念
に

ま

さ
に

よ

く

表
れ

て

い

る
。

こ

れ
ら

の

概
念
が

〈

諸
宗
教
は

特
定
単
位
と

し
て

実
在
し

、

相

互
影
響
の

も

と

で

多
用

な

運
動
を

お

こ

な

う
〉

と

の

観
念
に

よ

り

支
え

ら

れ

て

い

る

の

は

明

ら
か

だ
。

　

し

か

し
、

こ

こ

に

は

反

省
す
べ

き

事
柄
が

少

な

く

と

も
一

つ

あ
る

。

そ

れ
は

〈

諸
宗
教
の

個
別

種
と

し

て

の

認

定、

言
い

換
え

れ

ば
、

諸
宗
教
の

本
質
と

外
郭
線
の

確
定
は

誰
が

ど

の

よ

う
な

基
準
に

し

た

が
っ

て

行
う
の

か
〉

と

の

問
い

で

あ

る
。

た

と

え

ば
、

南
ア

ジ

ア

化
し

た

イ
ス

ラ

ー
ム

に

対

し

て

は
ム

ス

リ

ム

当
人

の

間
か

ら

批

判
の

声
が

あ
が
っ

た
。

そ

れ

は

「

真
の

イ

ス

ラ

ー
ム
」

か

ら
の

大

幅
な

逸
脱
（

ビ

ド
ア
）

と

し

て

だ

け
で

は

な

く、

ム

ガ
ル

帝
国
凋
落
の

根
本
原
因
と

す
ら

見
な

さ

れ

た
。

急

変
す
る

環
境
の

只

中
で

、

「

真
の

イ
ス

ラ

ー
ム
」

の

本
質

と

外
郭
線
が

、

排
除
す
べ

き

「

不
純
」

と

回

帰
す
べ

き

「

原
点
」

と

の

対
比
に

お

い

て

明
確

化
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

思
想
と

そ

の

運
動
は
一

部
エ

リ

ー

ト

に

よ

り

主
唱
さ

れ
、

一

定
の

大
衆
的
基

盤
を

獲
得
し

た
。

こ

れ

は

先
の

問

い

へ

の
一

つ

の

答
え

で

あ

る
。
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一

方
、

宗
教
研
究
の

答
え
は
こ

れ
と

は

か

な

り
異

な
っ

た

も

の

と

な

る

だ

ろ

う
。

そ

こ

で

は

「

南
ア
ジ

ア

化
し

た

イ
ス

ラ

ー
ム
」

は

「

逸
脱
」

や

「

異

端
」

で

は

な
い

真
正

な

る
一

つ

の

生
の

あ

り

方
と

し

て

認

定
さ

れ
る

だ

ろ

う
。

も
し

も

宗
教

研
究
が

、

キ

リ
ス

ト

教

神
学
に

お

け

る
正

統
／
異

端
、

ク

リ
ス

チ
ャ

ン

／
ペ

イ

ガ
ン

（

異
教
徒
）

な

ど
の

範
疇
か

ら

自
由
で

あ

る

の

と

同
様
に
、

イ
ス

ラ

ー

ム

法
学
に

お

け

る
正

統
／
逸

脱
、

ム

ス

リ

ム

／
カ

ー
フ

ィ

ル

（

不
信
仰
者）

な

ど

の

範
疇
か

ら

も
自

由
で

あ
る
べ

き

な
ら

、

「

南
ア

ジ

ア

化
し

た

イ
ス

ラ

ー

ム
」

は
、

本
稿
が
イ

ス

ラ

ー
ム

「

純

化
」

と
い

う

言

葉
で

指
示

し

て

き

た

志

向
性
と

完
全
に

併
置
さ

れ

る

こ

と
に

な

る
。

　
そ

し

て
、

宗
教
研
究
が

こ

う
し

た

立

場
を

堅

持
す

る

か

ぎ
り

、

諸
宗
教
の

「

習

合
」

「

折
衷
」

「

融

合
」

な
ど

の

概
念
も

ま

た

