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「

ア
メ

リ
カ
」

と

闘
う
聖

者
の

イ
ス

ラ

ム

1
西
洋
近

代
的
価
値
へ

の

挑
戦
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八

　
木

久

美

子

〈
論
文
要
旨
〉

　
イ
ス

ラ

ム

と
西
洋
近
代
と

い

う
二

分
法
が

浸
透
す
る

な
か

で
、

近
代
に

お

け
る

イ
ス

ラ

ム

は

イ
ス

ラ
ム

教

徒
の

ア
イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

要
と

な

り
な

が

ら、

そ

れ

と

同
時
に

西
洋
近

代
の

価
値
に

支
配
さ

れ
た
世
界
の

歪
み

を
正
す

宗
教
と

し
て、

人
類
全
体
に

向
け
た
普
遍
的
な
役
割
を
期

　
待
さ
れ
て

も

い

る
。

本
論
で

は
、

ア
ラ

ブ
・

イ

ス

ラ

ム

世
界
の

作
家
に

焦

点
を

あ
て、

彼
ら

が

作
品
の

な
か

で、

「

ア

メ

リ
カ
」

に

代
表
さ
れ

る

他
者

　
の

価
値
に

挑

戦
す
る

も
の

と

し

て

イ
ス

ラ
ム

を

ど

の

よ

う
に

描
い

た

か

を

追
う

。

彼
ら

に

は

現
実
の

ア

メ

リ

カ

を

描
こ

う

と
い

う
意

図
は

な

く、

宗
教

　
不

在
の

社
会
の

記
号
と

し
て

「

ア

メ

リ

カ
」

を

否
定
し、

公

的
な

宗
教
の

存
在
を

必
要
不
可
欠
と

訴
え

る。

そ

し

て
、

そ

の

よ

う
な

役
割
を

果
た

す

こ

　
と

が
で

き

る

宗
教
の

典
型
と

し

て

イ

ス

ラ

ム

を
捉
え

る
。

た

だ
し

そ

の

際、

彼
ら

の

言
う
イ

ス

ラ

ム

と

は、

宗
教

者
に

よ

っ

て

支
配
さ

れ

る

体
系
で

は

　
な

く
、

信
仰
に

基
づ

い

て

生
き

る

普
通

の

人

々

が
と

も

に

生

き

る
人
々

と

の

つ

な
が

り

の

な

か

で

感
じ

と

り、

蓄

積
し
て

き
た

生

活
規
範
や

倫
理

観
で

　
あ

り
、

そ

う
し

た

イ
ス

ラ

ム

こ

そ

が、

近

代
の

普
遍
的
な
要
請
に

応
え
ら
れ

る

と

さ
れ

て

い

る

点
が

重
要
で

あ
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド

〉
　
近
代

、

公
的
宗
教、

イ
ス

ラ

ム
、

他
者
と

自
己、

聖
者
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は
じ

め

に

　
『

近
代
世
界
の

公

共
宗
教
』

に

お

い

て
、

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

は

宗
教
が

「

排
他
的
で

特
殊
主
義
的
で

原
始

的
な

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

の

担
　
鋤

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
侮

い

手
の

顔
の

み

で

な

く、

ま

た

包
容
的
で

普
遍
主

義

的
で

超

越
的
な

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

の

担
い

手
の

顔
」

と

い

う
二

面
性
を

見
せ

た

　
25

と

指
摘
し

厄
・

イ

ス

ラ

ム

に

つ

い

て
は
・

イ

ラ

ン

゜

イ
ス

ラ

ム

革
命
に

つ

い

て

簡
単
に

触
れ

ら

れ

て

い

る

の

み

だ

が
、

近
代
に

お

け
る
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イ
ス

ラ
ム

が
こ

の

現
象
を

代
表
す

る

例
で

あ
る
こ

と

は

間
違
い

な
い

。

　

