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〈
論
文
要
旨
V
　
本
稿
は、

イ

ス

ラ

ー

ム

社
会
の

女

性
の

在
り

方
を
考
え
る

上
で

重
要
な

対
象
で

あ
る

身
分
法
に

つ

い

て
エ

ジ
プ

ト

を
事

例
と

し
て

検
討

　
し

た
。

］

九
世
紀
後

半
に

始
ま
っ

た

エ

ジ

プ

ト

身

分
法

改
革
運

動
は、

改

革
案
自
体
は

イ

ス

ラ

ー
ム

法
か

ら

逸
脱
す
る

こ

と

は
な

か

っ

た
が
、

運
動
は

　
西

洋
化
志
向
の

改
革

者
に

よ

っ

て

な

さ

れ

た
。

夫
の
一

方
的
離
婚
権
や

複
婚
権
を

規

制
す
る

初
の

法
と

な
っ

た
一

九
七
九

年
法
制
定
に

尽
力
し
た

ジ
ー

　
ハ

ー
ン

・

サ

ー

ダ
ー

ト

の

運
動
も

ま

た
西
洋
的
な

も

の

で

あ
り、

宗

教
復

興
に

よ

り

保
守
化
し

た

当
時
の

エ

ジ

プ

ト

社
会
に

お
い

て

大
き
な

議
論
を

巻

　
き

起
こ

し

た
。

そ
の

結
果、

一

九
七
九
年
法
は

手
続
き

違
憲
と

さ

れ、

若

干
の

修
正

を

伴
い

一

九
八

五

年
法
と

し

て

制
定
さ

れ
た

。

こ

の

こ

と

は、

身

　
分
法
改
革
が

西
洋
化

を

志
向
す
る

運
動
と

し

て

行
な

わ

れ
る

こ

と

の

限
界
を

示

し

て

い

る

と

い

う
こ

と

が
で

き
る

だ

ろ

う
。

　一

方、

一

九
八

五

年
法
に

　
続
く
重
要
な

身
分
法

と

し

て

制
定
さ

れ

た

二

〇
〇
〇
年
法
は、

聖
典
に

基

盤
を

置
い

た

内
容
で

あ
る

こ

と

を
前
面
に

押
し

出
し
た

改

革
で

あ

っ

た
。

こ

　
れ

は
社
会
が
一

層
保
守
化
す
る
中
で

女
性
が

よ

り

多
く
の

法
的
権
利
を

得
る

た

め
に

は、

イ

ス

ラ

ー

ム

的
価
値
規
範
に

則
っ

た

改
革
運

動
が

必

要
で

あ

　
る

こ

と

を
表
わ

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

で

き
る

だ

ろ

う
。

〈
キ
ー
ワ

ー
ド
V
　
エ

ジ

プ

ト、

身
分

法、

改
革、

女
性
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但

　

現
代
に

お

い

て

メ

デ
ィ

ア

な

ど
に

映
る

イ
ス

ラ

ー
ム

社
会
の

女

性
を

非
ム

ス

リ
ム

が

見
た

時
に

持
つ

印
象
は

ど
の

よ

う

な

も

の

だ
ろ
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2

う

か
。

タ

ー
リ

バ

ー

ン

政

権
下、

教
育
の

機
会
す
ら

奪
わ

れ

た

ア

フ

ガ
ニ

ス

タ

ン

の

女
性
た

ち

の

例
は

極
端
な

も

の

で

あ

る

と

し

て
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も、

車
の

運
転
が

禁
じ

ら

れ

て

い

る

サ

ウ

デ
ィ

ア

ラ
ビ

ア
の

女

性
た

ち

や
、

他
の

イ
ス

ラ

ー
ム

諸
国
で

ヴ
ェ

ー
ル

や

長
衣
を

ま

と

う
女

性
の

姿
を

見
る

者
が

、

彼
女

ら

を

「

被
抑
圧

者
」

と

し
て

認

識
し
て

も

不
思
議
で

は

な
い

で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
の

外
に

住
む

者
た

ち

の

そ

の

よ

う

な

女

性
認

識
は

果
た

し
て

正

し
い

の

で

あ

ろ

う
か

。

た
と

え

ば
、

エ

ジ
プ

ト
で

は
、

二

〇
世
紀
前
半
か

ら

ヴ
ェ

ー

ル

を

着
用
す
る

女

性
が

減
少
し
て

い

た

が
、

一

九
七
〇

年
代
以
降
の

宗
教
回
帰
現

象
に

伴
い

、

多
く
の

女
性
た

ち

が

自
主
的

に

ヴ
ェ

ー

ル

を

か

ぶ

り
、

イ
ス

ラ

ー

ム

的

服
装
を

ま
と

う
よ

う
に

な

っ

た
。

こ

の

「

再
ヴ
ェ

ー
ル

化
」

現
象
の

理

由
に

つ

い

て

は

い

く

　

　

　

　
（
1）

つ

か

の

研
究
が

な
さ

れ
て

い

る

が
、

重
要
な
の

は

彼
女
た

ち

が

強
要
さ

れ

た

の

で

は

な

く
、

自
ら

進
ん

で

ヴ
ェ

ー
ル

を

か

ぶ

る

よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
点
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
女

性
た

ち
に

と
っ

て

ヴ
ェ

ー
ル

は

被
抑
圧
者
と

し

て

の

象
徴
で

は
な

く
、

自
ら

の

ア

イ
デ
ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
2）

テ

ィ

テ

ィ

と

し

て

機
能
し

て

い

る
。

こ

う
し

た

こ

と

は
、

ム

ス

リ
ム

世
界
の

外
に

住
む

我
々

が
、

彼
女
た

ち

を
「

被
抑
圧
者
」

と

し
て

の

み

認
識
し

て

い

た
ら

見
過
ご

し
が

ち

な
こ

と

で

あ
り

、

ま

た
そ

う
し

た

認
識
だ

け

で

は

ム

ス

リ
ム

世
界
の

女

性
の

実
態
を

客
観
的
に

把
握
す

る
こ

と

は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
。

　

そ
こ

で

本
稿
で

は、

近

現
代

に

お

け

る

イ
ス

ラ

ー
ム

社
会
の

女
性
の

在
り

方
を

探
る
た

め

に
、

ム

ス

リ
ム

の

生
活
全

て

に

関
わ
る
イ

ス

ラ

ー
ム

法
に

着
目
し
、

エ

ジ

プ

ト

を
事

例
と

し

て
、

婚
姻
や
離

婚
、

養
育、

相
続
な
ど

女

性
に

関
わ

り

の

深
い

事
柄
を
律
す

る

領
域

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
ヨぬ

で

あ

る

身
分
法
（

家
族
法
）

と

そ
の

改
革
運
動
を

考
察
し

た

い
。

　

イ
ス

ラ

ー

ム

法
は

宗
教
的
行

為
だ

け
で

は

な

く、

現
世
的
行
為
も

含
め
、

信
徒
の

行
為
全
て

を

法

の

対
象
と

す
る

い

わ
ば

生

活
・

倫

理

規
範
で

あ

る
。

エ

ジ

プ

ト

を

は

じ
め

と

す
る

イ
ス

ラ

ー

ム

諸
国
に

お

い

て

は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

法

は

前
近

代
ま

で

実
定
法
と

し

て

の

機

能
を

果
た

し

て

い

た
が
、

一

九

世
紀
後
半
の

植
民
地
政
策
の

下
、

憲
法
や

刑
法、

行
政
法
な

ど

ほ
と

ん

ど

の

法

領
域
は

西
洋
近

代
的
法

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　冖
4）

体
系
に

移
行
し

、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
は

実
定
法
と

し

て

の

機
能
を
果
た

さ

な

く

な
っ

た
。

し

か

し
、

身
分
法
に

関
す
る

分
野
だ

け

は
、

現

（468） 252
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エ ジ プ ト身分法改革 と 女性

在
で

も

イ
ス

ラ

ー
ム

法
が

、

そ
の

ま
ま
で

、

あ

る
い

は
、

実
定
法
に

組
み

込

ま

れ
る

形
で

、

適
用
さ

れ

て

い

る
。

し

た
が

っ

て
、

現

代

に

お

い

て

も
身
分
法
は

女
性
に
つ

い

て
の

イ
ス

ラ

ー
ム

的
価

値
規
範
を
考
察
す

る

た
め

の

有
益
な
対
象
で

あ

る

と
い

う
こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
。

　

本
稿
の

構
成
は

以
下
の

通

り

で

あ
る

。

ま

ず
、

第
一

節
に

お

い

て

近
代
エ

ジ

プ

ト
に

お

け
る

身
分
法
改
革
の

流
れ

を

概

観
す

る
。

エ

ジ

プ
ト

で

は
一

九
世
紀
後
半
以

降
、

植
民

地

政
策
の

影
響
も
あ
り
、

他
の

ア

ラ

ブ
・

イ

ス

ラ

ー

ム

諸
国
に

先
ん

じ
て

夫
の
一

方

的

離
婚

権
や

複
婚
権
な
ど

に

つ

い

て

の

身

分
法
改
革
が

論
じ

ら

れ

る
よ

う

に

な
っ

た
。

例
外
は

あ
る
も

の

の

基
本
的
に

は

西

洋
近

代
的
価
値
観

に

則
っ

て

行
な

わ

れ
た

改
革

運

動
が
ど
の

よ

う

な

も
の

で

あ
っ

た

の

か

と

い

う
こ

と
を

中
心
に

考
察
す
る

。

第
二

節
で

は

エ

ジ
プ

ト

身

分
法
史
上

画
期
的
で

あ
る

と
い

わ

れ

る
］

九

七

九
年
法
律

第
四

四

号
（
以
下
一

九
七

九

年
法）

成
立
の

背
景

と

影

響
を

考
察

す
る

。

一

九

六

〇
年
代
以
降
急
速
に

宗
教

復
興
が

進
ん

で
い

た

当

時
の

エ

ジ

プ

ト

社
会
に

対
し

て
、

同
法

を

推
進
し

た

改
革
者
た

ち
は

そ

れ

ま

で

の

改
革
者
の

流
れ

を

汲
み

西
洋

近

代
的
な
改
革
運
動
を

行
な
っ

た
こ

と

も

あ

り
、

改
革
は

困
難

を

極
め

最
終
的
に

同
法
は

違

憲
と

さ

れ
、

い

く
つ

か

の

修
正

を

伴
い
一

九

八

五

年
法
律
第
一

〇
〇
号
（
以

ト
］

九
八

五

年
法）

と

し

て

制
定
さ

れ

た
。

こ

う

し
た

時
代

状
況
と

改

革

運
動
の

関
係
性
を

明
ら

か

に

す

る
。

第
三

節
で

は
、

二

〇
〇

〇
年
法

律
第
一

号
（
以
下
二

〇
〇
〇

年
法）

成
立

の

背
景

と

影

響
を

考
察
す

る
。

同
法
に

よ
っ

て

女

性
は

夫

の

同
意
が

な

く
と

も

離
婚
で

き
る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ
る
が

、

保
守

派
な

ど

か

ら

異
論
が

起
こ

り
エ

ジ

プ

ト

国
内
で

は

大
き

な

議
論
と

な
っ

た
。

同
法
を

め

ぐ

る

議
論
や

成
立
に

い

た
っ

た

背
景

等
に

つ

い

て

考
え

て

み

た
い

。

近
代
に

お

け
る
エ

ジ

プ
ト
身
分
法
改
革

エ

ジ

プ

ト
で

は
、

植
民
地

政
策
の

影
響
で
一

九
世
紀
後
半
以
降
か

ら

始

ま
っ

た

法
の

諸
領
域

の

成
文

化
に

や

や

遅
れ

て
、

一

九
二

〇

253 （469）
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年
代
か

ら

身
分
法
の

領
域

も

成

文
化
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

し

か

し
、

そ

れ
は

統
一

的
な

法
典
で

は

な
く
個
別
的
に

発
布
さ

れ
た

法

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
5）

の

集
ま

り
で

あ
り

、

内
容
も

網

羅
的
で

は

な
い

。

ま
た
、

民
法
典
や

特
別
法
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ
た

規

定
の

ほ

か
、

裁
判
官
が

イ
ス

ラ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
6V

ー
ム

法
に

照
ら

し

て

裁
定
を

行

な

う
事
柄
に

つ

い

て

は

立
法
者
は

介
入
し

な
い

と

い

う
こ

と

や
、

個

別
的
に

発
布
さ

れ

た

法
も
基
本
的

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　
アリ

に

は

古

典
的
イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

依
拠
し

な

が

ら

若

干
の

修
正

を
加
え

ら

れ

た

も
の

で

あ
る

と
い

う
こ

と

を
考
え

る

と
、

身
分
法
は

現
在

で

も

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

影
響
を

大
き

く

受
け

て

い

る

領
域
で

あ
る
と

い

う
こ

と

が

分
か

る
。

　

こ

う

し

た

特

徴
を

も
つ

エ

ジ

プ
ト

身
分

法
は

、

サ

リ

ヴ
ァ

ン

が

述
べ

る

よ

う
に
、

そ

の

改

定
が

女

性
運
動
の

鍵
と

な

る

要
素
で

あ

（
8）り、

法
改
定
の

背
景
に

は
、

様
々

な

女
性
団
体
や

活
動
家
の

存
在
が

あ
っ

た
。

女
性
の

問
題
に

関
し

て
エ

ジ
プ

ト

は

知
的

・

社
会
的
領

　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
ぱ　

域
で

は

先
駆
的
存
在
で

あ

り
、

一

九
世
紀
後
半
以

来
エ

ジ

プ

ト

の

フ
ェ

ミ

ニ

ス

ト

た

ち

は
、

「

家
族
こ

そ

最
も
危

険
な

不
平

等
性
を

内

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

而）

包
す

る

も

の

で

あ
る

」

と
い

う

理
解
に

立

ち
、

身
分
法
の

修
正

を
求
め

て

き

た
。

と

い

う
の

も
、

古

典
的
な

イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

お

い

て

は
一

方

的
離
婚

権
や

複
婚
（

一

夫
多
妻
婚）

権
な

ど

男
性
の

み

が

特
権
的
に

有
す
る

権
利
が

あ
る

た

め

で

あ
る

。

そ

う

し

た

権
利
は
、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
（
11“

以
下
の

よ

う

な

ク
ル

ア
ー

ン

の

章
句
を

中
心
と

し

た

明

文
に

典
拠
を

置
い

て
い

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ハ
ー2）

　