批
判
の

対

象
と

な
る

。

と

い

う

の

も
、

こ

れ
ら

の

概
念
は

い

ず
れ

も
個
別
種
と

純
粋

種
の

区
別

を
明
確
化
で

き

な
い

か

ら

で

あ
る

。

イ
ス

ラ

ー

ム

は
、

〈

真
の

ム

ス

リ
ム

は

誰
か
〉

〈

真

の

イ

ス

ラ

ー

ム

は

何
か
〉

と

い

う

問
い

を

有
意

味
に

す

る

思
索
h

、

行

動
上
の

参
照
点
を
豊
か

に

蓄
え

て

き

た

伝
統
集

積
体
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て

こ

れ

を
、

宗
教
分
類

学
に

お

け

る

個
別
種
と

し
て

認
定
す

る
こ

と

に

無
理
は

な

い
。

た

だ

し

そ
の

場
合

、

個
別
種
の

観

念
を

純
粋
種
の

観
念
か

ら

慎
重
に

区
別
す

る
こ

と

が

肝
要
で

あ
る

。

さ

も
な

け

れ

ば
、

「

習

合
」

「

折
衷
」

「

融

合
」

な

ど

の

観
念
は

、

「

雑
種
」

の

「

純
化
」

と

い

う
反

動
的
な

志
向
性
を

大
き

く

引
き

出
す
も

の

と

な

る

だ

ろ

う
。

こ

の

志
向

性
が

も
た

ら

す

諸
帰
結
は

甚
大

で

あ

り
、

看

過
で

き

な
い

。

　

諸
宗

教
の

「

対
話
」

「

共
存
」

「

寛
容
」

と
い

っ

た

概
念
に

も

同
様
の

注
意

が

必

要
で

あ
る

。

そ

れ

が

個
別
種
の

認
定
基
準
と

そ

の

正

当

性、

と

く

に

純
粋
種
と

個
別
種
の

区

別
に

つ

い

て

の

深
い

反

省
を

欠
く

な

ら、

「

対
話
」

「

共

存
」

「

寛
容
」

の

理

想
が

個
別
単

位
の

単

独
主

義
と

膨
張

主
義
の

防
波
堤
と
な

る
こ

と

は
か

な
り

難
し
い

だ
ろ

う
。

本
稿
の

主

題
に

即
し

て

い

え
ば

、

真
摯
な

考
察
と

討
議
に

値
す
る

の

は

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

「

ム

ス

リ

ム
」

な
ど

の

単
位
そ
の

も
の

の

成
立
過

程
と
そ

れ

を

存
続
さ
せ

る

力
学
で

あ
っ

て
、

「

ヒ

ン

ド

199 （415）
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ウ

ー
」

と

「

ム

ス

リ

ム
」

の

「

共

存
」

の

史
実
や

可
能
性
な

ど

で

は

な
い

の

で

あ

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

跏

　

宗
教
研
究
は
、

以
上
の

諸
点
に

十
分
な

注
意
を

払
い

つ

つ
、

既
成
の

宗
教
分
類
学
を

総
体
的
に

見
直
し
て

み

る

必
要
が

あ
る

。

そ

し

て

そ
の

作
業
は

必
然
的
に

、

現
在
通

用
し

て

い

る

宗
教
史
記
述
の

用
語
法
を

か

な

り

大
き

く
改
変
す
る

こ

と

に

な
る

だ

ろ

う
・

本
稿
の

幽

こ

れ
ま

で

の

記
述
は

ま
さ

に

そ

う

し

た

試
み

の
一

つ

で

あ
っ

た
。

　

2
　
イ
ス

ラ

ー
ム

と
宗

教
概
念

　