た

だ
し

そ

れ

だ

け

で

な

く
、

近

代
の

イ
ス

ラ
ム

に

関
し

て

重

要
な
の

は
、

こ

の

二

面

性
が

同
時
に

姿
を

現
し

た

の

が

偶
然
で

は

な

く、

二

つ

は

分

か

ち

難
く

結
び
つ

い

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

イ
ス

ラ
ム

と

西

洋
近
代
と
い

う
二

分
法
が

浸
透
す

る

な
か

で
、

イ

ス

ラ
ム

は

「

か

れ

ら
」

の

価
値
と

異
な

る

「

わ

れ

わ

れ
」

の

価

値
と
い

う

意

味
合
い

を
強
め
、

そ

の

意
味
で

「

わ

れ

わ

れ
」

を

規

定
す

る

も
の

と

な
っ

た
。

し

か

し

そ

れ

と

同
時
に

イ
ス

ラ

ム

は
、

西
洋
近

代
的
価

値
に

よ

る

支
配
が

生
み

出
し

た

歪
み

を

正

す

可

能
性
を
持

っ

た

宗
教
と

し

て
、

人
類
全

体
に

向
け
た

普
遍
的
な

使
命
を

与
え

ら

れ

も

し

た

の

で

あ
る

。

言
い

換
え

れ

ば
、

「

か

れ

ら
」

の

価
値
が

近
代
と

い

う

時
代
に

生
き

る

人

間
が

経
験
す
る
さ

ま

ざ

ま

な

問
題
を

生
み

出
し

、

「

わ

れ

わ

れ
」

の

イ
ス

ラ

ム

が

そ

れ

を

正

す
と
い

う

認
識
の

構
図
が

で

き

あ
が

っ

て

い

る
。

　

し

か

し

な

が

ら
、

も
し

も
イ
ス

ラ

ム

の

担
い

手
で

あ

る

「

わ

れ

わ
れ
」

が

善
で

あ

り
、

そ

う
で

な

い

「

か

れ
ら
」

が

悪
で

あ

る

と

捉

え
、

イ
ス

ラ
ム

を
「

わ

れ

わ

れ
」

に

の

み

閉
ざ
さ

れ

た

価

値
と

考
え

る
の

で

あ

れ
ば
、

そ
れ

は

単
に

「

文
明
の

衝
突
」

の

議
論
を

追
認

す

る
こ

と
に

し

か

な

ら

な
い

。

確
か

に

そ

の

よ

う

な

考
え

方
を
し

て
、

闘
争
的
な

イ
ス

ラ

ム

を

掲
げ
る

人
々

は

少
な

く

は

な
い

。

し
か

し
、

イ
ス

ラ

ム

を

「

わ

れ

わ

れ
」

の

も
の

と

し
て

誇
り
に

し

な
が

ら
も、

人
類
全
体
を

見
渡
す

視

野
に

立
ち
、

近

代
の

問
題
を
よ

り

普

遍
的
な
レ

ベ

ル

で

捉
え

た

う

え
で

、

「

イ

ス

ラ
ム

的
」

価
値
に

世

界
を

誘
お

う

と

す
る

人
々

が

い

る

こ

と

も

ま

た

確
か

で

あ

る
。

彼
ら

の

考
え

る

イ
ス

ラ

ム

は

外
に

向
か

っ

て

開
か

れ

て

お

り、

イ
ス

ラ

ム

教
徒
の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

の

軸
と

な

る
こ

と

は

あ
っ

て

も
、

そ

れ

以

外
の

人
々

と

は

無
関
係
に

存
在
す
る

と
い

う

意
味
で

の

排
他
的
な

性
格
を

帯
び

て

は

な
い

。

急
進
的

、

闘
争
的
な

イ
ス

ラ
ム

理

解

と

比
べ

れ

ば
、

こ

う
し

た
い

わ

ば
お

だ

や

か

な

イ
ス

ラ
ム

理

解
が

注
目
さ

れ

る
こ

と

が

少
な

い

の

は

当
然
だ

ろ

う
。

し

か

し

だ
か

ら

と

言
っ

て
、

イ
ス

ラ

ム

に

つ

い

て

の

そ

の

よ

う
な

理

解
が

、

関
心
を

払
う
に

値
し

な
い

と

い

う

の

で

も

な

け
れ

ば
、

そ

れ

ら

が

無
視
し
て
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「ア メ リカ」 と闘 う聖者の イ ス ラ ム

い

い

ほ

ど

の

例
外
で

あ

る

と
い

う
こ

と

で

も

な
い

。

　