　
　

離
婚
（

の

申
し
渡
し
）

は

二

度
ま

で

許
さ

れ

る
。

そ

の

後
は

公
平
な

待
遇
で

同
居
（

復
縁）

さ
せ

る
か

、

あ
る
い

は

親
切
に

し

　

　
て

別
れ

な
さ

い
。

あ

な

た

が

た

は

彼
女
に

与
え

た
、

何
も
の

も

取
り

戻
す
こ

と

は
で

き

な
い

。

（

健…

…。

o）

　

イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

お

い

て

離
婚
は

そ

の

性
質
や

方
法
に

よ

っ

て

細
分
化
さ

れ
て

い

る
が
、

最
も

典
型

的
な

形
式
は

、

夫
の
一

方
的
離

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
13｝

婚
あ
る
い

は

棄
妻
（

タ
ラ

ー
ク

　
冨
団
ρ）

と

呼
ば

れ
る

も

の

で

あ

り
、

原

則
的
に

妻
の

在
不
在
や

そ

の

意
志
、

落
ち

度
に

か

か

わ
ら

ず、

夫
が

「

私
は

あ
な

た

を

離
婚
し

た
」

（

旦
冨

曾

爵
一）

、

「

待
婚

期
間
に

入
れ
」

（
一 ．

3
匹

亀

と

い

う

よ

う
な

旨
を

口

に

す

る

だ

け
で

　

　
　
　

　
　（
14）

離
婚
が

成
立

す

る
。

（47（1） 254

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

エ ジ プ ト身分法改 革 と 女性

　
一

夫

多
妻
に

つ

い

て

は
、

以
下
の

章
句
に

そ

の

法
的
・

倫
理
的

根
拠
が

置
か

れ

て
い

る
。

　
　
　

あ
な

た
が

た

が

も

し

孤
児
に

対
し、

公
正
に

し
て

や

れ

そ

う
に

も

な
い

な

ら
ば
、

あ

な
た

が

よ

い

と

思

う
二

人、

三

人

ま

た
は

　
　

四

人
の

女

を

娶
れ

。

だ

が

（

妻
た
ち

に

対
し

て
）

公
平
に

し

て

や

れ

そ

う
に

も

な
い

な

ら

ば
、

只
一

人
だ

け
（

娶

る

か
）

、

ま
た

　
　
は

あ
な
た
が

た

の

右
手
が

所
有
す
る

者
（

奴
隷
の

女
）

で

我
慢
し
て

お

き

な

さ

い
。

こ

の

こ

と

は

不
公
正

を

避
け

る

た

め
、

も
っ

　
　
と

も

公
正
で

あ
る

。

δ
帰

。。）

　
こ

う

し

た

典
拠
と

そ

の

解
釈
か

ら

伝
統
的
な

イ
ス

ラ

ー

ム

法
に

お

い

て

は
夫
の
【

方
的
離
婚
権
と

複
婚
権
が

許
さ

れ

て

い

た

が
、

そ

れ

は

多
く

の

女
性
を
苦

し

め

る
も

の

で

あ
っ

た
。

そ

の

た
め
、

「

九
世
紀
後
半
以

降
、

エ

ジ

プ

ト

で

は

植
民
地

政
策
の

影

響
も
あ
り

、

男
性
の
一

方
的
離

婚
権
、

一

夫
多
妻
婚
な

ど

の

是
非
が

、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

成
立
以

来
は

じ

め

て

中
東
社
会
で

公

然
と

議
論
さ

れ

る

よ

う

　
　　
む

に

な

り
、

そ
れ

ま

で

の

男

性
中
心

的
な
伝
統
的
イ
ス

ラ

ー
ム

法

の

解
釈
に

つ

い

て

疑
問
が

投
げ
か

け

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　
エ

ジ

プ

ト
に

お

い

て

最
初
に

身
分
法
改

革
の

中
心

と

な
っ

た

の

は
、

ム
ハ

ン

マ

ド
・

ア
ブ

ド
ゥ

（

7
自

督
ゴ
国

ヨ

ヨ
田
匹

　．
〉
σ
氏
＝

ゴ
）

や
カ

ー

ス

ィ

ム

・

ア
ミ

ー
ン

（
O
酬

且

筥

ま
コ

竃
¢
廿
9

日
日
餌

山

〉
∋
冨）

と

い

っ

た

思
想
家
で

あ
っ

た
。

　
ア
ブ

ド
ゥ

は
、

一

八

九

〇

年
代
か

ら
一

九

〇
〇
年
代
は

じ
め

に
、

一

夫
多
妻

婚
や

離
婚
を

め

ぐ

る

慣
行
は

イ

ス

ラ

ー
ム

の

本
質
に

基

づ

く

も

の

で

は

な

く
、

後
の

誤
っ

た

解
釈
に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

し

て
、

こ

れ

ら

の

慣
行
を

是
正

し

た

法
の

制

定、

す
な

わ

ち

法
改
革

の

必
要
性
を

説
い

た
。

ア
ブ

ド
ゥ

の

主
張
の

重

要
な

点
は
、

イ

ジ
ュ

テ

ィ

ハ

ー

ド

（圖

着
げ

巴
　
法
学
者
の

解
釈

行
為
）

に

よ
る
聖

典
の

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
16）

．
冉
解
釈
を

提
唱
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

法

改
革
が

イ
ス

ラ

ー
ム

に

根
差
し

た

も

の

で

あ

る
こ

と

を

主

張
し

た

と

い

う

こ

と

で

あ
ろ

う
。

イ
ス

ラ

ー
ム

思
想
に

基
づ

い

た

彼
の

議
論
は

、

イ
ス

ラ

ー

ム

を

改

革
や

近
代
化
と

対
立

す

る

も

の

と

し

て

で

は

な
く

調
和
す
る
も

の

と

し
て

と

ら

え
、

婚
姻
や
、

離
婚、

一

夫

多
妻
に

対
し

て

革

新
的
な

フ

ァ

ト

ワ

ー

（

鍵

蕁
鋤

　
法
学
裁

定）

を

出
し
た

が
、

エ

ジ

プ

ト

の

255 （471 ）
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バ
リい

宗
教
権
威
で

あ
る

ア
ズ
ハ

ル

の

保
守
派
か

ら

激
し
い

反

対
を

受
け

た
。

ア
ブ

ド

ゥ

が

身
分
法
改
革
に

取
り

組
ん

だ

背
景
に

は
、

離
婚
と

一

夫
多
妻
の

被
害
者
で

あ
っ

た

自
身
の

母
を
見
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

エ

ジ

プ

ト

社
会
に

お

け
る

女

性
の

立

場
に

よ

り

共
感
的
に

な
っ

た

　

　
　
　

　
　
　　
　ト

と
い

う

指
摘
も

あ
る

。

ア
ブ

ド
ゥ

の

思
想
や

活
動
は

、

当
時
の

人

び
と

に

も
大
き

な

影
響
を

与
え

、

一

部
の

男
女
は

女

性
隔
離
や

ヴ
ェ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
（
19〕

i
ル

の

着
用
が

イ

ス

ラ

ー
ム

に

基
づ

い

た

規
定
で

は

な
い

と

み

な

す

よ

う

に

な
っ

た
。

そ

れ

ま

で

絶

対
的
で

あ
る

と

信
じ

ら

れ

て

き
た

女
性
に

関
す

る

イ

ス

ラ

ー
ム

法
の

諸
規
定
に

つ

い

て

再
解
釈
の

可

能
性
を

与
え

た

ア
ブ
ド
ゥ

の

思
想
は

、

イ
ス

ラ

ー
ム

と

い

う
宗
教
的

枠
組
み

の

中
で

女

性
が

自
ら

の

権
利
を
求
め

て

活
動
し

て

い

く
土
台
と

な

り
、

そ

の

後
も

進

歩
的
思
想
家
や

活
動
家
た

ち

に

よ
っ

て

受

　

　
　
　（
20）

け
継
が

れ

た
。

　
］

方
、

ア
ブ

ド
ゥ

の

弟
子
で

あ
っ

た

ア

ミ

ー
ン

は
一

八

九
九
年
に

『

女

性
の

解

放
』

（

寒
曽

ミ

ミ
ミ
緊
爲

琶
、

一

九
〇
一

年
に

『

新

し
い

女
性
』

（

ミ
ミ
町
ざ
誉

ミ

誉
ミ
§
諒
）

を

出
版
し
、

エ

ジ
プ

ト

社
会
に
一

大
議
論
を

巻
き

起
こ

し

煙
。

彼
も

ま

た
、

男
性
の
一

方
的

離
婚
権
や

複
婚
権
な
ど

に

つ

い

て

の

改
革
の

必
要
性
を

説
き

、

次
の

よ

う

な

身
分
法
改
革
案
を

提
言
し

た
。

　

1
　
離
婚
を

望
む

全
て

の

夫
は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

裁
判
官
あ
る
い

は

公
的
婚
姻
登
録
人

の

下
に

行
き

、

夫

婦
の

別

離
を

伝
え
な
け

　

　
れ

ば

な

ら

な
い

。

　

2
　

裁
判
官
あ
る

い

は

公
的

婚
姻
登
録
人
は
、

夫
に

対
し
て

神
が

離

婚
を

忌
避
し

て

い

る
こ

と

を

示
す
ク
ル

ア

ー

ン

の

章
句
と

預
言

　

　
者
の

言
行
を

指
摘
し

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

。

彼
ら

は

ま
た

、

夫
に

忠

告
し

、

離
婚
の

結
論
を
熟
考
さ
せ

、

決
定
ま

で
冖

週
間
置
か

　

　
な

け

れ
ば

な

ら

な
い

。

　
3

　
も

し
一

週
間
後
も

夫
の

考
え
が

変
わ

ら

な

け

れ

ば
、

裁
判
官
あ
る

い

は

公

的
婚
姻
登
録
人

は

妻
と

夫
双

方

の

家
族
か

ら

仲
裁
人

　

　
を

選
ぶ

。

も

し

仲
裁
人

に

適
し

た

親
族
が
い

な

け

れ
ば
、

親
族
以

外
で

人

望
の

あ
る

者
で

も

よ
い

。
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4
　
仲
裁
人
は

二

人
の

仲
裁
に

成
功
し

な

か
っ

た

場
合、

そ
の

旨

を

裁
判
官
あ

る

い

は

公
的
婚

姻
登
録
人
に

報
告
す
る

。

こ

の

際、

　

　
裁

判
官
あ
る
い

は

公

的
婚
姻
登
録
人
は

夫
が

妻
を

離

婚
す

る
こ

と

を

許
可
す

る
。

　

5
　
離
婚
は

裁
判
官
あ
る
い

は

公
的
婚
姻
登
録
人

の

前
で

行
な

わ

れ

た

も
の

の

み

合
法

的
な

も
の

と

し

て

認
め

ら

れ

る
。

こ

の

際
、

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　
（
22〕

　

　
二

人
の

証
入
が

必
要
で

あ
る

。

ま

た
、

受
諾
さ

れ

う

る

離
婚
の

証
拠
は

公
的
記
録
に

限
ら

れ

る
。

　

現
代
に

お

い

て

も

ア
ミ

ー
ン

は

「

エ

ジ

プ

ト
・

フ

ェ

ミ

ニ

ズ

ム

の

父
」

と

呼
ば
れ

る

ほ

ど
の

影

響
力
を
持
っ

て

い

る
。

し
か

し
、

ア

ブ

ド
ゥ

が

イ
ス

ラ

ー
ム

と

近

代
化
を
融
和
さ
せ

る

形
の

身

分
法

改
革
を

目
指
し

た

の

に

対
し

て
、

ア
ミ

ー
ン

は

改
革
内
容
こ

そ

イ

ス

ラ

ー

ム

法
か

ら

逸
脱
す

る
こ

と

は
な

か
っ

た

が
、

基
本
的
に

は

西
洋
近

代
的
女
性
観
に

則
っ

た

改
革
を

目
指
し

て
い

た
。

歴
史
学
・

女
性

学
研
究

者
と

し
て

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

け

る
ジ
ェ

ン

ダ

ー
に

つ

い

て

重

要
な
議
論
を

提
示

し

て

い

る

ラ

イ
ラ
・

ア
ハ

メ

ド

は

そ

う

し

た

ア

ミ

ー
ン

の

立

場
を

次
の

よ

う
に

説
明
し

て
い

る
。

　

　
　
ク
ロ

ー
マ

ー

と

宣

教

師
た

ち
が

表
明
し

た

思
想
が

ア

ミ

ー
ン

の

本
の

基
盤
と

な
っ

て

い

る
。

フ

ラ

ン

ス

で

教
育
を

受
け

中
流
上

　

　
層

階
級

出
身
の

弁
護
士
で

あ
っ

た

ア
ミ

ー
ン

に

お

い

て
、

女
性
の

地
位
の

変
革
や

ヴ
ェ

ー

ル

廃
止

の

主

張
の

理

論
的
根
拠
と

な
る

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
23）

　

　
も

の

は

本
質
的
に

彼
ら

の

そ

れ
と

同
じ

も
の

で

あ
っ

た
。

　