上
で

私
は
、

宗
教
分
類

学
に

お

け

る
一

個
別
種
と

し

て

イ

ス

ラ

ー
ム

を
、

そ

の

亜

種
と

し

て

「

純
化
志
向
型

イ
ス

ラ

ー

ム
」

と

「

南

ア
ジ

ア

化
し

た

イ
ス

ラ
ー

ム
」

を

そ

れ
ぞ

れ
措
定
し

た
。

し

か

し

根
本
的
な

問
題
が

ま

だ

残
さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

は
、

そ

も

そ

も
イ
ス

ラ

ー
ム

は

「

宗
教
」

な
の

か

と
い

う
問
い

で

あ
る

。

も

ち
ろ

ん
こ

の

問
い

は
、

宗
教
概
念
の

自
明
性
の

喪
失
と

い

う

現

在
の

思
想
状
況

に

あ
っ

て
、

そ

の

ま
ま

で

は

意
味
を
な
さ

な
い

。

そ
こ

で

こ

れ
を

〈

近
代
的

な

宗
教

分
類
学
が

諸
宗
教
と

し
て

範
疇
化

し

て

き

た

も

の

は

何
で

あ
っ

た

の

か
〉

と

い

う

問
い

へ

と

変
化
さ
せ

て

み
よ

う
。

　

こ

の

問
い

へ

の

端
的
な

答
え

は
、

次
の

指
摘
に

よ

っ

て

与
え
ら
れ

よ

う
。

す

な

わ

ち
、

近
代
的
な

宗

教
分
類

学
は

〈

キ

リ
ス

ト

教
、

イ
ス

ラ

ー
ム
、

ユ

ダ
ヤ

教、

異
教
〉

と
い

う
か

つ

て

の

キ

リ

ス

ト

教

神
学
の

自
己
目

他
者
理

解
の

図

式
の

改
訂
版
と

し

て

成
立
し
た

、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

現
代
の

言

葉
で

は

「

文
明
」

の

分
類
と

し
て

把
握
さ

れ

る
べ

き
こ

の

図
式
の

も
と

、

キ

リ

ス

ト

教
が

諸

宗
教
の

一

つ

と

し

て

措
定
さ

れ
る

に

と

も
な
い

、

キ

リ

ス

ト

教
神

学
が

キ

リ

ス

ト

教
と

同

範
疇
と

認
め

た

も

の

も

ま

た

同

様
の

措

定
を

受
け

た
。

こ

う

し

て

イ
ス

ラ

ー

ム

は

諸
宗
教
の
一

つ

と

さ

れ

た
。

　

近

代
的
な

宗
教
概
念
は

か

よ

う

に

キ
リ

ス

ト

教
の

自
己

理

解
を
モ

デ
ル

と

し

て

お

り
、

す
で

に

十
分
指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う

に
、

普

遍
的
な

妥
当
性
を
も
っ

て

は
い

な
い

。

た

と

え

ば
、

シ

ャ

リ

ー

ア
へ

の

言
及
に

よ

る

聖

俗
二

元

論
と

政
教
分
離
の

相
対

化、

ひ

い

て

は

N 工工
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宗
教
概
念
と

イ
ス

ラ

ー
ム

と

の

不
整
合
の

指
摘
は

、

今
や

宗
教
研
究
者
の

よ
く
知
る

と

こ

ろ

で

あ
る

。

要
す
る

に
こ

れ

は
、

聖

俗
二

元

論
と

不
可
分
な
宗

教

概
念

は
、

法
教
一

致
を

旨
と

す

る

イ
ス

ラ

ー

ム

よ

り

も
、

「

カ

エ

サ
ル

の

も
の
」

と

「

神

の
も

の
」

を

二

分
し
う

る

キ
リ

ス

ト

教
に

と

っ

て

こ

そ
、

よ

り

馴
染
み

や

す
い

も
の

だ
と
の

指
摘
で

あ
る

。

　