本

論
で

は
、

ア

ラ

ブ
・

イ
ス

ラ

ム

世
界
の

作
家
に

焦

点
を

あ
て

、

彼
ら

が

作
品

の

な

か

で
、

「

か

れ

ら
」

お

よ

び

「

わ
れ

わ

れ
」

を

ど

の

よ

う
に

描
い

た

か
、

何
に

他
者
性
を

見
い

だ

し
、

何
を

そ

れ

の

対
立

項
と

し

た
か

を

見
る

。

そ
し

て

そ

れ

と

並

行
す
る

形
で
、

彼

ら
が

「

わ
れ

わ

れ
」

の

も
の

と

し

て

描
く

イ
ス

ラ

ム

に

何
を

期

待
し

て

い

る

の

か

を

明
ら

か

に

し

た
い

。

同

じ

知

識
人
で

あ
り

な

が

ら
、

イ
ス

ラ

ム

の

諸
学
を

専

門
的
に

学
び

イ

ス

ラ

ム

に

つ

い

て

さ

ま

ざ
ま

な

判
断
を

下
す

権
威
を
も
つ

ウ

ラ
マ

ー
と

は

異
な

り
、

彼
ら

は

い

わ
ゆ
る

世
俗
的
教
育
を
受
け

て

お

り
、

彼
ら
が

学
ん

だ

知

識
や

情
報
は

基

本
的
に

西
洋
に

根
を

持
つ

も

の

で

あ

る
。

な
か

に

は

青

年
時

代
に

左

翼
思
想
に

傾
倒
し

、

宗
教
勢
力
と

真
っ

向
か

ら

対
立

し

た

経
歴
を

持
つ

者
も
い

る
。

小
説
を

書
く
と
い

う

行
為
自
体、

西

洋
か

ら

学
び

と

ら

れ

た

も
の

で

あ
り、

か

つ

そ

れ
が

個

の

確
立

を
前
提
と

し
、

個
人
の

感
覚
を

突
き

詰

め

る

こ

と

に

よ
っ

て

真
実
に

到

達
し

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る

と

す

れ

ば
、

き

わ
め

て

西
洋
近

代
的
な

営
為
で

あ
る

こ

と

は

確
か

で

あ
る

。

し

か

し

だ

か

ら

と

い

っ

て
、

彼
ら
が

イ
ス

ラ

ム

教
徒
と

い

う
意
識
を

持
た
な
い

と
い

う

こ

と

に

は

な

ら

な
い

。

そ

れ

ど
こ

ろ

か
、

西
洋

近
代
と

い

う
他
者
の

世

界

観
や

生
活
様
式
に

最
前
線
で

向
き

合
っ

て

い

る
の

は

彼
ら

で

あ
り
、

だ

と

す

れ

ば
、

彼
ら
こ

そ

が

も
っ

と

も

研
ぎ

澄
ま

さ

れ

た

形
で

イ
ス

ラ

ム

教
徒
と

い

う

意
識
を
持
ち

、

イ
ス

ラ

ム

の

可
能
性
に

つ

い

て

考
え
て

い

る

と

い

う
こ

と

に

も

な

る

の

で

あ

る
。

　