ア
ハ

メ

ド

は
、

ヴ
ェ

ー
ル

や

女

性
隔

離
の

習
慣
を
イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
の

後
進

性
の

象
徴
と

み

な

す
ア

ミ

ー

ン

の

思
想
が

、

実
は

西
洋

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
24）

の

植
民
地
主

義
者
の

思
想

に

根
差
し
て

お

り
、

イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
や

文
化
に

対
す
る

侮
蔑
に

満
ち

て

い

た
こ

と

を

明
ら

か

に

し

た
。

ア

ミ

ー

ン

の

分

析
に

関
す

る

ア
ハ

メ

ド
の

議
論
に

つ

い

て

は

詳
細
な

検
討
が

必

要
と

な

る
と

こ

ろ

で

あ
り

稿
を

改
め

て

論
じ

る
こ

と

に

し

た
い

が
、

こ

こ

で

重

要
な

の

は
、

西
洋

近
代
的
価
値
観
の

下
で

身
分
法

改
革
を

主
張
し

た

ア
ミ

ー
ン

が
、

そ

の

後
の

身
分
法
改

革
運
動

の

中
心

と

な
っ

た

フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

た

ち

に

影
響
を

及
ぼ
し

た

と

い

う

点
で

あ

る
。
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ア

ミ

ー
ン

以

降
エ

ジ

プ

ト

史
上

で

は

様
々

な

立
場
の

フ

ェ

ミ

ニ

ス

ト

が

登

場
し
、

身

分
法
改

革
に

従

事
し

た

が
、

一

九
二

三

年
に

「

エ

ジ

プ

ト
．

フ
ェ

ミ
ニ

ス

ト

連

合
」

（
国
ひq
団
℃

口
鋤

昌

　
「
ω

日

巨
簿

　
¢
巳
o
コ）

を

設
立

し

た

フ

ダ

ー
・

シ

ャ

ア
ラ

ー

ウ

ィ

ー

（

霑

＆
鋤

もc

訂、
感

ヨ
）

が

そ

の

中

心
的
存
在
と

し

て

挙
げ
ら

れ

る

だ

ろ

う
。

彼
女
は

、

エ

ジ

プ

ト

人
女

性
の

「

知
的
・

道
徳
的
」

レ

ベ

ル

の

向

上
、

社
会
、

政
治、

法
律
に

お

け

る

男
女

平

等
の

達
成
の

た
め

に

組
織
的
・

政
治
的
な

フ
ェ

ミ
ニ

ズ
ム

運

動
を

展
開
し
、

い

く
つ

か

の

成
功
を
お

さ

め

た
。

シ

ャ

ア
ラ

！

ウ
ィ

ー
ら

の

改
革
案
も

ま
た

イ

ス

ラ
ー

ム

法
か

ら

逸
脱
す

る
こ

と

は

な
か

っ

た
が
、

彼
女

の

活
動
自

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ホ　

体
は

西

洋
化
を

志

向
す

る

も
の

で

あ
っ

た
。

　

こ

う
し

た

活
動
の

結

果
、

一

九
二

〇
年
法
律
第
二

五

号
と

し

て

身
分
法
の
一

部
が

成
文

化
さ

れ
た

。

同
法
は

、

扶
養

、

失

踪
、

疾
患

を
理

由
と

す
る

婚
姻
解
消
等
に

関
し

て
、

エ

ジ
プ

ト

が

採
用
し

て

い

る
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

規

定
が

他
の

法
学
派
の

規
定
に

比
べ

て

妻
に

と
っ

て

著
し

く
不
利
な
場

合
に
、

他
の

法
学
派
の

学
説
を

援
用

し
て

妻
の

立
場
を

改
善
し

よ

う
と

す
る

趣
旨
に

基
づ

い

て

い

樋
。

そ
の

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
〔
27）

後
、

同
法
の

不
足
部
分
を

補
う

形
で
「

九
二

九
年
法

律
第
二

五

号
が

制
定
さ

れ

た
。

　

し

か

し
、

一

夫
多
妻
婚

、

男
性
の
一

方

的
離
婚

権
に

関
し

て

は
、

一

九
二

七
年
に

は
、

内
閣
が
一

夫
多
妻
婚
と

夫
の
一

方
的

離
婚
権

を

制
限

す

る

法
案
の

立

法

化
を

承

認

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

結
局
当
時
の

支
配
者
で

あ
っ

た

プ

ア

ー

ド

（

〉
び

巨
四
α

　
「
二、
倒

α

　
ま
コ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　ロ
　　

H
°・

ヨ
鋤 ．

巳

国
王

が

拒
否
し

た

た

め

改
正

は

実
現
し

な

か

っ

た
。

そ

の

後、

エ

ジ

プ

ト

人

女

性
と

し

て

二

人

目
の

大

臣
と

な
っ

た

ア

ー

イ
シ

ャ

．

ラ

テ
ィ

ー
ブ

（．
》”一
ω

ゴ
蝉
7

幻
鋤
昏

圃

σ
）

は

社
会

問
題

相
で

あ
っ

た
一

九
七
一

年、

身
分
法
改
定
委
員
会
（
Oo

ヨ

忌
茸
Φ

Φ

8
「

9
Φ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
ゆね

菊
 

＜

巨
o
嵩

○
眺

閃
鋤

邑
婁

い
国

鬢
）

の

代
表
と

し

て

身
分
法
の

修
正

案
を

提
出
し

た
が

結
局
こ

れ

も

制
定
法
化
さ

れ

な
か
っ

た
。

　

こ

の

よ

う
に

、

一

八

九
〇
年
代
に

初
め

て

身
分
法
が

問
題
に

さ

れ

て

以

来、

】

九
二

〇
年
法

、

一

九
二

九

年
法
と

い

っ

た

若
干
の

修

正

や
、

多
く

の

議
論
は

あ
っ

た

も

の

の
、

一

夫

多
妻
婚
や

夫
の
一

方

的
離
婚
権
と
い

っ

た

主
要
な

点
に

関
し
て

は
、

後

述
す

る
一

九
七

（474） 258
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九
年
法
ま
で

改
革
が

行
な

わ

れ

な

か
っ

た
こ

と

を

考
え
る

と
、

が

分
か

る
だ

ろ

う
。

エ

ジ

プ

ト

に

お

け

る

身
分
法

改
革
が
い

か

に

難
し
い

事
柄
で

あ
っ

た

か

二

　
一

九
七

九
年
法
律
第
四

四

号
制
定
と

そ
の

背
景

　
一

九

七
九

年
、

身

分
法

改
革
の
一

環
と

し

て
、

当
時
の

大
統
領
で

あ
っ

た

ア
ン

ワ

ル

・

サ

ー

ダ
ー

ト

（
＞
p
芝

碧

巴・
Qり
鋤

◎

彎）

は
、

大

統
領
令
に

よ
っ

て
一

九
七

九
年
法
律

第
四

四

号
を

定
め

た
。

こ

の

法
律
は
、

長
期
間
エ

ジ

プ

ト

身
分
法
の

中
で

問

題
で

あ
っ

た

夫
の

一

方
的
離
婚
権、

一

夫
多
妻
婚、

夫
に

よ

る

妻
や

子
の

扶
養
な

ど

を
め

ぐ
る

部
分
に

関
す
る

改
革
で

あ
っ

た

た

め
、

エ

ジ

プ

ト

国
内
の

保
守
派
と

改
革
派
の

間
で

大
き

な

議
論
を

巻
き

起
こ

し

た
。

な

ぜ

な

ら
ば

、

以
下
に

示
す
と

お

り
、

同
法
は

そ

れ
ま

で
エ

ジ

プ

ト

男
性

の

多
く

が

所
与
の

も

の

と

思
っ

て

い

た

夫
の
一

方

的
離
婚
権
や

複
婚

権
を

制
限
す

る

も
の

で

あ
っ

た

た

め

で

あ

る
。

そ

れ

で

は
、

具
体

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　ハ
　　

的
に

は

ど

の

よ

う

な

規
定
が

な
さ

れ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

一

九

七

九

年
法
の

内
容

は
、

主

に

以
下
の

点
で

あ
っ

た
。

　
1
　
離
婚
登
録
の

義
務
化

　
イ

ス

ラ

ー
ム

法
の

中
で

最
も
一

般
的

な

タ

ラ

ー

ク

離
婚
に

お

い

て

は
、

原
則
的
に

は

夫
は

妻
の

意
思
や

　
　

在
・

不

在
に

か

か

わ

ら
ず
一

方
的
に

妻

を

離
婚
で

き

る
。

し

か

し
、

新
法
で

は
、

夫

は
、

登
記
所
に

お

い

て

離
婚
を

登
録
し

、

離

　
　

婚
宣
言
を
迅
速
に

妻
に

伝
え

る

義

務
を

持
ち
、

違
反
し

た

場
合
は

処
罰
の

対
象
と

な
っ

た
。

　

2
　
一

夫

多
妻
の

制
限

　
イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

お

い

て

は
、

夫
は

複
数
の

妻
に

対
し

て
、

平

等
に

接
す
る

こ

と

が

で

き

る

な
ら
ば

、

四

　
　

人

ま
で

の

妻
を

娶
る
こ

と

が

で

き

る
。

一

夫

多
妻
の

伝
統
的
慣
行
に

お

い

て

は

そ

れ

ぞ

れ
の

妻
に

複
婚
の

事
実
を
告
げ
る

義
務
は

　
　

　
　
　　
ヨ　

　
　

な

か
っ

た
。

し

か

し
、

新
法
で

は
、

夫
は

妻
た

ち

に

複
婚
の

事
実
を

告
げ
る

義
務
を

持
つ

。

第
一

妻
も

第
二

妻
も
夫
の

複
婚
の

事

　
　

実
を
知
っ

て

か

ら
一

年
以

内
な
ら

ば
裁
判
所
に

離
婚
を
申
し

立

て

る

権
利
を

持
つ

。

裁
判
所
が

離
婚
を

認
め

た

場

合
、

第
二

婚
は

259 ｛475）
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妻
に

損
害
を
与
え

る

も
の

と

み

な

さ

れ
、

妻
は

慰
謝
料
を
受
け

取
る

権
利
を

持
つ

。

　

3
　
離
婚
後
の

夫
に

よ

る

妻
お

よ

び

子
へ

の

経
済
的
援
助
の

義
務
化

　
自
ら

に

落
度
が

な

く
、

離
婚
へ

の

同
意
が

な
い

に

も
か

か

わ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
32）

　

　

ら

ず
離
婚
さ

れ

た

妻
は

、

イ
ス

ラ

ー

ム

法
に

お

い

て

定
め

ら

れ
て

い

る

待
婚
期
間
中
の

扶
養
費
に

加
え

て
二

年
間
の

生

活
費
に

相

　

　

当
す

る

慰
謝
料
を
受
け
取
る

権
利
を

持
つ

。

こ

れ

に

違

反
し

た

夫
は

処
罰
の

対
象
と

な
る

。

ま

た
、

離
婚
後

、

妻
が

養
育
す

る

子

　

　

に

対
し

て

は
、

男
児
は
一

五

歳
あ

る
い

は

教
育
終
了

年
齢
ま

で
、

女
児
は

婚
姻
適

齢
ま
で

夫
が

養
育

費
を

支

払
う
義
務
が

あ
る

。

　

　

そ
の

際
、

離
婚
し

た

夫
は

妻
と

子
に

住
ま
い

を

明

渡
す

か
、

彼
ら

の

た

め

に

別
の

住
ま

い

を
提
供
す

る

義
務
を

持
つ

。

　

前
節
で

論
じ

た

と

お

り
、

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

い

て

は
、

離

婚
や
一

夫
多
妻
に

つ

い

て

は
ク

ル

ア

ー
ン

に

明
文
化
さ

れ

た

規
定
が

あ
る

た
め

、

そ

れ

を
制
限
す

る
一

九
七

九

年
法
に

対
し
て

多
く
の

反

発
が

出
た

。

例
え

ば
、

ア
ズ
ハ

ル

の

前
で

は
、

男
子
学
生

た

ち

が
一

夫

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
み　

多
妻
の

権
利
に

制
限
を
加
え
る
こ

と

に

反
対
し
て

デ
モ

を
行
な
っ

た
。

ま

た
、

夫
が

公
務
員
の

場
合、

裁
判
所
の

命
令
に

よ
っ

て

夫
の

給

料
か

ら

離
婚
し

た
妻
と

子
供
に

対
す
る

扶
養
費
が

差
し

引
か

れ
る

こ

と
、

不

法

な

タ
ラ

ー

ク

離
婚
を

行
な
っ

た

夫
に

対
し

罰
金
や

禁

固
刑
が

科
せ

ら

れ

る
こ

と
、

離
婚
後、

夫
は

家
を

明
渡
す

か

離
婚
し

た

妻
と

子
の

た

め

に

新
し

く

家
を

探
さ

ね

ば
な

ら

な
い

こ

と

な
ど

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ド
ミ

に

対
し

て

特
に

男
性
が

強
く

反
発
し

た
。

　

こ

う

し

た

法
の

内
容
を

め

ぐ

る

議
論
を
→

層
複
雑
に

し

た

の

は
、

一

九
七

九
年
法
が

制
定
さ

れ

た

当
時
の
エ

ジ

プ

ト

の

社
会

状
況
で

あ

る
。

一

九
六
七

年
の

第
三

次

中
東
戦
争
に

お

い

て
、

エ

ジ
プ

ト
、

シ

リ

ア
、

ヨ

ル

ダ
ン

を

中
心
と

し

た

ア
ラ

ブ

諸
国

軍
が

イ
ス

ラ

エ

ル

軍
に

大
敗
し
た
こ

と

を

機
に
、

ア

ラ

ブ
・

イ
ス

ラ

ー
ム

諸

国
に

お

い

て

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
と

い

わ

れ

る

宗
教
回

帰
現

象
が

顕

在
化
し

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
ハ
あ　

た

の

は

多
く
の

研
究

者
が

指
摘
し

て
い

る

と
お

り
で

あ
る

。

ナ
セ

ル

（

冨
ヨ
凹
．

〉

区
鎚一−
2
琶
「）

政
権
下
の

エ

ジ

プ

ト

で

は
、

ア

ラ

ブ

民
族
主

義
、

社
会
主

義
が

主

流
で

あ

り
、

国
内
は

世

俗
化
路

線
を

辿
っ

て

い

た

が
、

敗
戦
に

よ

り

前
述
の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

は

衰
退
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し
、

代
わ
り

に
エ

ジ
プ

ト

社
会
は

イ
ス

ラ

ー
ム

化
の

方
向
へ

と

大
き

く
動
い

て

い

っ

た
。

具
体
的
に

は
、

イ

ス

ラ

ー

ム

的
服

装
や

ヴ
ェ

ー
ル

を

す
る

女
性
の

増
加

、

モ

ス

ク

建
設
の

急

増
、

イ

ス

ラ

ー

ム

関
係
書
物
の

出
版
が

増
え

た
こ

と
、

ま

た

個

人
の

宗
教
意

識
の

高
ま

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
ロ
ま

り
な

ど

が

そ

の

例
と

し

て

挙
げ
ら

れ

る
。

　
こ

の

よ

う

な

時
期
に

ナ
セ

ル

に

続
い

て

大
統
領
と
な

っ

た

サ

ー

ダ
ー

ト
は

、

世

俗
主

義
的
で

あ
っ

た

ナ
セ

ル

政
権
と

の

区
別
化
の

た

　