た
だ

し
、

こ

う

し

た

局
面
ば
か

り

を

強
調
す

る
こ

と

は
ミ

ス

リ

ー

デ

ィ

ン

グ

で

も

あ

る

だ

ろ

う
。

と

い

う

の

も
、

上
の

キ
リ

ス

ト

教
神
学
の

四

分
類
図
式
は

前
近
代
の

イ
ス

ラ

ー

ム

に

よ
っ

て

も

共
有
さ

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る
。

そ

こ

で

は
、

「

啓

典
の

民

　
黛

ミ

ミ

ミ
ミ
置

と

し

て
ユ

ダ
ヤ
、

ク

リ

ス

チ
ャ

ン
、

ム

ス

リ

ム

が

区
別
さ

れ
、

そ
の

外

部
に

は

サ

ナ

ム

（

偶

像
）

を

崇
め

、

シ

ル

ク

（

多
神

崇

拝
）

を
お

こ

な

う

カ

ー

フ

ィ

ル

（

不
信
仰
者）

が

範
疇
化
さ

れ

て

い

た
。

イ
ス

ラ

ー
ム

に

は
、

キ

リ
ス

ト

教

と
同

様
に
、

自
己

の

本

質
と

外

郭
線
の

明

確
化
要
求
が

構
造
的
に

組
み

込
ま

れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

さ

ら

に

イ

ス

ラ

ー

ム

は
、

宗
教
概

念
と

か

な

り

相
同
的
な

デ
ィ

ー
ン

概

§

概
念
を

す

ら

発
達
さ

せ

て

き

た
。

こ

れ

ら

の

こ

と

が

示

唆
す
る

の

は
、

宗
教
概

念
の

再

考
に

取
り

組
む

に

あ

た
っ

て

は
、

キ

リ
ス

ト
教
ぼ

か

り

を・
王

題
化
す

る

わ

け
に

は
い

か

な

い

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

む

し

ろ
、

ユ

ダ

ヤ

ーー

キ

リ
ス

ト

教
凵

イ
ス

ラ

ー

ム

的
と

で

も

形
容

す
べ

き

世
界
観

・

文

明
原
理

を

想

定
し

、

こ

れ
と

の

関
連
を

考
察
し

て

み

る
こ

と

が

必

要
な

の
で

あ
る

。

　

こ

の

必
要

性
は
、

「

ペ

イ

ガ

ン
」

「

カ

ー
フ

ィ

ル
」

と

し
て

範
疇
化
さ

れ
た

人
々

の

生
に

近
代
的
な

宗

教
概
念
が
も

た
ら

し

た

諸
力
学

を
、

ム

ス

リ

ム

の

場

合
と

比

較
考
量
し

て

み

る

こ

と

で

明
ら
か

に

な

る
。

た

と

え
ば

、

英
領
イ
ン

ド
で

は

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

イ
ズ

ム
」

な

る

範
疇
が

「

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

へ

と

割
り

当
て

ら

れ

た

わ

け

だ
が

、

そ

れ
が

諸
宗

教
の
一

つ

と

し

て

確
定

さ

れ

る

に
は

か

な

り

複
雑
な
過

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　　　
お　

程
を

経
な
け

れ
ば

な

ら

な

か
っ

た
。

言
う
な

れ

ば
、

「

異
教
」

「

多
神
崇
拝
」

と

比
べ

れ

ば

イ
ス

ラ

ー

ム

は

ま

だ

よ
く

近
代
的
な

宗
教
概

念
に

親

和
的
な
の

で

あ
る

。

　