確

認
し
て

お

き

た

い

の

は
、

本
論
で

取
り
あ
げ
る

作
家
た

ち

は
、

イ
ス

ラ

ム

を
遠
い

昔
に

生

命
力
を

失
っ

た

骨
董

品
と

し

て

否
定
し

去
る
こ

と
も

な
け

れ
ば
、

イ
ス

ラ

ム

を

私
的
な

領
域
に

封
じ

込

め

よ

う
と

す
る

こ

と

も

な

い

と

い

う
点
で

あ
る

。

そ

れ

ど

こ

ろ

か

彼
ら

は
、

イ
ス

ラ

ム

を

「

わ

れ
わ

れ
」

の

価
値
と

し

て

評
価
し

、

社
会
を

変
革
す
る

大
き
な

可
能
性
を
イ
ス

ラ

ム

に

見
出
し

て

い

る
。

彼
ら

は
一

般
に

は

世
俗
主
義
的
な

傾
向
が

強
い

と

い

わ

れ
る

が
、

厳
密
な

意
味
で
の

政
教
分
離
を
主

張
し
て

い

る

わ

け

で

は

な
い

。

彼
ら

は

包

括
的
な

性
格
を

持
つ

宗
教
と
し

て

の

イ
ス

ラ
ム

を
承
認
し
た

う
え

で
、

イ
ス

ラ

ム

は

近

代
と

い

う
時

代
に

新
た

な

意
味
を

持
つ

と

考

327 〔543）
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え
て

い

る
。

現
世
に

お

け

る
そ

の

意

味
を
も

評
価
す
る

う
え
で
、

彼
ら

は

他
の

イ
ス

ラ
ム

教
徒
と

変
わ

り
は

な
い

。

物
質
文
明
に

対
す
る

精
神
文
明

　
ア

ラ

ブ
・

イ

ス

ラ

ム

世
界
が

出
会
っ

た

西
洋
近

代
と

は
、

合
理

主
義
や

科
学
的
精
神
と
い

っ

た

思
想
と

し

て

の

み

立

ち

現
れ

た
の

で

も
な

け

れ

ば
、

そ

う
し

た

精
神
に

基
づ

く

知
的
産

物
と

い

う
形
だ

け

を

と
っ

た

わ

け

で

も

な

か
っ

た
。

軍
事
的
に

で

あ

れ
、

政

治
的
に

で

あ

れ
、

そ

れ

は

常
に

、

迎
え

る

側
の

意
志
を

無
視
す
る

よ

う
な

圧
倒
的
な

力
と

し

て

立

ち

現
れ
た

。

十
八

世
紀
の

末
に

ナ

ポ

レ

オ
ン

が

遠
征
軍
を

送
り

込
ん

で

き
た

と

き
、

当
時
の

エ

ジ

プ

ト

の

著
名
な

ウ

ラ
マ

ー

は
、

軍
隊
に

随
行
し

た

学
者
た

ち

の

見
せ

る

最

新
の

科

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
コ　

学
技
術
に

圧
倒
さ

れ
る

と

と

も
に

、

フ

ラ
ン

ス

軍
の

傍
若
無
人
な

振
る

舞
い

に
、

ま

さ

に

「

異
教

徒
」

の

野
蛮
さ

を

見
て

い

る

が
、

こ

の

ア

ン

ビ
バ

レ

ン

ト

な

反
応
は
、

後
に

西
洋
諸
国
が

植
民
地
支
配
を

着
実
に

進
め

、

か

つ

西
洋
近

代
文
明
の

優
位
が

揺
る

ぎ

な

い

も
の

と

な

る

な

か

で
、

さ
ら

に

強
固
な

も
の

に

な

る
。

　