　
　
　

　
　
　
ラ

イ

　

ス

ロ
ム

ウ

ミ

ン

め

に
、

自
ら

を
「

信
仰
す

る

大
統
領
」

（

鼠剛
ω

∋
口”

巳
昌）

と

呼
び

、

そ

の

宗
教

的
敬
虔
さ

を

ア

ピ

ー
ル

し
、

イ
ス

ラ

ー

ム

を

政

治
的

に

利
用
し

た
。

こ

う

し

て
、

一

九
七

〇
年
代
半
ば

以
降

、

エ

ジ

プ

ト

で

は

イ
ス

ラ

ー
ム

主

義
者
が

組
織
的
に

多
様
化
し
、

大
衆
も
彼
ら

を

支
持
し

、

社
会

は

よ

り

イ
ス

ラ

ー
ム

化
し
て

い

っ

た
。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
イ

ン

フ

ィ

タ

エ

フ

　
し

か

し

な

が

ら
、

サ

ー

ダ
ー

ト
は

後
に

経
済
の

自
由
化
を

目
的
と

し

た

門
戸
開

放
（
言
津

畧
）

政
策
や
、

親

米
化
路
線
へ

の

変
更

、

イ
ス

ラ

エ

ル

と

の

和
平
条
約
締
結
な

ど

を

通
し

て
、

西
洋
化
さ

れ

た

近
代
主

義
者
と
い

う

国
際
的

世
評
を
得
る

よ

う
に

な

り
、

こ

う
し

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　ヨ
ミ

た

立

場
を
強

化
す

る

た

め

に
一

九
七

〇

年
代
後
半
に

女

性
の

権
利

拡
大
へ

の

支

持
を

表

明
し
た

。

こ

の

よ

う
な

サ

ー

ダ
ー

ト
の

姿

勢

は
噛

こ

の

時

期
に

人
民

議
会
（

ヨ
p

旨
ω

蝉

〒
ω

げ
p ．
聾
げ）

議

員
を

務
め

て

い

た

女

性
が

、

サ

ー

ダ
ー

ト

政

権
を

「

エ

ジ

プ

ト

に

お

け
る

女

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

（
38）

性
の

黄
金
期
」

と

述
べ

て
い

る

の

に

も

端
的
に

表
わ
れ

て

い

る
。

　

サ

ー

ダ
ー

ト

大
統
領
の

活
動
に

加
え

て
、

一

九
七

九

年
法

制
定
に

は

女

性
運

動
に

携
わ
っ

て

い

た

諸
団

体、

諸

活
動

家
が

重
要
な

役
割
を

果
た

し

た
。

例
え

ば
、

ア

ジ

ー

ザ
・

フ

サ

イ

ン

（、
＞
NHN

自。

げ

¢
二
ω

曙
包

が

代
表
を

務
め

て

い

た

「

カ

イ
ロ

家
族
計

画
協
会
」

（
O
巴
「

o

閃
卑

ヨ
凶

ぞ

℃

冨
コ

三
⇒
ひq

＞
ω
ω

。

9
讐
δ
コ）

は
、

エ

ジ

プ

ト

身
分
法
の

改
正

を

目

的
と

し
て
一

九

七

七

年
に

発
足
し

、

会

合
や

セ

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　ハ
みね

ミ

ナ

ー

の

主

催
、

マ

ス

メ

デ
ィ

ア

を

利
用
し

た

啓
蒙
活
動
と

と

も

に
、

身

分
法

の

包

括
的
モ

デ

ル

を

作

成
し

た
。

ま

た
、

ア

ー

イ

シ

ャ

・

ラ

テ
ィ

ー
ブ

は
、

社
会

問
題

相
で

あ
っ

た
一

九
七
一

年
、

身
分

法
改

定
委
員
会
の

代
表
と

し

て

身
分
法
の

修
正

案
を

提
出
し

て

い
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　ねる

。

そ

の

後
、

ラ

テ

ィ

ー

ブ

に

代
わ
っ

て

社
会

問
題

相
と

な
っ

た

ア
マ

ー
ル

・

ウ

ス

マ

ー

ン

（
〉
日
巴

d9

∋
鋤

コ
）

は
、

一

九

七

八

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

朧

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
ユ

年、

ア
ズ
ハ

ル

の

シ

ャ

イ
フ

た

ち
か

ら

身
分
法
改

革
へ

の

支
持
を

取
り
つ

け

た
。

こ

う

し

た

女

性
た

ち

の

中
で

も
、

一

九

七

九

年

法

制

定
・

最
も

関
係
が

深
い

の

は
・

サ

ー

ギ
ト

大

統

領
夫

人
ジ

】

↑
ン

隅

（

』

一
げ
鋤
昌

　
節
一・
ω
鋤

匹
鋤
け
）

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

一

九

七

九
年
法
が

通
称
「

ジ

ー
ハ

ー
ン

法
」

と

呼
ば

れ

る

の

を

見
て

も

よ

く

分
か

る

だ

ろ

う
。

　

ジ

ー
ハ

ー
ン

は
、

フ

ダ
ー
・

シ

ャ

ア

ラ

ー

ウ

ィ

ー

な

ど

初
期
の

フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

の

影
響
を
受
け
、

一

九

六

〇

年
代
後
半
か

ら

女
性
や

子
供

、

障
害
を

も
つ

人
び
と
に

対
す

る

慈
善

事
業
を

支
援
し

、

彼
女
の

導
き

に

よ
っ

て
、

上
、

中
流
階
級
の

女

性
た

ち

も
そ

う
し

た

活

　

　

　
　

　

　
　　
　　

動
に

従
事
し

始
め

た
。

夫
が

大

統
領
に

な
っ

た
一

九
七

〇
年
以
降
は
、

彼
の

後
押
し

も

あ

り、

公

の

場
で

活
発
な

活
動
を

行
な

う
よ

う

に

な
っ

た
。

　

サ

リ

ヴ
ァ

ン

は

そ

う
し

た
ジ

ー
ハ

ー
ン

の

姿
を
次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

　

　

　
ジ

ー
ハ

ー
ン

・

サ

ー

ダ
ー

ト

が
エ

ジ

プ

ト
の

フ

ァ

ー
ス

ト
レ

デ
ィ

ー

で

あ
っ

た

時
、

彼

女
は

政
治

力
を
得

、

そ

れ

を

行
使
し

　

　

た
。

彼
女
は

、

夫
が
エ

ジ
プ

ト

を

「

近
代
化
」

さ
せ

更
新
さ
せ

る

た
め

の

努
力
の

重
要
な
一

部
で

あ
り、

様
々

な

と
こ

ろ

で

夫
の

　

　

　
　

　

　
　

　ハ
れり

　

　

協
力
者
で

あ
っ

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
ゆね

　

彼
女
は
、

「

私
は

自
分
の

全
エ

ネ
ル

ギ

ー

と

事
業
を

女
性
の

向
上

に

捧
げ

続
け

た
。

」

と

述
べ

て

い

る

よ

う

に
、

女

性
の

問
題
を

中
心

に

取
り

組
ん

だ
。

大
統
領
夫
人
と

い

う

自
身
の

地

位
を

用
い

て
、

フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

指
導
者
た

ち

や

社
会
関
係
相
と

協
力
し

あ
い

、

夫
や

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
45）

他
の

指
導

者
た

ち

に

身
分

法
の

改
定
を
求
め

た
。

　

し

か

し
、

こ

う
し
た
ジ

ー
ハ

ー

ン

の

活
動
は

、

宗
教
的
保
守
派
の

攻
撃
に

な

る

ば

か

り

で

な

く
、

多
く

の

国
民
の

反
感
も

買
っ

樋
。
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エ ジ プ ト身分法改革 と女性

彼
女
が・
王

体
と

な
っ

て

取
り
組
ん

だ

身
分
法
改
革
案
は

、

イ

ス

ラ

ー
ム

法
に

則
っ

た

も

の
で

は

あ
っ

た

が
、

先
に

も

述
べ

た

と
お

り
、

ム

ス

リ
ム

で

あ

る

以
上

イ
ス

ラ

ー
ム

法
か

ら

の

逸
脱
は

許
さ

れ
な

い

た
め

当
然
の
こ

と

で

あ
っ

た
。

重
要
な
の

は
、

彼
女
が

フ

ダ
ー
．

シ

ャ

ア

ラ

ー
ウ

ィ

ー

を

は

じ
め
と

す

る

西
洋
化
志
向
の

初
期
フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

を

模
範
と

し
、

そ
の

連

続
性

の

中

で
活

動
を

行
な
っ

た

と

い

う
点
で

あ
る

。

例
え

ば
、

彼
女
は

、

エ

ジ

プ

ト
の

女
性
が

高
等

学
位

を

得
ら

れ

る

こ

と

を

証
明
す

る
た

め
に

、

カ

イ
ロ

．

ア
メ

リ

カ

ン

大

学
で

行
な

わ

れ

た

自
ら

の

修
士

論
文
の

口

頭

試
問
の

模
様
を

テ
レ

ビ

中
継
さ
せ

た
。

し

か

し
、

彼
女

の

意

図
に

反
し

て
、

多
く
の

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
っ
ガ　

人
々

は

彼
女
の

そ

の

よ

う

な

行
動
を

自
ら

の

高
学
歴
を

誇
る

た

め

の

行
動
と

み

な

し

批

判
し

た
。

ま

た
、

サ

ー

ダ
ー

ト

は

ジ
ー

ハ

ー
ン

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　ハ
れ　

に

フ

ァ

ー

ス

ト
・

レ

デ
イ

（

寧
ω

塁
巴
9。

げ

孚
巳
節）

と
い

う

肩
書
を
与
え

た
が

、

人
び

と
は

こ

れ

を
ア
メ

リ
カ

気
取
り

と

揶
揄
し

た
。

彼
女
の

母
が

イ

ギ

リ
ス

人
で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

も

攻
撃
の

原
因

と
な

っ

て
い

た
と

思
わ

れ

る
。

　

こ

う

し

て
、

西
洋
化
の

象

徴
と

み

な
さ

れ
た

ジ

ー
ハ

ー
ン

は
、

宗
教

復
興
が

進
ん

で

い

た

当
時
の

エ

ジ

プ

ト

に
お

い

て

批
判
の

対
象

と

な

り
、

彼
女
が

椎
進
し

た
一

九
七

九
年
法
も

イ
ス

ラ

ー
ム

の

精
神
に

反
す

る

と

批
判
が

出
た

。

一

九
七

九
年

法
は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

専

門
家
の

合
意
の

上
、

イ
ス

ラ

ー

ム

的

家
族

と

イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
を

守
る

も
の

で

あ
る

と
い

う

人
民

議
会
議

長
の

説
明
に

も

あ
る

と

お

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

おロ

り
、

イ

ス

ラ

ー

ム

法
上

の

解
釈
か

ら

は
逸
脱
し

た

も

の

で

は

な
い

。

し

か

し

な

が
ら
、

同
法
が
エ

ジ

プ

ト

国
内
に
お

い

て

非
常
に

大
き

な

議
論
と

な
っ

た

の

は
、

そ

れ
が

ジ

ー
ハ

ー
ン

に

象
徴
さ

れ

る

西

洋
的

な
も

の

と

み

な

さ

れ

た
た

め

で

あ

る
と

い

う
こ

と

が

で

き

る
だ

ろ

う
。

　