こ

の

こ

と

は
、

一

九
世
紀
後
半
イ
ン

ド
亜

大
陸
の

植
民
地
的
近
代
性
の

な

か

で
一

気
に

進
展
し

た

「

ム

ス

リ
ム
」

共
同
体
の

生

成
と

201　　〔417）
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深
く

関
連
し
て

い

る
。

こ

こ

で

「

ム

ス

リ
ム
」

と

は

〈

他
の

同
種
集
団
と

相
互

に

排
他
的
と

さ

れ

る

均
質
に

し

て

固
有
な
一

集
団
〉

と

い

う
新
た

な
観
念
11
制
度
で
あ

る
。

イ

ギ

リ
ス

植
民
地

政
府
は

、

「

ム

ス

リ
ム
」

と

い

う

共
同
体
を

包
摂
し

う

る

英
領
イ
ン

ド

臣

民
と

い

う
ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

（

後
に

「

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

：
不

イ
シ

ョ

ン
」

へ

と

移
行
す

る

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ
）

を

軽
視
し

た

わ
け

で

は

な
い

が
、

そ

の
一

方
で

、

歴
史
編
纂、

民

法
制
定

、

選
挙

制
度
な

ど
の

政
策
を

通
じ

て

「

ム

ス

リ
ム
」

の

制

度
化
も

熱
心
に

推

進
し

た
。

そ

し

て
、

こ

の

過
程
に

対
し
ム

ス

リ
ム

・

エ

リ

ー

ト

層
は
さ

ほ

ど
大
き

な

抵
抗
を

示

さ

な

か
っ

た

よ

う

に

見
受
け
ら

れ
る

。

そ

の

理
由
の
一

端
は

お

そ

ら

く
、

近

代
的
な

宗
教

分
類
学
と

よ

り

よ

く

親
和
的
な

イ

ス

ラ

ー

ム

が
、

植
民

地

行
政
を

支
え
て

い

た

人

類
分
類

学
（

人
種

、

ネ

イ
シ
ョ

ン
、

文

化
、

文
明

な

ど
の

諸
理

論）

と

も

親
和
的
で

あ
っ

た
こ

と

に

見
出
さ

れ

る

だ

ろ

う
。

こ

の

こ

と

は

さ

ら

に
、

宗
教
と

共
同
体
を
一

対
一

か
つ

排
他
的
に

対
応
さ

せ

る

認
識
パ

ラ
ダ
イ
ム

の

所
在
を

示
唆
す

る
。

　

宗
教
研
究
に

と
っ

て

重

要
な

の

は
、

イ

ギ
リ
ス

帝
国
の

学
知
11
政
策
を

支
え

た
こ

の
パ

ラ

ダ
イ
ム

が
、

近

代
性
の

名
の

も
と

で

世
界

各
地
に

輸
出
さ

れ
、

現
代
の

グ
ロ

ー
バ

ル

な

学
知
11

常
識
11

政
策
を

引
き
つ

づ

き

支
え

て

い

る
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

点
を

認
識
す
る

と

こ

ろ

か

ら
、

コ

ミ
ュ

ナ

リ

ズ
ム

論
と

宗
教
研

究
は

再
出
発
す
る

必
要
が

あ

る
。

六

　
お

わ

り

に

　