本
論
で

取
り

あ
げ
る

作
家
た

ち

が

生
き

た
二

十
世
紀
と

い

う

時
代
は
、

思
想
的
に

も

西
洋
の

圧

倒
的
な

影
響
を

受
け

続
け
た

時
代
で

あ
り
、

国
民

国
家
と
い

う
単
位
で

世
界
を

認
識
す

る
の

が

当
然
と

さ

れ

た

時
代
だ
っ

た
。

宗
教
は

集
団

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を

規
定
す

る

第
一

の

要

素
と
い

う
地
位
を

失
っ

た

か

に

思

わ

れ

た
。

し
か

し

な

が

ら
、

突
如
と

し

て

現
れ

た

民

族
・

国
民
と

い

う
西
洋
起
源
の

概

念
は

必

ず
し

も

ア

ラ

ブ
・

イ
ス

ラ

ム

世
界
の

人
々

の

辿
っ

て

き
た

歴
史
に

適
合
す
る

も
の

で

は

な

く
、

帰
属
意

識
を

ひ

き

つ

け

る

充
分

な

力
を

発
揮
で

き

な
い

こ

と

も

少
な
く

な

か
っ

た
。

そ
の

結
果

、

民
族
・

国
民
と

い

う
単
位
を

作
り

出
そ

う
と
い

う
政
治
的
な

試
み

に

お
い

て

す

ら
、

文
化
の

独
自
性
を

裏

付
け

る

要

素
と

し
て

必
ず
と

言
っ

て

い

い

ほ

ど

イ
ス

ラ
ム

が

持
ち

出
さ

れ
る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

（544｝ 328
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西
洋
近
代
に

対
す

る
ア

ン

ビ

バ

レ

ン

ト

な

感
情
か

ら
、

日

本
の

和
魂
洋
才

、

中

国
の

中
体
西

用
論
に

も

通

ず
る、

「

か

れ

ら
」

の

物

質
文
明
に

対
す
る
「

わ
れ

わ
れ
」

の

精
神
文

明
と
い

う
図
式
が

定
着
す

る
。

「

か

れ
ら
」

が

築
き

上
げ
た

文

明
は

、

物
質
的
に

す
ぎ

な
い

と

し
て

そ
の

意
味
を

相
対

化
さ

れ

る
一

方
で

、

「

わ

れ
わ

れ
」

は

人

間
に

と

っ

て

よ

り

大
切
な

も
の

で

あ
る

精

神
性
に

お

い

て
、

は

る

か

に

優
れ

て

い

る

と

声
高
に

主

張
さ

れ

る
。

そ

の

精

神
性
は

直
ち
に

彼
ら
の

誇
る

宗

教
的
な

価

値、

イ
ス

ラ

ム

と
結
び
つ

く

可
能

性
を

持
っ

て

い

た
。

そ
の

意
味
で
、

イ
ス

ラ

ム

は

近
代
に

お
い

て

も
、

集
団
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

の

要
と

し
て

の

役
割
を

完
全
に

無
く

し

た

こ

と
は
一

度
も
な

く
、

言
い

換

え

れ

ば
、

程
度
の

差
は

あ

れ

何
ら
か

の

形
で

公
的
な

意

味
を

持
ち

続

け

て

い

た

と

言
え

る
の

で

あ
る

。

精
神
の

東

洋
物
質
の

西
洋
と

い
＞

2
芬
法
・

文
学
的
な

表
現
を

与

章

後
の

作
家
た

ち

に

と
・

て

モ

デ
ル

と
な
・

た
の

は
、

エ

ジ

プ

ト
の

作
家

、

タ

ウ
フ

ィ

ー
ク

・

ア

ル
・

ハ

キ

ー
ム

（

一

八

九
九
ー．
一

九
八

七）

に

よ

る

『

東
洋
か

ら

の

小
鳥
』

（
一

九
三

八
）

と

い

う

作
口
…

で

あ

範
。

こ

の

作
品
は
、

ハ

キ

ー
ム

の

フ

ラ
ン

ス

へ

の

留
学
体

験
を

基
に

し

た

も
の

で
、

主
人

公
の

エ

ジ

プ

ト

人
留

学
生
モ

ホ

セ

ン

が

ハ

キ

ー
ム

自
身
で

あ
る
こ

と
は

明
ら

か

で

あ

る
。

　