結
果
と

し

て
、

　一

九
七

九

年
法
は
ム

バ

ー

ラ

ク

政

権
下
の
一

九
八
五

年、

最
高
憲

法
裁
判
所
に

よ

り
違

憲
判

決
が

下
さ

れ
た

。

し

か

し
、

こ

れ

は

同
法
の

内
容
自
体
に

違
憲
性
を

認
め

た

た

め
に

出
さ

れ
た

判
決
と

い

う

わ
け
で

は

な

く
、

同
法
制

定
の

手
続
き
に

対
し

て

の

判
決
で

あ
っ

た
。

す

な

わ

ち
、

サ

ー

ダ

ー
ト

が

大

統
領
令
を

用
い

て

人
民

議
会
の

休
会

中
に

同
法
を

制

定
さ

せ
た

と
い

う

立

法
上
の
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〔
50〕

制
定
手

続
き

に

関
し

て

違
憲
性
を

認
め

た

判
決
で

あ
っ

た
。

そ

の

後
、

こ

の

法
律
は

若
干
の

修
正

が

加
え

ら

れ

た
後

、

一

九
八

五

年
法

律
第

δ
○
号
と

し
て

制
定
さ

れ

た
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

脳

違
憲
判
決
が
、

冗
七
九
年
法

の

中
身
を

理

由
に

出
さ

れ

た

わ
け

で
は

な

か
・

た

と
い

う
こ

固．
・

ま

た
・

修
正

さ

れ

た

法
の

内
容
が

脚

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　　
ぴ　

→

九
七
九

年
法
と

さ

ほ

ど

変
わ
ら

な

か
っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず、

議
会
の

承

認
を

得
て

公

布
さ

れ

た

と
い

う
こ

と

は

非

常
に

興

味
深

い
。

す

な

わ

ち
、

一

九
七

九
年
法
は

、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

反
し
て

い

な
い

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

ジ

ー
ハ

ー
ン

が

制
定
の

先

頭
に

立
っ

た

こ

と

で
、

西

洋
的
な

法
、

つ

ま

り
、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

反
す

る

法
が

導
入
さ

れ

る
と

み

な
さ

れ
、

保
守
派
だ

け

で

な

く
、

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
が

進
ん

で

い

た

大
衆
か

ら

も

受
け

入
れ

ら

れ

な

か

っ

た
。

し
か

し
、

一

九
八
一

年
の

サ

ー

ダ
ー

ト
の

死
に

よ
っ

て

公
の

舞
台
か

ら

ジ

ー
ハ

ー
ン

が

姿
を

消
し

た

後
に

制
定
さ

れ

た
】

九

八

五

年
法
は

、

一

九
七

九
年
法
と

内
容
的
に

あ
ま

り
変
わ
ら

な

い

に

も
か

か

わ

ら

ず
受
け

入
れ

ら

れ

た
。

こ

れ

は
、

宗
教
復
興
に

よ
っ

て

イ
ス

ラ

ー
ム

的
規
範
が

望
ま

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
エ

ジ

プ

ト

社
会
に

お

い

て
、

西
洋
的
フ
ェ

ミ
ニ

ズ
ム

を

基

盤

に

お

い

た

身

分
法

改
革
が

困
難
と
な
っ

た

こ

と

を

表
わ

し

て

い

る

と

い

う
こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

三

　
二

〇
〇
〇
年
法
律
第
一

号
制
定
と

そ

の

背
景

　
こ

こ

ま

で

見
て

き
た

と

お

り
、

近

代
に

始
ま
っ

た

エ

ジ

プ
ト

身
分
法
改
革
は

現
代
に

至

る

ま

で

様
々

な

障
害
に

遭
遇
し

て

き

た

ヒ

に
、

一

九
七

〇
年
代
以

降
顕
在
化
し

て

き

た

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
の

潮
流
の

中
で

改
革
は
一

層
困
難
と

な
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

例
え

ば
、

カ

イ
ロ

大
学
の

助
教
授
で

あ
っ

た

ナ
ス

ル

・

ハ

ー
ミ

ド
・

ア
プ

ー
・

ザ
イ

ド

（

Z
鋤

鷲

口
似

巨
α

〉
σ
9N

帥

旨）

は
、

ム

ス

リ

ム

同
胞

団
と

関
係
の

深
い

弁
護
士

集
団
か

ら

著

作
を

反

イ
ス

ラ

ー
ム

的
で

あ

る

と

し
て

提
訴
さ

れ
、

一

九
九
六

年
に

は

背
教
者
宣

告
を

N 工工
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．匸 ジプ ト身分法改革 と女性

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
ヨソ

受

け
、

現
在
で

は
エ

ジ
プ
ト

国
外
に

暮
し

て

い

る
。

ま

た
、

著
名
な
フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト

と

し

て

長
年
活
躍
し

て

い

る

サ

ア
ダ

ー

ウ
ィ

ー

に

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　バ
カげ

対

し
て

も
、

ム

ス

リ

マ

と

し

て

の

信
仰
に

反
す

る

発
言
が

見

ら

れ

た
と

い

う

理
由
で

訴
訟
が

起
こ

さ

れ

た
。

こ

う
し

た
こ

と

か

ら

分
か

る

よ

う
に

、

現

代
に

お

い

て

は

保
守
的
な

男
性
の

解
釈
や

意

見
が

正
当

性
を

持
ち

つ

つ

あ
り

、

そ
の

よ

う
な

社

会
状
況
に

お

い

て
、

女

性
の

地

位
向
上

を
主

張
す

る
こ

と

は

難
し

く
な
っ

て

い

る

と

い

わ

ざ
る

を

得
な
い

。

　

し

か

し
、

こ

う
し

た

中
で

も
、

エ

ジ
プ

ト
で

は
一

九
八
五

年
法

に

続
く
重
要
な

身
分
法
と

し

て

二

〇
〇
〇

年
法
律
第
一

号
が

制
定
さ

れ

た
。

ま

ず、

こ

の

法
律
の

重

要
な

点
は

、

そ

れ

ま
で

明
文

化
さ

れ
て

い

な
か
っ

た

女
性
の

側
か

ら

の

離
婚
請

求
の

権
利
が
規

定
さ

れ

た

こ

と

に

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

離
婚
形
態

は

フ

ル

ウ

（

喜
三．
）

と

呼
ば

れ
、

イ
ス

ラ

ー

ム

法
に

お

け

る

離
婚

形
態

の
一

つ

で

あ
る

。

元

来、

フ

ル

ウ

離
婚
は

、

妻
が

離

婚
の

意
思
を

持
ち
、

夫
が

こ

れ

に

同

意
す

る

こ

と

で

成
立

し
、

こ

の

際
、

妻
は

夫
に
一

定
の

代
償
を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ハ
を

支
払
う
こ

と
が

条
件
と

さ

れ

る
。

し
か

し
、

以

下
に

あ
る
と

お

り
、

二

〇
〇
〇
年
法
第
二

十
条
第
一

項
に

は
、

夫
の

同
意
が

な

く
と
も

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

ま　

離
婚
が

成
立
す

る
こ

と
が

明

記

さ

れ

て

お

り
、

こ

れ
は

エ

ジ

プ

ト

身
分
法
上
、

非
常
に

画
期
的
な

点
で

あ
る

と

さ

れ

て
い

る
。

　

　

　
夫
婦
は

、

フ

ル

ウ

の

成
立
に

向
け

て

合
意
す

る
こ

と

が
で

き
る

。

か

か

る

合
意
が

成
立
し

な
か
っ

た

場

合、

妻
が

フ

ル

ウ

の

宣

　

　

告
を
求
め

る
訴

え

を

起
こ

し
、

自
分
の

身
を

請
け

戻
し

、

法

で

認

め

ら

れ

た

す
べ

て
の

（

婚
姻
か

ら

発
生
す
る

）

権
利
を

放
棄
し
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　「
57）

　

　

す
で

に

夫
か

ら

与
え

ら

れ

た

婚

資
を
返
還
し

た

と

き、

裁
判
所
は

離
婚
を

宣

告
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

（
以
下
略）

　
「

婚
姻
か

ら

発
生

す

る

権
利
」

と

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

法
上

夫
に

義
務

付
け
ら

れ
て

い

る
マ

フ

ル

（
ヨ
餌

冴
）

や

夫
側
か

ら

の

離
婚
の

場

合
に

得
ら

れ

る

扶
養

手
当
て

を

指
す

。

マ

フ

ル

と

は
、

婚
姻
に

際
し
て

夫
が

妻
に

支
払
う

婚
資
の

こ

と

で

あ

る

が
、

現

在
の

慣
行
で

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

蒜）

は
、

婚
姻
契
約
時
に

約
束
の

半
額
を

、

離
婚
時
に

残

り

の

支

払
い

を
す

る
こ

と

が

多
く

、

離
婚
後

の

女

性
の

生

活
の

経
済
的
支
え
に

な

っ

て

い

る
。

し

か

し

な
が

ら
、

フ

ル

ウ

離
婚
で

は
、

扶
養
手
当
お

よ
び

結
婚
し

た

時
に

結
ん

だ

全

て

の

経
済
的
契
約
を

放

棄
す

る
こ

と

265 （481）
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で
、

離
婚
を

望
む

理

由
の

証
明
を

せ

ず
と

も

夫
と

の

離
婚
が

認
め

ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

　

女
性
か

ら

の

離
婚
を

認
め

る

と
い

う
一

見
西
洋
的
価
値
観
に

則
っ

た

改
革
で

あ

る
が
、

フ

ル

ウ

離
婚
は

以

下
の

ク
ル

ア

ー
ン

に

そ

の

　

　
　

　
ほね

法
源
が

あ
る

。

　

　
　
離
婚
（

の

申
し

渡
し

）

は
、

二

度
ま

で

許
さ

れ

る
。

そ

の

後
は

公
平
な

待
遇
で

同
居
（

復
縁）

さ
せ

る
か

、

あ
る
い

は

親
切
に

　

　
し

て

別
れ

な

さ
い

。

も
っ

と

も

両
人

が
、

神
の

定
め

ら

れ
た

掟
を
守
り
得
な
い

こ

と

を
恐
れ

る

場

合
は

別
で

あ
る

。

も
し

あ
な

た

　

　
が

た

両
人
が

、

神
の

定
め

ら

れ

た

掟
を

守
り

得
な
い

こ

と

を
恐
れ
る

な

ら

ば
、

か

の

女
が

そ

の

（

自
由
を
得
る

）

た

め

に

償
い

金

　

　
を

与
え

て

も
、

両
人
と

も

罪
に

は

な

ら
な
い

。

〔

健
愚
b 。

O）

　

先
に

述
べ

た
と

お

り
イ

ス

ラ

ー
ム

法
で

は
一

方
的
離
婚
権
は

原
則
と

し

て

夫

に

与
え

ら

れ
て

い

る

も
の

の
、

上

記
の

よ

う

に
、

理

念

的
に

は

妻
に

も

離
婚
請
求
の

権
利
が

あ
る

。

し

か

し

な

が

ら
、

二

〇
〇
〇

年
以

前
は

、

妻
が

こ

の

権
利
を

行
使
す

る

に

は
、

あ

ら

か

じ

め

婚
姻
契

約
書
に

そ
の

旨
を

書
い

て

お

か

な

け

れ

ば
な

ら

ず
、

男
性
中
心
の

非
常
に

伝
統
主
義
的
な
社
会
に

お

い

て

そ

の

よ

う

な

条
項

を

主
張
で

き

る

女

性
も

、

自
分

の

妻
の

離
婚
権
を

認
め

る

男
性
も
少
な
か

っ

た

た

め
、

実
際
に

は

女
性
の

側
か
ら

の

離

婚
は

非
常
に

困

　

　
　

ハ
ヨ

難
で

あ
っ

た
。

ま
た

、

エ

ジ
プ

ト

に

お

け

る

女

性
の

識
字
率
の

低
さ

も

関
係
す

る

だ
ろ

う
。

UNDP

の

統
計
で

は
、

一

九

九
九
年
の

エ

ジ

プ

ト

人
女

性
の

非
識
字
率
は

、

五

七
・

二

％
で

あ

り
、

二

人
に
一

人

以
上
の

女
性
が
文

字
を
読
め

な

い

と
い

う
こ

と

に

な

麺
。

こ

の

よ

う
な

状
況
で

は
、

離
婚
請
求

権
を
あ
ら

か

じ

め

婚
姻
契
約
書
に

書
く

こ

と

が

で

き

る

の

は

限
ら

れ
た

女

性
だ

け

で

あ
っ

た

だ

ろ

う

と

考
え

ら

れ

る
。

　
ま

た
、

そ

う
し

た

伝
統
に

抗
い

女
性
の

側
か

ら

離
婚
を

請
求
し

て

も
、

裁
判
所
に

お

い

て

離
婚
の

理

由
を

証
明
す

る

義
務
を

果
た

す

こ

と

は

膨
大
な
時
間
と

労
力
を

費
や

す
も

の

で

あ
っ

た
。

法
改
正
以

前
は

、

女

性
は

裁
判
所
に

行
き

、

離
婚
を

望

む

理

由

Il
夫
の

性

（482〕 266

N 工工
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的
不
能

、

家
族

の

遺
棄

、

扶
養
義
務
の

怠

慢、

大
量
飲
酒

、

夫

婦
関
係
の

悪

化
な
ど

　
　
の

証
明
を
せ

ね
ば

な

ら
ず
、

離
婚
で

き

る

か

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
ヨ

否
か

の

判
断
は

裁
判
所
に

委
ね

ら

れ
、

結

果
が

出
る

ま

で

に

は

通

常
十
年
近
く

も
か

か

っ

た
。

裁
判
が

長
期
化

す
る

理

由
と
し

て
、

サ

ア

ダ

ー
ウ
ィ

ー

（
Z
鋤

≦
巴

巴
畠
軌

鼠
ヨ）

や

ア

ブ
ド
ゥ

・

ア
ル
・

カ

ー

デ
ル

（

o。

o

冨
．

〉
げ

α

巴−
O
鋤

臼
同

）

は
、

男
性

中
心

主
義
的
立

場

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
ヨ

に

立
っ

て

判
決

を

下

す

裁

判
官
に

も

問
題
が

あ
っ

た

と

し

て

い

る
。

　
二

〇
〇
〇
年

法

に

よ

り
法

律
面
に

お

け

る

女

性
の

離
婚
が

容
易
に

な
っ

た

こ

と

は

紛
れ
も

な
い

事
実
で

あ

り
、

一

九
八

九
年
か

ら

同

法
の

制
定
に

向
け

て

活
動
を

行
な
っ

て

い

た
モ

ナ
・

ズ

ル

フ

ィ

カ

ー
ル

（

ζ
o

鬘
ゲ

N
三

曾
貯）

も
、

「

私
た

ち

は
二

一

世
紀
に

向
け
て

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

はら

大
き

な

飛
躍
を

し

た
。

こ

の

法
は

女

性
に

よ

り

よ
い

立
場
を

与
え

る

も
の

で

あ
る

。

」

と

述
べ

て

い

る
。

　
し
か

し

な
が

ら

現
実
に

は

多
く
の

女

性
が

容

易
に

離
婚
で

き

る

環
境
に

い

る

わ

け

で

は

な
い

。

夫
と

の

あ

ら

ゆ

る

経
済
的
契
約
を

破

棄
し
て

も

自
立
し

て

い

け

る

経
済
力
の

あ
る

女

性
で

あ
れ
ば

い

い

が
、

そ

う

で

な
い

女
性
は

た

と

え

離
婚
し

て

も
そ

の

後
の

暮
ら

し

は

非
常
に

困
難
な

も
の

と

な

る
。

こ

れ

ら

の

女
性
た

ち

に

と

っ

て

は
、

ど

ん

な

に

結
婚
生

活
が

辛
く
と

も
、

自

ら

離
婚
を
選

択
す
る

の

は

難
し
い

こ

と

だ

ろ

う
。

こ

う

し

た

問
題
点
に

関
し

て
、

法
が

制
定
さ

れ

る

前
の
一

九

九
九
年
一

二

月
二

四

日

に

エ

ジ

プ
ト
で

発
行
さ

れ

た
ミ

ド

ル

・

イ

ー

ス

ト
・

タ

イ
ム

ズ

紙
は

、

女
性
た

ち

の

次
の

よ

う
な

発
言
を

載
せ

て

い

る
。

　
も
し

私
が

夫
を

離
婚
し

た

か
っ

た

な
ら

ば
、

単
に

立

ち

去
る

だ

け

で

す
が

、

私
は

全
て

を
諦
め

な

け

れ

ば
な

り
ま

せ

ん
。

こ

の

法
に

よ
っ

て

女
性
に

も

た

ら

さ

れ

た

も
の

は
、

自
由
と

引
き

換
え

に

扶
養
手

当
と
マ

フ

ル

を
諦
め

る
た

め

の

法
的
道
筋
を

与
え

た

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

まり

だ

け

で

す
。

こ

れ
は

正
当
で

は

あ

り
ま
せ

ん
。

　
こ

の

修
正
は

自
分
の

［

経
済
的
］

権
利

を

諦
め

る
こ

と

が

で

き

る

豊
か

な

女

性
に

と

っ

て

は

妥
当
な

も

の

で

し

ょ

う
。

け

れ

ど
、

夫

の

下
を

去
り

た

い

貧
し
い

女
性
は

ど

う

で

し
ょ

う
。

彼
女

た

ち

は

n

離
婚
］

で

き

な
い

で

し
ょ

う
。

こ

の

法
は

進
歩
か

も
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お　

　