南
ア

ジ

ア

の

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

の

基
底
は

、

個
別
の

暴
力
事
件
や

特
定
団
体
の

思

想
と

活
動
に

は

見
出
さ

れ

な
い

。

む

し

ろ
、

フ

ー

コ

ー

に

な

ら
っ

て

「

知

識
11
生
11
権

力
」

と

で

も

表
し

う
る

根
底
的
事
実
性
が

注

目
さ

れ

ね

ば
な

ら

な
い

。

そ

れ
は

、

当
事
者
と

非
当

事
者、

専
門
家
と

非
専
門
家、

利
害

関
心

を
も
つ

者
と

も

た

な
い

者
、

そ

の

全

て

の

人
々

が
、

偏
見
と

反
偏
見

、

良
心
と

悪
意

、

関
心

と

無
関
心

の

全

て

の

傾
向
を
携
え
つ

つ
、

意

識
的
で

あ

れ

無
意
識
的
で

あ

れ
、

そ

の

な

か

で

生
き

ざ
る

を

え

な
い

よ

う

な

言
語
世
界
で

（418） 202
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あ

る
（
第
】

節
ー

四

節）
。

そ

し

て
、

こ

の

事
実
的

言
語
世

界
は

「

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

・

ム

ス

リ
ム
」

「

イ
ン

ド
」

「

南
ア

ジ

ア
」

な

ど

の

境

域

に

収
ま

る

も

の

で

は

な

く
、

日

本
語
で

語
る

わ

れ

わ

れ

の

学
知
／
常
識
と

も

完
全
に

通
底
す

る
。

否
む

し
ろ
、

地

球
的
な
位

相
に

お

い

て

存

在
す

る
（
第
五

節）
。

こ

う
し

た

根
底
的

事
実
性
に

は

お

そ

ら

く

何
ら

か

の

変
革
が

、

少
な

く

と
も

変
革
可
能

性
の

示
唆
が

必

要
で

あ
る

。

学
知
の

実
践

は

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

そ

れ

を

な

す
こ

と

が
で

き

る
だ

ろ

う
か

。

こ

の

問
い

へ

の

答
え

は
お

そ

ら

く
は

か

ば
か

し
い

も
の

で

は

あ

り

え

な
い

。

し

か

し
、

取
り

組
み

は

継
続
さ

れ
る
べ

き

で

あ

る
。

南
ア
ジ

ア

地
域
研
究
と

宗
教
研
究
の

橋
渡

し

を
ね

ら
っ

た

本
稿
は
、

そ

の

よ

う
な
投
企
へ

と

差
し

向
け
ら

れ
た
一

つ

の

試
み

で

あ

る
。

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

現代 イ ン ドの対 「ム ス リム 1偏見

注
（
1）
　
こ

の

文

脈
で

は

「

シ

ク
」

と

い

う

範
疇

も
つ

ね
に

大
き

な

問
題
と

な

っ

て

き

た
。

し
か

し

本
稿
で

こ

の

点
を

論
じ

る

こ

と

は

で

き

な
い

。

ω
Φ

Φ

　

　
o

言
鼻
贄

O
看
声

ぎ
Q6

§

§、

黛

勲
ぎ
ミ
§

し・

奪
ミ
§

書
ミ
爲

G

§
誉

ミ
蠶

評
慝
範

ミ
竃
（
o
×

§
匹

¢

畝
く
 

邑
蔓

牢
Φ
ω
ω

口
8
 ）
　

　

　
＝

畳
゜
叶

O
σ

奠
゜
廿

寒
儒

O
§
的

ミ
ミ
皐

ミ

寒
辭
§
°・

bロ
ミ
扇
瞬

§

譜
貌

o
ミ
ミ
蚕

ミ
§

謬
§
駄

b
蠶
ミ
耐

§

§
黥
蕁

ぎ
ミ
咋焼
。

謡

（
○
×

8
『

鮎

　

　
⊂

巳
く
 

匿
蔓

軍
Φ

。。

ω｝
一

 

逡）°
°。
 
 

田

ぎ
日゚

客

ζ
巴

貰
ミ
。

“
肉

§

さ
憂軍
卜

§
ミ

ミ
§

野

留
ミ
ミ

請
§
亀

ミ
、
ミ

壽

§
§
恥

謡

ミ
軌

§
ミ
、

ミ
軌

窺

　

　
（
O
×
｛

oad

三
く
 

邑
亳

軍
o
ω
。。−
一

〇

箋）°

（
2）
　
℃
Φ

討
「

Ω
゜
叶

房
9
巴

貫

鳴
塁

§
翫

輹
ミ
ミ

§
駄

ミ
婁
N

§
h

ミ

ミ
ミ
帖

ミ
§
弊

魯

ミ

≧
霙

ミ
焼

龕

ミ
ざ
§

ミ、、
鴣
鴨

寒
ミ
窺

（
O
×
h

。

ad

巳
く
 

「
m一
σ、

　

　
℃

掃
ω
゜・

る
〇

三）°

三

尾

稔
「

ラ

ー

ジ

ャ

ス

タ

ー

ン

の
一

ス

ー
フ

ィ

ー

聖

者
廟
に

お

け

る

コ

ミ
ュ

ナ
リ

ズ

ム
」

〔
『

東
洋
文
化
』

八
〇
号、

二

〇
〇
〇

年
）

。

（
3）
　
ζ

鼻
巳

訳

窃

碧
9P

的

飛

ミ
ミ

Oo

§
§

§
の

§
鴇
（
男
 
コ
ぴq
巳
口

じdoo

房

ぎ
臼
曽一
・。

8P

　
佐
藤
宏
「

イ
ン

ド
政
治
史
へ

の

政
治
経
済
学
的
ア

プ

ロ

ー

　

　