フ

ラ

ン

ス

を

舞
台
に

し

た
こ

の

作
品
の

構

成
は

、

き

わ

め
て

単
純
で

あ
る

。

モ

ホ

セ

ン

が
、

劇
場
の

切

符
売

り
場
の

娘
ス

ー
ジ

ー
に

恋
を

す
る

。

ス

ー

ジ

ー

は
モ

ホ

セ

ン

の

想
い

を

受
け

入
れ、

モ

ホ
セ

ン

に

と
っ

て

夢
の

よ

う

な

日

々

が

始
ま

る

が
、

あ
る
こ

と

が

き
っ

か

け
で
、

ス

ー

ジ

ー
に

は

他
に

好
き

な

男
が

お

り
、

自
分
は

た

だ

の

暇
つ

ぶ

し

の

相
手
で

し

か

な
い

こ

と

に

モ

ホ
セ

ン

は

気
づ

く
。

モ

ホ

セ

ン

は

フ

ラ
ン

ス

人
の

友
人

が

あ

き

れ

返
る

ほ

ど
芸

術
や

宗
教
に

敬
意
を
払
い

、

い

つ

も

夢
見
が

ち

な

青

年
と

さ

れ

る

の

に

対
し

て
、

ス

ー
ジ

ー
は

打
算
的

で

自
己

中
心
的
な

女
性
と

し

て

描
か

れ

る

が
、

こ

の

対
照
が
、

東
洋
と

西
洋
の

差
を

際
立

た

せ

る

た

め

の

装

置
で

あ
る

こ

と
は

言
う
ま

で

も

な
い

。

モ

ホ

セ

ン

は

自
分
を
利
用
で

き

る

だ

け

利
用
し

た

後、

邪
魔
に

な

れ
ば

捨
て

る

ス

ー
ジ

ー

の

仕

打
ち

に

シ

ョ

ッ

ク

を
受

け
、

彼

女
に

幻
滅
す
る

。

た

だ

ひ

と
つ

、

モ

ホ

セ

ン

は

「

知
ら
な
か

っ

た

天

国
の
一

面

を
見
せ

て

く

れ

た
」

こ
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と
、

つ

ま

り

肉
体
的
な

（

11

物
質
的
な
）

喜
び

を

教
え

て

く

れ

た
こ

と
に

つ

い

て

だ

け

は
ス

ー
ジ

ー

に

感
謝
す

る

が
、

そ

れ

は

ま
さ
に

、

西
洋
近
代
文
明
の

限
界

を

示
唆
し

て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

黝

「

わ

れ

わ
れ
」

を
「

か

れ

ら
」

か

ら

区
別
す
る

た

め

に

は
、

差
異
が

あ
り

さ

え

す

れ
ば
充

分
な

は

ず
で

あ
る

・

し

か

し

実

際
に

ア

イ

圃

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

を

語
る

際
に

は

往
々

に

し

て
、

単
な

る

差
異
で

は

な

く、

優
劣

を

伴
っ

た

差
異
が

取
り

沙
汰

さ

れ
る

。

「

わ

れ

わ

れ
」

は

「

か

れ
ら

」

と

は

異
な
り、

か
つ

「

か

れ
ら
」

よ

り

も

優
れ

て

い

る

集
団
で

あ

る

と

主

張
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

ハ

キ

ー
ム

は

精
神
性

を
物
質
性
の

上

に

置

く
。

た
し

か

に

ハ

キ

ー
ム

が

言
う

精
神
性
と

は
、

芸

術
を

愛
す

る
こ

と

や

人
の

生

死
に

接
す
る

際
の

厳
か

な

気
持

ち

を

持
つ

こ

と

ま
で

を
も

含
め

た

緩
や

か

な

も
の

で

あ
り

、

厳
密
な

意
味
で

の

宗
教
心
で

も
な

け

れ

ば
、

ま

し

て

や

イ
ス

ラ
ム

と
い

う

特
定
の

宗
教
伝
統
を

指
す
も
の

で

は

な
い

。

と

は

い

え
、

精
神
と

物
質
と

い

う
二

項
対
立

の

図
式
の

中
で

精

神
を

「

わ

れ

わ
れ
」

の

も

の

と

し
、

そ

れ

に

よ
っ

て

「

わ

れ

わ

れ
」

の

存
在
意
義
を

訴
え
る

と
い

う

元

型
が
こ

こ

に

出
来
上
が
っ

た
の

は

確
か

で

あ
る

。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe
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第
二