　
し

れ

ま
せ

ん

が
、

と
て

も

小
さ

な
一

歩
で

す
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
跚

　

逆
に

保
守
派
は

二

〇

〇
〇

年
法
に

よ

っ

て

女

性
か

ら

の

離
婚
が

可

能
に

な
っ

た
こ

と

で

離
婚
率
が

上
が

る

こ

と

を

恐
れ

て

い

る
。

例

え

ば
・

ウ
ン

マ

党
（

CB

蕁
℃

量
の

ア
フ

マ

ご
ア

ル
“

サ
バ

ヒ

⊥
〉

冨
韋゚
・

国
げ

畳
）

党
首
は

・

フ

ル

・

法
は

家
庭
・

醐

妻
の
一

方
的
な

離
婚
に

よ
っ

て

崩
壊
さ
せ

る

悪

法
で

あ

る
と

批

判
し
、

「

［

自
分
か

ら

離
婚
を
い

い

出
す

よ

う
な
］

女
性
は

、

家
族
の

未

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
67）

来
を

考
え

な
い
」

と

述
べ

て

い

る
。

サ

ブ
ヒ

ー

党
首
は

、

フ

ル

ウ

法
へ

の

反

発
と

し
て

「

良
き

妻
の

日
」

を

設
定
し

、

こ

う
し

た
こ

と

に

よ
っ

て

夫
や

子

供
の

世
話
を

よ

く

す
る

妻
を

夫
や

社
会
が

ほ

め

た

た
え

る
こ

と

で
、

「

自
ら

離
婚
す

る

よ

う
な
」

妻
と

の

対
比
を

明

　

　
　

　

　
　

　（
68）

確
に

し

よ

う

と

し
た

。

　

こ

う
し

た

意
見
は

エ

ジ

プ

ト

に

お

い

て

特
異
な
も

の

で

は

な
い

。

フ

ル

ウ

離
婚
に

反
対
す

る

男
性
に

つ

い

て
、

ア

ズ
ハ

ル

大

学
イ
ス

ラ

ー

ム
・

ア

ラ

ブ

学
部
女

子

部
学
部
長
ア

ー
ミ

ナ
・

ヌ

サ

イ

イ
ル

（
〉

邑
コ

魯

ζ
⊆

冨
ヨ
日

巴
2
昜
曽

団
《
「
）

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

　

　
　

か

つ

て

法
の

こ

の

よ

う

な

部
分
［
1ー
フ

ル

ウ
］

に

対
し

て
、

そ

れ

が

家
庭
の

崩
壊
や

子
供
の

荒
廃
の

問
題
を

容
易
に

す

る

だ
ろ

　

　

う
と

い

う
多
く
の

怒

り

の

声
が

上

が
っ

た
。

実
際
に

は
、

私
は

こ

の

よ

う

な

状
態
に

驚
い

て

い

る
。

私
た
ち

が

女
性
の

苦
し

み

を

　

　

取
り

除
き

、

女
性
の

人

間
的
保
護
と

し

て

イ
ス

ラ

ー
ム

が

与
え

た

こ

の

よ

う

な

慈
悲
の

存
在
を

喜
ぶ

代
わ

り
に

、

怒
り
、

苛
立
っ

　

　

て

い

る

［

男
性
は

］

、

ま
る
で

女

性
の

苦
し

み

は

男
性
が

女
性
の

意
思
に

反
し

て

自

発
的
に

行
な

う

よ

う

男
性
に

与
え

ら

れ
た

権

　

　

利
で

あ
る

［

と

考
え

て

い

る
］

か

の

よ

う
で

あ

る
。

（
中
略）

一

部
の

男
性
は
、

フ

ル

ウ

法
の

制
定
が
エ

ジ

プ

ト

の

女
性
を

目
覚
め

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
　　

　

　

さ
せ

、

彼
女

た

ち
が

フ

ル

ウ

の

要
求
の

た
め

に

裁
判
所
の

前
に

立
つ

で

あ

ろ

う

と

想
像
し

た
。

　

ヌ

サ

イ

イ
ル

の

こ

の

指

摘
は
、

フ

ル

ウ
に

よ

る

家
庭
崩
壊

、

す
な

わ
ち

妻
が

離
婚
を

切
り
出
す
こ

と

で

家
族
が

崩
壊
し

て

し

ま

う
こ
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と

を
恐

れ

る

男

性
が

多
い

こ

と

を

示
唆

し

て

い

る
。

イ
ス

ラ

ー

ム

に

お

い

て

は
、

婚
姻
に

よ

っ

て

子

を
な

す
こ

と
で

地
上
に

ム

ス

リ

ム

を

増
や

す
こ

と

が

奨
励
さ

れ
て

お

り
、

そ

れ

ゆ

え
、

イ
ス

ラ

ー

ム

社
会
に

お

い

て

は

家
族
は

重
要
な

基
礎

単
位

で
あ

り
、

家
族
の

崩
壊

は

イ
ス

ラ

ー
ム

の

危
機
と

考
え

る

者
が

多
い

と
い

う
こ

と

を
表

わ

し
て

い

る

の

だ

ろ

う
。

　

こ

う

し

た

問
題
や

反
対

を

抱
え

る
フ

ル

ウ

離
婚
で

は

あ
る
が

、

そ

れ

を

認
め

る

二

〇
〇
〇
年
法
は

ど

の

よ

う

に

し

て
、

ま

た

な
ぜ

、

制

定
に

い

た
っ

た
の

で

あ

ろ

う
か

。

以

下
、

成
立
に

い

た

る

事

情
を

考
え
て

み

た
い

。

し

か

し
、

同
法
は

成
立

し
て

日
が

浅
い

た

め

未

だ

十
分
な

研
究
が

な

さ

れ

て
い

な

い
。

そ

の

た
め

、

本
稿
で
は

現
地
の

新
聞
や

筆

者
が

行
な
っ

た

聞
き

取
り
調

査
を

中
心
と

し

た

考
察

を

行
な

う
。

　

同
法
が

成
立
に

至

っ

た

最
も
大
き

な

理

由
は

、

先
に

述
べ

た

よ

う
に

ク
ル

ア

ー
ン

に

明
文

化
さ

れ

た

規
定
が

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
。

ま

た
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

に

も

預
言
者
ム
ハ

ン

マ

ド

が
、

信
徒
の

女
性
が

彼
女
の

夫
と

離
婚
す

る
の

を

認

め
た

と
い

う
伝
承
が

残

　

　

　ハ
れ　

っ

て
い

る
。

そ

れ
に

も
か

か

わ

ら

ず、

フ

ル

ウ

離
婚
は

イ

ス

ラ

ー

ム

法
に

反

す
る

と

す

る

訴
え

が

出
た
が
、

最

高
憲

法

裁
判
所
は

そ

の

訴

え
を

棄
却
し

、

フ

ル

ウ

離
婚
が

ク
ル

ア

ー
ン

に

基
づ

い

た

正

当
性
の

あ
る

離
婚
形
態
で

あ

る

と
い

う
明

確
な

宣
言

を

行
な
っ

廼
。

こ

う

し
た
こ

と

は
、

フ

ル

ウ

離
婚
が

イ
ス

ラ

ー
ム

法
に

則
っ

た

も

の

で

あ
る

と

い

う
こ

と

を
エ

ジ
プ

ト

社
会
に

対

し
て

よ

り

印
象
付
け

る

こ

と

と

な
っ

た

で

あ

ろ

う
。

　

ま
た
、

二

〇

〇
三

年
に

エ

ジ

プ

ト

人

女

性
と

し

て

初

め

て

最
高
憲
法

裁

判

所

判

事
と

な
っ

た

タ
ハ

ニ

ー
・

ア

ル
・

ジ
バ

リ

ー

（
日

讐

穹
圃

巴−
旨

ま
鋤

冒）

に

よ

る

と
、

二

〇
〇
〇
年
法
制
定
に

は
一

九
九
九

年
か

ら

二

〇

〇

〇
年
当

時
の

フ

ァ

ト
ヒ

ー
・

ナ

ジ

ー

プ

法

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　　
ドね

務

大
臣
補
佐
の

貢
献

に

よ

る
と

こ

ろ

が

大
き
い

と

い

う
。

一

九

七

九

年

法
が

西
洋
的
フ
ェ

ミ
ニ

ズ
ム

を
推
進
し

て
い

た

ジ

ー
ハ

ー

ン

・

サ

ー

ダ

ー

ト

主

導
で

行
な
わ
れ
た

こ

と

と

比
べ

る
と

、

ナ

ジ

ー
プ

が

男

性
か

つ

法
律
の

専
門
家
で

あ
っ

た

こ

と

は
、

改
革
を
円
滑
に

進
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め

る
一

囚
と

な
っ

た
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

ま

た
、

ジ
バ

リ

ー
判
事
に

よ

れ

ば
、

フ

ル

ウ

離
婚
の

明
文
化
は
エ

ジ

プ

ト
に

お

い

て

長

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
跚

年
議
論
の

対
象
で

あ
っ

た

た

め
、

人
民
議
会
で

は
一

年
間
の

準
備
期

間
を

経
て
、

四
ヶ

月
に

わ
た

り

十
分
な
審
議
が

な

さ

れ
た

上
で

公

布
さ

れ

た
・

こ

れ

は
・

五
七

九
年
法
が

大

統
領
A
下

に

吉
議
会
の

承
認
を

得
ず
に

発
布
さ

れ

て

し

ま
・

た
・

と

と

は

対

照
的
で

あ

醐

る
。

　

こ

の

よ
う

に
、

二

〇
〇
〇
年
法
は

イ
ス

ラ

ー

ム

法
に

則
っ

て

い

る
と

い

う

点

を

強
調
し
、

慎
重

に

議
論
が

行
な

わ

れ

た

結
果
成
立
し

た
。

本
節
の

冒
頭
で

も

述
べ

た

よ

う
に

、

現
在
の

エ

ジ
プ

ト

に

お

い

て

保
守
的

な

男
性
の

意
見
が

主

流
に

な

り
つ

つ

あ

る

中
で

、

女
性

の

権
利
を
よ

り

拡
大
す

る

よ

う

な

法

律
を

制
定
さ

せ

る

た

め

に

は
、

二

〇
〇
〇

年
法

の

よ

う
に

イ

ス

ラ

ー
ム

的
価
値
規
範
に

則
っ

て

お

り、

か

つ
、

そ

の

こ

と

を

前
面
に

押
し

出
し

た

改
革
を

行
な

う

必
要
が

あ
る

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る

と

い

う
こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
。

ま

た
、

同
法
は
、

ク

ル

ア

ー
ン

や
ハ

デ
ィ

ー

ス

と

い

っ

た

い

わ

ゆ

る

原

点
に

回
帰
す

る

こ

と

が

必
ず
し

も

女

性
の

権
利
を
奪
う
こ

と

を

意
味
す
る

わ

け

で

は

な
い

こ

と

を

示

し

て

い

る
。

そ

れ
ど

こ

ろ

か
、

原

点
回

帰
に

よ
っ

て

女
性
に

よ

り

多
く

の

権
利
を

与
え

る
こ

と

が

で

き

る

と

い

う
こ

と

を

示
唆
し

て

い

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

近

年
で

は
、

サ

ア

ダ
ー

ウ
ィ

ー

や

ア
ハ

メ

ド

と
い

っ

た
ム

ス

リ
ム

フ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
（
73〕
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

（
74）

エ

ミ
ニ

ス

ト

た

ち

に

よ
っ

て
、

ク

ル

ア

ー
ン

の

男
女
平

等
主

義
的
側
面
や
、

イ
ス

ラ

ー
ム

初
期
時
代
の

女
性
た

ち

の

活
躍
が

明
ら

か

に

さ

れ
、

イ
ス

ラ

ー
ム

法
の

名
の

下
の

女

性
に

対
す
る

規
制
が
、

宗
教
に

根
ざ

し

た

も
の

と

い

う
よ

り

も
、

歴
史
的
文
化
的
影
響
を

受

け

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ハ
　　

た

も
の

で

あ

る

と
い

う
こ

と
が

主
張
さ

れ
て

き
て

い

る

が
、

こ

の

よ

う
な
聖
典
や

初
期
イ
ス

ラ

ー
ム

時
代
の

再
解
釈
が
二

〇
〇
〇
年
法

と

何
ら

か

の

関
係
性
を

持
つ

の

か

と
い

う
こ

と

は

興
味
深
い

点
で

あ
り

今
後
の

課
題

と

し

た
い

。
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お

わ

り
に

　
本
稿
で

は
、

近
代
か

ら

現
代
に
お

け

る

エ

ジ

プ

ト

身
分
法
改

革
に

つ

い

て

概
観
し
た

。

一

九
世
紀
後
半
の

植

民
地

政
策
の

影

響
で

始

ま
っ

た

身
分
法
改
革
運
動
は

、

改
革
案
自
体
は

イ
ス

ラ

ー
ム

法
か

ら

逸
脱
す
る
こ

と

は

な
か
っ

た

が
、

運
動
は

ア
ミ

ー
ン

や
シ

ャ

ア
ラ

ー

ウ
ィ

ー
と

い

っ

た

西
洋
化
志

向
の

改
革
者
に

よ
っ

て

な
さ

れ
た

。

夫
の
一

方
的
離
婚

権
や

複
婚
権
を
規

制
す

る

初
の

法
と

な
っ

た
一

九

七

九

年
法

制
定
に

尽
力
し
た

ジ
ー

ハ

ー
ン

・

サ

ー

ダ
ー

ト
の

運

動
も

ま
た

シ

ャ

ア
ラ

ー
ウ

ィ

ー
ら

の

延

長
線
上
に

あ
り
、

宗

教
復
興

に

よ

り

保
守
化
し

た

当
時
の
エ

ジ
プ
ト

社
会
に

お

い

て

大
き

な

議
論
を

巻
き

起
こ

し
た

。

そ

の

結
果、

一

九
七

九
年
法
は

手
続
き

違
憲

と

さ

れ
、

若

干
の

修
正

を
伴
い

一

九

八
五

年
法
と

し
て

制
定
さ

れ

た
。

こ

の

こ

と

は
、

身
分

法
改
革
が

西

洋
化
を
志

向
す

る

運

動
と

し

て

行
な

わ

れ

る
こ

と

の

限
界

を

示
し

て

い

る
と

い

う
こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う
。

一

方
、

一

九

八
五

年
法
に

続
く

重
要
な

身
分
法

と

し

て

制
定
さ

れ

た
二

〇

〇
〇
年
法

は
、

聖

典
に

基
盤゚
を

置
い

た

内
容
で

あ

る

こ

と

を

前
面
に

押
し

出
し
た

改
革
で

あ
っ

た
。

同
法
は

成
立

後

日

が

浅
い

た

め

限
ら

れ
た

資
料
の

中
で

の

分

析
と

な
っ

た

が
、

社
会
が
】

層
保
守
化
す

る

中

で

女

性
が

よ

り
多
く
の

法
的
権
利

を

得
る

た

め

に

は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

的
価

値
規
範
に

則
っ

た

改
革
が

必
要
で

あ
る

こ

と

を

表
わ
し

て
い

る

と
い

う
こ

と
が

で

き

る

だ

ろ

う
。

注
（

1）
　
〉
二

窪
 

田
o
≦
o

ζ
鋤

巳

8
岱゚

エ

＆
o

§
も

§
職
認

晦

、

き

討

鴇

二
δ

蕁

き
偽

“
§
ミ

§b
、

ミ

≧
笛

ミ

§
ミ
ミ

鱗

勘

鳶
魁

9
諒
遷

鷺

§

G
ミ
ざ、

O
巴

δ’