チ
」

（
堀
本
武
功
・

広
瀬
崇
子
編
『

現
代
南
ア
ジ

ア

三

　
民
主
主

義
へ

の

と
り

く
み
』

東

京
大
学
出
版
会、

二

〇
〇
二

年）
。

二

〇
世
紀
前
半
の

南
ア

ジ

　

　

ア

で

は
、

コ

ミ

ュ

ナ

リ
ズ

ム

へ

の

反
対
を

表
す
概
念
と

し

て

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

と

セ

キ
ュ

ラ

リ
ズ

ム

が

確
定
さ

れ

た
。

「
ヒ

ン

ド
ゥ

ー
」

「

ム

ス

リ
ム
」

　

　

な

ど

の

諸
共
同
体
の

差
異
を

超
越
な

い

し

は
包

摂
し、

分

裂
対
立
を
抑
止
す
る

思
想
上
の

根

拠
と

し

て

「

イ
ン

デ

ィ

ア

ン

．

ネ
イ
シ

ョ

ン
」

「

セ

キ
ュ

　

　

ラ

ー
」

な
ど

の

概
念
が

掲
げ

ら
れ

た

の

で

あ
る

。

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

と

い

う
語
に

付
与
さ

れ
た

き

わ

め

て

肯
定
的
な

意

味
合
い

も
さ

る

こ

と

な
が

ら、

（4］9）
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セ

キ
ュ

ラ

リ

ズ
ム

が
一

つ

の

政

治
思

想
上
の

立
場
を

表
す
語
と

し

て

用
い

ら

れ
て

い

る

の

は、

宗

教
研
究
に

と

っ

て

興
味
深
い

こ

と

で

あ
る
。

（
4
）

　
現
代
の
コ

ミ
ュ

ナ

ル

．
コ

モ

ン

セ

ン

ス

に

関
す

る

報
告
と

し
て

は
、

→
『

o
ヨ

鸚

じじ一
〇

∋

＝
帥

昌
ω

Φ

P
　

ぎ
鴨

¢

§
ミ

　

§
瀁」

b
鳴

§

ミ
ミ
塗

§
職

　

　

融
§
職
ミ

〉
ざ

職

ミ
ミ
駐
ミ

§

さ
魯
ミ
丶
毳

ミ
箱

（
O
圏
oad

三
く
 

「

ω凶
2
唱

δ
ω

ρ

這
8
こ

しり

二
匹

甑
「

内
凶
匠

餌

さ

搴
偽

O
ミ

§
蓁

9

嵩
ミ
§
毳
（
乞
Φ

≦

U
色

耳

　

　

≦
三

轟
」
＄
巳

参
照

。

歴
史
的
な
研
究
と

し

て

は
、

℃

岳
ロ

ぢ

閑
β

ヨ
胃
U
讐
巳゚

9
§
箇

ミ

晦

ヒロ

ご

塗

Oo
ミ
ミ

§
ミ

ミ
魯
ご

讐
篤

§

津
丶

骨

『
ミ
偽

ミ
ミ
評−

　

　
ら

§
ミ

雌

寒
謡

題
N

（
○

臥
。

a
ご
巳
く
 

邑
叶

｝

も
「

 

ω
゜。響
H

¢

疆）
一

〇
餌

コ
Φ

コ
匙

螽
「
9
昌
山
 

ざ

憲
僑

O
ミ
豸

ミ
ミ
、
帖

§

ミ

Oo

ミ
ミ
ミ
遣

ミ
箇

仂

ミ

駐

O
ミ
o

ミ
ミ

き
適
評

　

　
、
隷

ミ
島

〔
Oxho

「

α

⊂
三
く

奠゚
。一
身

勹
「

o
°。

°。−
一

 

ゆ

O
）

参
照

。

さ

ら

に
、

現

代
イ
ン

ド

の

あ
る

有
力
な

ウ

ラ

マ

ー

も

「

ム

ス

リ

ム
」

に

対
す
る

強

力
な

「

偏

　

　

見
」

を、
工

題
化
し
て

い

る
。

亳
国

三
〇

猛
ユ

ぎ

内

訂
P

§
ミ

§

ミ
塞
識

晝
吻

（
乞

霎・
∪

巴

算

≧−
空
の

巴
”