次
大
戦
後、

ア

ラ

ブ
．

イ
ス

ラ

ム

世
界
で

も
よ

う
や

く
内
実
を
伴
っ

た

独
立
が

達

成
さ

れ

る
よ

う
に

な
る

。

こ

の

こ

ろ

か

ら

次

第
に
、

こ

の

地
域
の

人
々

の

関
心
を
集
め

る

外
国
と

は
、

英
仏
を

代
表
と

す

る

西
洋
諸
国
で

は

な

く
、

ア
メ

リ

カ

と

ソ

連
の

二

国
に

変

わ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

状
況
の

変
化
が

、

西
洋
に

代
わ
っ

て

ア
メ

リ
カ

を

「

他
者
」

の

代
表
と

し

て

浮
か

び

上

が

ら
せ

る
こ

と

に

な
っ

た
。

国
際
政
治
を

取
り

巻
く
状
況
の

変
化
に

つ

い

て

こ

こ

で

議
論
す
る

余
裕
は

な
い

が
、

イ

ス

ラ
エ

ル

の

建
国

、

そ
し

て
こ

の

新
し
い

国
を

支
持
し

続
け

る

ア
メ

リ
カ

の

政
策、

そ

し

て

そ

れ
に

対
す
る

ア

ラ

ブ
の

反
発
を

挙
げ
る

だ

け
で

も

充
分
で

あ
ろ

う
。

ア

メ

リ

カ

は

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
うね

否
定
す
べ

き

も

の

の

代
名
詞
と

な
る

。
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エ

ジ

プ

ト

の

作
家、

ユ

ー

ス

フ

・

イ

ド

リ

ー

ス

2

九
二

七

−
九

二

は
カ

イ
ロ

大
学
の

医
学

部
で

学
び
、

学
生

時

代
に

は

学
生

連
合

の

書
記
と

し

て

左

翼
の

政
治
運
動
に

身
を

投
じ

た

経
歴
を

持
つ

。

イ
ン

タ

ー
ン

の

時
代
に

起
き

た
一

九
五

二

年
の

自
由

将
校
団
の

革
命

に

彼
は

大
き

な

期

待
を

か

け

た

が
、

そ

の

抑
圧
的
な

性
格
が

明
ら
か

に

な

る

に

つ

れ

革

命
政

権
へ

の

批

判
を

表

明
し

、

政
治
犯
と

し
て

逮
捕
さ

れ
て

い

る
。

小

説
家
と

し
て

は
、

抑
圧
さ

れ

た

者
の

権
利
を

主
張

し
、

民

衆
に

寄
り

添
う
よ

う
に

民
衆
の

視
線
か

ら

書
い

た
短

編
に

よ
っ

て

評
価
を

確
立

し

た
。

　

た

だ

し
、

こ

こ

で

取
り

あ
げ
る
二

つ

の

作
品、

『

マ

ダ
ム

・

ウ

ィ

ー
ン

』

（
一

九

六
〇）

と

『

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

八

〇
』

（
一

九
八

〇）

は
そ

れ

ら

の

作
品
と

は

異
な

り
、

主
眼

は

社

会
批
判
で

は

な

く
、

二

つ

の

文
明

の

出
会
い

、

あ
る

い

は

比

較
に

あ
る

。

そ

の

意
味
で

は

『

東

洋
か

ら

の

小

鳥
』

の

伝
統
を

忠
実
に

引
い

て

い

る

と

言
え

る
。

た
だ

し
、

『

東
洋
か

ら

の

小
鳥
』

か

ら

そ

れ

ぞ

れ
に

二

十
年

、

四

十
年

後
に

書
か

れ

た
こ

れ

ら
二

つ

の

作
品
が

、

そ

の

間
の

状
況
の

変
化
を

映
し

出
し

、

そ

れ
が

他

者
像

、

自
己

像
に

及
ん

で

い

る

こ

と

は
指

摘
す
る

ま

で

も
な

い
。

　
『

マ

ダ
ム

・

ウ

ィ

ー
ン
』

の

主

人
公
で

あ
る
エ

ジ

プ

ト

人
の

男
は

、

旅
先
の

ウ

ィ

ー

ン

で

西

洋
の

女

性
と

の
一

夜
の

ア
バ

ン

チ
ュ

ー

ル

を

楽
し

も

う
と

試
み

る
。

重

要
な

の

は
、

彼
は

娼

婦
と

の

関
係
を

望
ま

ず、

「

一

つ

の

人

格
を

持
っ

た
」

西

洋
の

女
性
と

出
会
い
、

そ

の

上

で

関
係
を

持
ち

た
い

と

考
え

た

点
で

あ

る
。

金
さ

え

受

け
と

れ

ば

誰
と

で

も

寝
る

娼

婦
で

は

な
く

、

人

格
を

伴
っ

た

女
性
と

彼

を

会
わ

せ

る
こ

と

で
、

イ

ド

リ

ー
ス

は

他
者
と

の

出
会
い

に

つ

い

て

描
こ

う
と

し

て

い

る
。

　