→

箒

　

〉

∋
 

ユ

B
コ

¢

巳
＜
 
「

巴

昌

ぎ
0
巴
「

o

写
 

コ。

°り

し
OO

押

u。

げ
Φ

ユ

貯

N
二
げ

旨−
謁
Q

竃
ミ

き
鴫

肉

§
鳴

ミ
謡

喚

翻
、

ミ
ミ
惹

O
§
職

ミ

ミ
塁
N

霪
§

O
§
萄

ミ

営
ミ
墜

　

鐔
黛甲

〉
ぎ

穹
｝ 、’
ω

β
冖

 

¢

三
く

q
巴

蔓

9Z

Φ

≦

団
o

蒔
勺

掃
ω

。゚

」

8
押

閃

巴
朝
四

国一−
O
償

ぎ

舞

苺
き

ミ
o

誉
魯・’
、
適

竃
Q
織

蕊

職

沁
翁
蹄

貯

ミ
魯

○

臥
oa

堕

　

Z
 

均

く
o
「

ぎ

ゆ
 

「

ひq℃
一

ゆ
 

ρ

271 （487）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

（
2
）
　
大
塚

和
夫
『

イ

ス

ラ

ー

ム

主

義
と

は

何
か
』

岩

波
書
店、

二

〇
〇
四

年、

一

六
五

頁
。

（
3
）
　
本
稿
で

扱
う
身
分
法
は

ム

ス

リ

ム

身
分
法
で

あ
り

、

エ

ジ

プ

ト

国
民
の

う

ち、

ム

ス

リ
ム

の

み

に

適
用
さ

れ

る
。

非
ム

ス

リ

ム

国
民
は

各
人

が

信
仰

　
　
す

る

宗
教
に

固
有
の

身
分
法
の

適
用

を
受
け

る
。

堀
井
聡
江

『

イ

ス

ラ
ー

ム

法
通
史
』

山
川
出
版
社、
．

＝

七

頁
、

参．
照

。

（
4
）
　
し

か

し
な
が

ら、

こ

う
し

た

法
領
域
に

つ

い

て

も
、

実
定

法
と

し

て

の

強
制
力
は

持
た
な
い

が
、

イ
ス

ラ

ー

ム

法
は

ム

ス

リ

ム

の

規

範
で

あ

り

続
け

　
　
て

い

る
。

す
な

わ

ち、

エ

ジ

プ
ト

の

よ

う
に

国
家
が
定
め

た

制
定
法
（
実
定
法）

が

存
在
す

る

国
の

ム

ス

リ

ム

は
、

制
定

法
と

イ

ス

ラ

ー

ム

法
が

共

　
　
存
／
競

合
す
る

社
会
に

暮
し

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

よ
う
な
エ

ジ

プ

ト

社
会
の

多
元
的
法
体
制
の

詳
細
に

つ

い

て

は

以

下
を

参
照

。

嶺

　
　
崎
寛
子

「

多
元
的
法
秩
序
と

し

て

の

シ

ャ

リ

ー

ア

と

フ

ァ

ト
ワ

ー

　
　
現
代
エ

ジ

プ

ト

を

事
例
と

し
て
」

（

『

日

本
中
東
学
界
年
報
』

十
八

ー
一

、

二

〇

　
　
〇
三

年）
、

一

−
三
一

頁
。

（
5
）
　
堀
井、

前
掲
書、

二
一

七

頁
。

エ

ジ
プ

ト

身
分

法
の

立
法
は、

新
た
に

制
定
さ

れ
た
法

令
が
、

そ
の

法
令
独
自
の

規
定
を

定
め

る

こ

と

に

加
え

て
、

　
　
以
前
の

法
令
に

対
す

る

条
文
の

削
除
ま
た

は

追
加
に

よ

る

法

改
正
と

い

う
形
式
を
取
っ

て

い

る。

真
田
芳
憲
・

松
村
明
「
エ

ジ
プ
ト

の

ム

ス

リ

ム

離
婚

　
　
法
に

お

け
る
『

加

害
離
婚
』

に

つ

い

て
」

（
『

法

学
新
法
』

第
九
八

巻、

第
一
・

二

号）
、

二

〇
〇

頁、

参
照

。

（
6

）

　
真
田
・

松
村

、

前
掲
論
文

。

婚
姻
法
に

つ

い

て

は
、

立
法
の

な

い

場

合
に

は
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

イ
ス

ラ

ー

ム

法
が

適

用
さ

れ

る
。

塙
陽
子
『

イ

ス

　
　
ラ

ム

身
分
法
［

研
究
と

資
料
2
　
エ

ジ
プ

ト
・

レ

バ

ノ

ン

・

シ

リ

ア
・

ト

ル

コ

付
イ
ス

ラ

エ

ル
］
』

信
山
社、

一

九
九
九
年、

参
照

。

（
7

）

　

堀
井、

前
掲
書、
一
．

二

四

頁
。

（
8

）

　
国
四

ユ

冒゚

し。

⊂

≡
〈

畧
」
き
§
§

§

嚢
§
謡

黜
呼、
時

卜

思”
O
巴
「

o噌

→
ゴ
Φ

〉

∋
Φ
「凶
＄
コ

¢

三
〈
 

邑
蔓

ぎ

O
巴
『

o

「

器
。゚

°・

口
 
゜。

O°
℃°
 

8

（
9

）

門
Φ

ぎ

≧
∋
Φ

9

蕁
ミ
§

§
織

O
§
穂

こ
ミ

ミ
§ 

ミ
§
註

ミ、

沁

8
騎

ミ
額

さ
魯
ミ

b
暮
ミ
♪

O
巴

夛
→

落
〉

ヨ

曾
。

°。

コ

¢
三
く
Φ
「

ω

身
一
コ

　
　
O
巴
「

o

即
窃
μ

一

 

ゆ

。。

も
］
刈

 ゜

ラ

イ

ラ
・

ア
ハ

メ

ド
（
林
正

雄
・

岡
真
理
・

本
合
陽
・

熊
谷
滋

子
・

森
野
和
弥
訳）

『

イ

ス

ラ

ー

ム

に

お

け
る

女
性
と

　
　
ジ
ェ

ン

ダ
ー

　
　
近
代
論
争
の

歴
史

的
根
拠』

法

政
大
学
出
版
局、

二

〇
〇
〇
年

。

（
10
）

　
QD
 

ぎ
坦

しdo

雪
mP

肉

鑓
§
魯
識

蠹
O
ミ
N

§
忌
愚

§

鐔
賢℃

2
 

≦

団
o

蒔一

〇
〇一
鑑

5
げ

冨

ご

巳
く
 

邑
身

牢
Φ

鉾
一

り

8
も゚
° 。

ω’

（
11
）

　

本
稿
に

お

け

る

ク

ル

ア
ー

ン

の

引

用
は

『

日
亜
対
訳
沖
解
　
　
聖

ク
ル

ア

ー

ン
」

（

宗
教
法
人

ム

ス

リ
ム

協

会、

一

九
八

二

年）

に

依
拠
し
た
が
、

　
　
一

部
筆
者
が

言
葉
を
補
っ

た
。

本
文

中
（
O
呼

旨
9

と

あ
る

の

は

ク

ル

ア
ー

ン
．

冖

章
二

二

九
節
を

指
す

。

（
12
）

　
夫
は
一

人
の

妻
に

対
し
て

二

回

ま

で

は

離
婚
後
の

復
縁
が

可
能
で

あ
る

が、
．、一

回
目
の

離
婚
を

行
な
っ

た

後
は

、

彼
女
が

別
の

男
性
と

結
婚
し、

離

　
　
婚
し

た

後
で

な

け
れ
ば
復
縁
す
る

こ

と

は

で

き
な
い

こ

と

を
意
味
す

る
。

（
13
）
　
柳
橋
博
之

『

イ
ス

ラ

ー
ム

身
分
法
』

創
文
社、
一
．

○
〇
一

年、

三

三

六
頁

。

（
14
）
　
同
右
書

、

三

三

七
頁

。
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エ ジ プ ト身分法 改革 と 女性

（
馬
）

　

〉
『

コ
」

Φ

鼻

Ob
°
O一
け導
℃°
一

トQQG

°

（
16
）

　
一
≦
帥
「

啝
o
冖

に
帥
O
「

簿

P

隷
ミ
帖
℃国
勝

舜
　
翻
罫

ミ樋

ミ楠
織

〉
ぐ
職
O
ミ、

O
飛

蕊

犠
Q
丶

貸
博

ミ
　

ミ
Q

さ
漣
謡
畩

ミ」

辱

§
職
鳴

謡噛

§
♪

○

巴
「

O一

→
70

＞

∋
O
ユ
O
曽
コ

　

　

¢
冨一
く
 
同

oo
犀
望

圏
二

6
ロ

マ
O

勺
「

O
ω

μ

H

り

 

μ

℃．
一

一゜

（
17
）

　

しσ
Φ
け

7

しd
溝
目
o

戸

　

搴
鳴

　
ミ
ミ
謡
鴨

謡
、

勃

臥

ミ
織
寿

ミN
註
晦

ミ

鐔
博
、、

6
ミ
丼

ミ・
魯

　
 
o
ら

貯

愛
　

ミ帖
ヘ

　

ミ
鰹

、

ミ
硫

鉾

Z
 

≦

国
餌

く
Φ

コ

鋤

口
虹

冖
O
コ

ロ

O
戸

皮

巴
Φ

　

　
一
⊆
コ一
〈
 
「

ω

搾
《

℃
『

Φ
o自
ρ

一

 

婚

♪

O．
一

一

H

（
熔
）

　

一

げ一
臼

（
B
）

　

bJ
”
ユ
『

”

PO

ワ

O一
一

こ

ワ
一

一．

（
20
）

　
一

げ凹
山
引

じoQ
叶

ヨ
帥

POO

°
〇一
け、
PQG

 ゚

（
21）
　

O
餌

Q。同
ヨ

〉

∋
ぎ
（
需
口

昌
Qワ

冨

冨
α

げ
｝ ・
uリ

ヨ
旨
p」

Qo

乙
70

∋

て

卑
Φ

「

ω

O
二）
’

黜
器

卜

專
ミ
§、
ご
ミ

9
、

　
丼
ご

ミ
鴨

§

ミ

ミ

ミ
飛

k

〜−、
乱

ミ

　
耳
ご
や
｝

§

鐸

O
巴
吋

9

→
ず
O

　

　

＞

目
 

ユ
O
蝉

づ

［「
コ曲
〈
Φ

「

の凶
叶

団

勹
「

Φ
onQo

一
ロ

O
国

冒
OH

》
「

O
ω

ω▼
卜σ

OOO

．

（
22）
　
一

三
ロ゚

も゚
O

メ

　
［

］

内
は

筆
者
が

言
葉
を

補
っ

た

部

分
で

あ
る
。

以

ド
訳
文
内
も
同
様

。

（
器）
　

〉
ご
ゴ
Φ

ρ

O
戸

息
け

；

O°
一

朝

切．

（
四）
　

H

σ冖
虹

；

℃
℃°
一

恥

蒔．
山
 

oc°

（
跖）
　

じじ
鋤

α

「

餌

PO

や

O

潔
；

℃°
一

N

身

〉
ぴ

コ
μ

Φ

鼻

O
℃°
6一
冖

；

OO
°
一

刈

軽

1
一

刈

孰゚

（
26）
　
堀
井

、

前
掲
書

、

二
一

七

頁。

（
27）
　
堀
井、

前

掲
書

、

二
一

＝

頁。

（
器）
　

〉
げ
円

口
Φ
O
；

O
℃°

皀
け

一゚
℃°
一

刈

切゜

（
29）
　
一

〇
ゴ

＝

r
国
ロQOO

ω

津

P

蕁
ミ
ミ騨
凡
苫

ミ
ミ

穎
帖

§

隷
ミ
帖

セ

ト
ミ
辷闇
Qc
Φ

oo

嵩
ユ

国

島
ユ
oPZ

Φ

≦

磯
o
「

厂

GQ
《
「

鋤
o
二
u。
Φ

d
巳
ぐ

嘆
9。凶
け

く

勺
「

 

ω

ω噛
卜⊇

OOH

−
℃

歹
切

o 。

−

　

　

 

¢°

（
30）

他
に

も

い

く
つ．
か

の

改
定
事
項
は

あ
る

が、

本

稿
で

は

以
下
の．
文

献
を

参
考
に

主
に

離
婚
や
一

夫
多
妻
に

関
連
す
る

こ

と
が

ら

の

み

を
提
示
し

た
。

　

　

真
円
・

松
村、

前
掲
論
文、

一

九
〇
1
一

九
八

頁、

長

沢
栄
治

「

エ

ジ

プ
ト

に

お

け
る

家
族

関
係
の

近

代
化
」

（

『

現
代
の

中
東
』

二
、

一

九

八
七

年）
、

　