じσ
oo

評
μ

一

ゆ

逡
）°

（
5
）
　
拙
稿
「

イ

ン

ド

政
治
文

化
の

展
開
」

（
堀
本
・

広

瀬
編、

前

掲、

二

〇

〇
二

年
）

。

（
6
）

軍
 ・

o

号
巴

頁
寒
・

忘

駄

蕁
蠢
ミ
・

拿
巨

重
・

巴

畧
・

巳

蹇
巴
・

倉

・゚

穹
ひ・

巴
゜
・

p
°。
四

耳
冨
ω

巨
げ

島
「

国

窮
蕚
』
。

o）｝

　

　
P

＝
卜。．

（
7）
　
奪
ミ゚

（
8）

　

奪
凡

職
二

℃°
一

軽

ω。

（
9）

中
里
成
章
「

イ

ン

ド
」

（
大
塚

和
夫
．

小
杉
泰
・

小
松
久

男
・

東

長
靖
・

羽
田

正
・

山
内
昌
之

編
『

岩
波
イ

ス

ラ

ー
ム

辞
典
』

岩

波
書
店、

二

〇
〇

　

　
二

年）
、

一
．

二

八

頁
。

荒
松

雄
『

中
世
イ

ン

ド

の

権
力
と

宗
教
』

岩
波
書
店、

］

九
八

九

年、

］

三

頁
。

（
10
）
　

荒
、

同
上

、

一
一
、

＝
二

頁
。

（
11
）
　
長

島
弘
「

近
世
イ

ン

ド

と
イ
ス

ラ

ム

文
化
」

（
笠

沙
雅
章
監

修、

近

藤

修
編
「

ア

ジ
ア

の

歴

史
と

文

化
｝

○

南
ア

ジ

ア

史
』

同
朋

社、

一

九

九
七

　

　
年）
。

（

12）
　
こ

れ
と

は
別
に、

現
代
人
に

お

け
る

歴
史
の

引
き

受
け

を

軽

減
な
い

し

は

免
除
す

る

と

の

立

場
が

あ
り
え

よ
う。

し
か

し
、

南
ア

ジ

ア

研
究
に

お

い

　

　
て

こ

う
し

た
行
き

方
を

と

る

論
者
を、

寡
聞
に

し

て

私
は

知
ら

な
い

。

今
後
の

調
査

課
題
で

あ
る

。

（
13
）
　
宮
原
辰
夫
『

イ
ギ
リ

ス

支
配
と

イ
ン

ド
・

ム

ス

リ
ム
』

成
文
堂、

一

九
九
八

年、

一

六
四

−
二
一

六
、

二

四
一

−
五

二

頁
。

（
14
）
　
長
崎
暢
子
「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
．

ム

ス

リ

ム

問
題
へ

の

視
覚
」

（

佐
藤
宏
・

内

藤
雅
雄
・

柳
沢
悠

編
『
も

っ

と

知
り
た
い

イ

ン

ド
ー

』

弘
文
堂、

一

九
八

　

　
九

年）
。

（
15
）

　
粟

屋
利
江

「

イ

ギ
リ
ス

支
配
と

イ

ン

ド

社
会
」

山
川
出
版
社

、

一

九
九
八
年、

五
一

−
六

四

頁
。

（
16）

ω
Φ
 

竃
＝

旨
μ

冖

寶

》
げ

日

巴・
、、

【

。。

訂

含
。

守
巳
p・

ヨ
Φ

葺
讐
ω

ヨ

ぎ
QDo

三
げ

〉
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・
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岡
賀
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に
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〇
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磯
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鶴
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「
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付
言
す

　
　
れ

ば
、

本
稿
が

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教
」

概
念
を
避
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「

南
ア

ジ

ア

土

着
の

諸
伝
統
」

と

い

う
表

現
を
用

い

て

き
た

の

は
、

前
者
の

概
念
の

歴
史
的
拘
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性
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関
心
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る
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稿
「
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ゥ
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