　
　
二

五

頁
。

じ09

ヨ
⇔

Po

℃°

皀
け

こ

℃
O°
 

ω

−

。 。

合

国
コり

ロ
o
ω

諄

PoPo

［
fO
．

芻　

〉
蚊
Nm

＝
賃
゜。

°。

虫

P
．

葡
 

〔

 

畧

〉
ヨ

窪
α

ヨ
 

葺
ω

什
o

国
凶
団

讐，
ω

勺

霞
ω

o
コ

巴

　

　

Qo
辞

国
け

口
自o

ピ
餌

朝’、、

ヨ”
　
亭
ご

§
笥

謡

織

認

職

き
馬

建
ミ凡
含

丶

謡

　
、

譜
恥

ミ
篤

職
軋

簿

穿
の

さ

O
血’
σ
〈

両一
冒
⇔
σ
Φ
辞

ゴ

ニ
N

帥
「

コ
06

押

「
 

「

コ
 

鋤

　（
〉
⊆
Q。

二

P
ご
三
く
¢

「

ω

評
く

Oh

　

　

一

「
 

×
m
ω

勺
「

Φ

QcQ
α鴇

一

¢

 

釦

ぎ

O
℃．
卜Ω

トの

OI

悼

ω

一鹽

（
訂）
　

国
の

℃
O
自o
口

ρ

OO
°
O一
冖

’゚
唱．
一

〇

磨
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（
32
）
　
夫
と

死
別
あ
る

い

は
離
婚
後

、

女
性
が

再

婚
を
許
さ

れ
な
い

期
問

。

期
間
は

女
性
の

状
態
に

よ
っ

て

異
な

る

が、

ク

ル

ア

ー

ン

で

は

四
ヶ

月
と
一

〇

　
　
日
と

定
め

ら
れ

て

い

る
〔
二

章
二

三

四

節
）

。

こ

れ

は

生
ま

れ
て

く

る

子
の

父

性
を
明
確
に

す
る

た

め

で

あ
る

（
柳
橋、

前
掲
書、

二

七
九
頁
）

。

（
33）
　
一

90
コ

Qo
鋤

匿
ゴ

昌

§
ミ
織

謡

ミ

鼕
き

オ
 

朝

く
o

井”

田
∋
o
コ

帥

昌
匹

ω
o
『

昜
叶

Φ

ぴ

ち
。。

メ

や

も曽

〇

一゜

（
34）
　

長
沢、

前
掲
論
文、
一
一

五

頁
。

（
35）
　
池

内
恵
『

現

代
ア

ラ

ブ
の

社
会
思
想

　
　
終
末
論
と

イ

ス

ラ

ー

ム

主
義
』

講
談

社
現

代
新
書

、

二

〇

〇一．一
年、

四

ニ

ー
四
三

頁、

小

杉
泰
「

脅
威

　
　
か、

共

存
か

？

『

第
三
項
か

ら

の

問
い
』
」

（
同
編
『
イ

ス

ラ

ー

ム

に

何
が

お

き

て

い

る

か

　
　
現
代
世
界
と

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興』

平
凡
社、

一

九
九
六

　
　
年）
、

二

六
頁

。

〉
げ

白
Φ

負

o
℃°
o凶
冖゜

も゚

匿
 

な
ど

。

（
36
）

　
イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
の

詳
細
に

つ

い

て

は
、

小
杉
泰

『

現
代
中
東
と

イ
ス

ラ

ー

ム

政
治』

昭
和
堂、

】

九
九
四
年、

＝
二

六

−
一

七

三

頁
を

参
照

。

（
37
）

　
しd9

ヨ
凶

P

ε噛

9
冖

↓

マ
G 。

卜。°

（
38
）

　
ω
仁

≡
〈

穹劉

8
』凶
r
℃°
 

釦゜

（
39
）

　
＝
ロ
。゚

ω

 

ぎ”
oP6

一
fUP

卜。

さ 。

燈

−

NG

。

O°

（
40
）

　
国

咢
06
。

津

90

や

oF

も
や

釦

。。

−

沼゚

（
41
）
　

長
沢
、

前
掲

論
文

、

二

六

頁
。

（
42
）
　
UUo
冖

ヨ
餌

戸

oPo

一
辞

こ

P
。。

ρ

ω
ロ一
＝

螽
尸

oO
°
o一
冖

闇゚
O°
。。

¢°

（
43
）
　
ω

巳一凶
く
四

Po

冒゚

皀

r
℃

』
悼゜

（
44
）
　
ω
効

住

讐”
o
戸

∩一
fP

ω

繋゚

（
45
）
　
ω
仁

≡
〈
鋤

戸

o
℃°

皀

厂

戸
Q 。

 ．

（
46
）
　
しdo
冖

ヨ
餌

尸

8
お
F
も゚
○。

H°

（
47
）
　
Gっ
巳一
ぞ
餌

Po

℃°

皀
冖゜

も゚
 

N°

（
48
）
　
H

σ凶
尸
O’
 

一゜

（
49
）
　
長
沢、

前
掲
論
文、

二

六

頁
。

（
50
＞
　
長
沢、

前
掲
論
文、

二

五

頁
。

（
51
）
　
真
田
・

松
村、

前
掲
論
文

、

一

九
九

頁
。

（
52
）
　
真
田
・

松
村、

前
掲
論
文

、

］

九
九

頁
。

堀
井、

前
掲
書、

二

二

八

頁
。

一

九
八
五

年
法
の

主
な

修
正

は
、

夫
の

複
婚
に

よ

っ

て

受
け
た

加
害
を
妻

　
　
が

立
証
し
な
け

れ
ば

離
婚
が

成
立
し

な

い

こ

と

と

な
っ

た

と

い

う
点
で

あ

る
。
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エ ジプ ト身分法改革 と女性

（
53）
　
Z
巴
冨

〉
〒

〉
声

即
ミ
貯
篭
仂

ミ廟

9
§
蹴

ミ
織
ミ

織

、

ミ

の

ミ
譜

駐

帖

諒
画

ミ
ミ
ミ
乾

翁
野

暴
範

彗
蹴

§

ミ
q

ミ
乾
や

冫

§
器

ミ
§
斜

O
叫

ヨ
げ

ユ
岱
瞬

P

　

O
鋤

日
σ

二

匹
αq
 

口
三
〈
Φ

房圃
σ、
勹
「

靄
ρ

卜。

8
ρ

O

」

緕「

（
54）
　
6
ミ
丶

o

類
§
毳

（
NOO

ぐ
Q。

誌
゜。）．

サ

ア

ダ
ー

ウ

ィ

ー

に

対
し

て

は、

二

〇
〇
一

年
に

無
罪
判
決
が

言
い

渡
さ
れ

た
。

（
55）
　
柳
橋、

前
掲
書、

三

八
一

頁。

〔
56）
　

堀
井、

前
掲
書、

二

二

九
頁。

（
57）

堀
井、

前
掲
書

。

（
58）
　
柳
橋、

前

掲
書、

二

二

九
頁

。

（
59）
　
柳
橋、

前

掲
書、

三

八

二

頁
。

堀
井、

前
掲
書、

二

二

九
頁

。

（
60）
　
ナ

ワ

ル

・
エ

ル

・

サ

ー

ダ
ウ
ィ

（
村
上

眞
弓
訳）

「

イ

ヴ
の

隠
れ

た
顔

　
　
ア

ラ

ブ

世
界
の

女
た

ち
』

未

来
社、

一

九
九

四
年、

三
、

一
四

頁
。

（
61）
　
→

箒

d
三
樽

巴
Zp

ユ
o

塁
020

一
〇

〇

∋
 

葺

℃

；

餮
餌

ヨー

勾
 

讐

8
巴

Oご
ロ
「

 

畧
｛

o
「

〉

蕁
σ

Qo

鐙
器
ω

（
殉
し⇔

〉
ω

γ

寒
驚

匹

ミ
呼

吐
竃

ミ

§
b
ミ
乳

愚
ミ
蕊

ミ

　

詑

魯
o

適

鳴
も
亀

呼

O
越
ミ
§
晦

§
ミ牒
ミ
ミ

ミ
霧

誉
丶

寒
ミ

瀁

O
鳴

遷
驚

ミ
牒

ご
ミ

勲

Z
 

≦

＜
o

蒔一

d
三
叶

9Zp

江
o
コ
D゚

℃
⊆
げ

＝
o
鋤

二

〇
コ
謄゚

b8b
。℃

℃

」
弩．

（
62
）

　
ミ
ミ
ミ
鳴

寒
箕

隸
ミ

跨

（

NOOO

＼

＜
ト。

ご゜

（
63
）

　
エ

ル

・

サ

ー

ダ
ウ

ィ
、

前
掲
書、
一、一
四
一

頁
。

ミ
ミ
ミ
Q

寒
瓢

寄
ミ
驍

（
一

〇

Φ

 

＼

 

＼

ω）9

（
64
）

　

ミ
ミ
ミ
鴨

肉

翕
帖

§
§
跨

（
一

 

 

O
＼

一

ミ
ト 。

料
）°

（
65
）

　
ぴ

招
巴

Oo

暮
鶏
ho

「

国
ひq
賓

冥一

き

≦
。

∋

穹
の

所
長
．

＞
NN

讐
Qり
三

塁
ヨ

習
の

発
言

。

（

66）
　
2
巴一
∋

O
 

葺
奠
略

o
「

カ
 

冨
「

叫

二
〇

コ

鋤

コ
◎

ζ
p。

コ
節
ひq
Φ

∋
o

昇
噛

o
「

＜

δ一
魯
o
 

鎚
瞬

巴

磊
冖

を
o

ヨ
Φ

コ

の

医
師

窓
躍
α

曁
O
μ

已
｝ ・
の

発

言
。

（
67）
　

ミ
ミ
ミ
鴨

寶』
霞
ミ
毳

（
卜。

08

＼

しG
＼

ω

一）．

（
68）
　
H

互
9

（
69）
　
Z
ロ

紹
5・
づ

〉

ヨ
ヨ

斗

ζ
口

冨
目

日

巴℃
犠
 

ミ
箋、
寒

ミー
ミ
謀
鳶

譱

§
蝕

亀
ミ
．

貸

ミ

ミ

き
罫
蠡
額．

ミ
職

ミ

§
帖 ．

ミー
ミ
等

§

O
巴
「

PU

贄

p一・

屋
錨
σ

　

巴
宀
冨
9
穿▼
℃°
一

屋゚

（
冊）

　
牧
野

信
也
訳
『
ハ

デ
ィ

ー

ス

　
　
イ
ス

ラ

ー
ム

伝
承

集

成
V
』

中
央
公
論

新
社、

二

〇
〇
一

年、

八

八

頁
を
参
照

。

（
71）
　
冨
丶−
昌
冷

ミ
§

（
N8

トの

＼

 

＼

嵩
γ

（
72）
　
筆
者
は、

二

〇
〇
三

年
八

月
一

二

ロ
カ

イ
ロ

に

あ
る

最
高
憲
法
裁
判
所
の

ア

ル
・

ジ

バ

リ
ー

判
事
の

執
務

室
で

約
一

時
間

の

イ

ン

タ
ビ

ュ

ー

を
行
な

　

　
っ

た。

（
73）
　
ア
ハ

メ

ド

は

ク

ル

ア

ー

ン

の

男
女

平
等
主

義
的
側
面
に

つ

い

て

次
の

よ

う

に

指

摘
し

て

い

る
。

「

こ

の

平

等
主

義
は、

ク

ル

ア

ー

ン

に

お

い

て
一

貫
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し

た

倫
理

的
要
素
と

し

て

述
べ

ら

れ

て

い

る、

特
に

、

他
の
一

神
教
的
伝
統
を

持
つ

書
か

れ

た

テ

ク

ス

ト

と

比
べ

る

と
、

ク

ル

ア

ー
ン

の

特
筆
す
べ

き

　
　
点
と

し

て、

明
確
に

女

性
に

言
及

し

て

い

る

点
を

挙
げ
る

こ

と

が

で

き

る
。

発
話
の

構
造
の

中
に、

男
女

の

完
全
な

道
徳
的、

精
神
的
平
等
が

表
明
さ

　
　
れ

て

い

る
。

」

（
諺
『

目
o

鼻

o
唱゜

皀
け

二

℃°

露
し

（
74
）

　
預
言

者
ム

ハ

ン

マ

ド

は
、

妻
た
ち

を

は

じ

め

と

す
る

自
分
の

周
開
の

女

性
た

ち

を

尊
重

し
頼
り
に

し

て

い

た

と

い

う
。

中
で

も
ア

ー

イ

シ

ャ

は

数

　
　
多
く

の

ハ

デ
ィ

ー

ス

を
残
し

て

お

り、

イ

ス

ラ

ー

ム

法
の

基

礎
と

な

る

部
分
の
一

五

％
以

上
に

貢
献
し
て

い

る
。

国
餌

二

Bm

　
7n

巽
三
ω
・゚一、
　

き
ミ
§、
¢

　
　
読

暮
鴨

ミ
§
降

ミ
鳥

ミ
跨

ミ
轄

ミ
o

壱噂
ピ
○

巳
o
コ

餌

コ
ロ

20

≦

冒
話
¢

ざ

N

巴
じUoo

寅
μ

一

＄
9P

 
 ゜

フ

ァ

テ

ィ

マ

・

メ

ル

ニ

ー

シ

ー

（
庄
司
由
美
・

自
崎

　
　
順

了
・

藤
田

万
里

子
・

山

本
章
子

訳）

『

ヴ
ェ

ー

ル

よ
さ

ら
ば

ー
イ

ス

ラ

ム

女

性
の

反
逆
』

心
泉
社

、

二

〇
〇
三

年
参
照

。

（
75）
　
〉
げ

日
 

鼻

oP

巳
叶

∴

ζ
Φ

∋一
ω
。゚

尸

o
℃°
o一
冖゜
　
エ

ル

・

サ

ー

ダ
ウ

ィ
、

前
掲
書
な

ど
。
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付
記
　
本
稿
は、

平
成
一

六

年
度
科
学
研

究
費
補
助
金

（

円

本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
奨
励

費
V

に

よ

る
研
究
成
果
の
一

部
で

あ
る
。
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