主
人
公
は

苦
労
の

末
に
一

人
の

女
性
を

見
つ

け
、

一

夜
を

共
に

す

る
が

、

二

人
の

夜
は

首

尾
よ

く

終
わ

ら

な
い

。

女
性
の

方
は

、

空

想
の

中
で

作
り

上

げ
た

荒
々

し
い

野
性

的
な

「

ア

フ

リ
カ

人
」

の

男
の

イ

メ

ー

ジ

を

主
人
公
に

重

ね

る
だ

け
で

、

現
実
の

彼
を

見
よ

う

と

は

せ

ず
、

主
人

公
の

方
も

ま

た
、

思
い

描
い

て

き

た

西
洋
の

女

性
と

は

異
な

り、

家
事
を
こ

な

し

子

供
の

面

倒
を

見
る

と
い

う、
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「

あ
ま

り
に

も

自
分
た

ち

と

変
わ
り

の

な
い
」

生

活
を

し
て

い

る

彼
女
の

現
実
を

見
て

た

じ
ろ

ぐ
。

真
の

意

味
で

他
者
と

出
会
う
こ

と

が
い

か

に

困
難
で

あ
る

か

を
描
い

た

こ

の

作
品
は

、

ハ

キ

ー
ム

と

同
じ
よ

う
に

西
洋
の

女
性
と

の

出
会
い

と
い

う
モ

チ

ー
フ

を

使
い

な

が
ら

、

ハ

キ

ー
ム

の

提
出
し
た

単
純
な
二

分
法
に

疑
問
を

投
げ
か

け
て
い

る

と

も

読
め

る
。

　

し
か

し

な
が

ら

そ

の

二

十
年

後
に

発

表
さ

れ
た

『

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク

八

〇
』

で

は
、

イ
ド

リ

ー
ス

の

姿

勢
は

大
き

く

変
化
し
て

い

る
。

そ

の

背
景
に

は
、

ア

ラ

ブ

世
界
を
取
り

巻
く
政
治
状
況
の

急
激
な

変

化
が

あ
っ

た
。

独
立
を

果
た

し
、

国
際
舞
台
に

も

踊
り

出
た
こ

と

に

よ
っ

て
、

希
望
に

あ
ふ

れ
て

い

た

五

十
年
代
を

経
て
、

六

十
年

代
末
に

は

ア
ラ

ブ

の

命
運
は
一

挙
に

下
降
し

始
め

る
。

一

九

六

七

年

に

イ
ス

ラ

エ

ル

に

惨
敗
を
喫
し

、

一

九

七

〇
年
に

は

ナ

セ

ル

を

失
い

、

そ

の

後
は

ア

メ

リ
カ

と
い

う

大
国
が

勢
力
を

拡
大
し

続
け

る

過

程
を

目
撃
す
る

こ

と

に

な

る
の

で

あ
る

。

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
　
ら　

　
『

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

八

〇
』

は
、

『

マ

ダ
ム
・

ウ

ィ

ー
ン

』

の

ア

メ

リ

カ

版
と

言
っ

て

よ
い

。

た

だ

し
一

見
似
通
っ

た

設
定
の

二

つ

の

作

品
の

問
に

は
、

実
は

大
き

な
違
い

が

あ

る
。

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク

を

舞
台
と

し

た

『

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク
八

〇
』

で

は
、

主
人
公
の

エ

ジ

プ

ト
人

作
家
が

出
会
う
の

は

娼
婦
で

あ
っ

て
、

「

ひ

と
つ

の

人

格
を

持
っ

た
」

女

性
で

は
な

い
。

も

と

よ

り
こ

の

作
品

の

主
人

公
は

自
分
の

方

か

ら
は

女
性
を
探
し

求
め

て
お

ら
ず
、

娼
婦
の

方
か

ら

執
拗
に

主

人
公
に

近
づ

い

て

く

る

と

い

う
設
定
も
、

前
の

作
品
と

は

ま
っ

た

く

違
つ

て

い

る
。

　

歩
き

疲
れ
て

バ

ー
で

休
憩
し

て
い

た

主

人
公
が

こ

の

娼
婦
の

誘
い

を
断
る

と
、

そ

の

夜
、

彼
女
は

ホ

テ

ル

の

彼
の

部
屋
ま

で

や
っ

て

く

る
。

彼
女
は

自
分
が

実
は

精
神
科
医
で

あ
る
と

言
っ

て
、

有
名
な

病
院
の

身
分
証

明
書
を

見
せ

、

部
屋
に

入

れ
て

く
れ
る

よ

う
頼
み

こ

む
。

好
奇
心
を

覚．
え
た

主
人

公
が

ド

ア

を

開
く
こ

と

で
、

二

人
の

間
で

奇

妙
な

会
話
が

始
ま

る
。

し

か

し

人

間
の

尊

厳
、

あ
る
い

は

身
体
と

魂
の

聖

性
を

信
じ

、

生

活
に

不

自
由
は

な

く

博
士
号
を

持
つ

ほ

ど

に

教
育
の

あ
る

女

性
が

な
ぜ

売
春
を

す

る
の

か

理

解
で

き
な
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い

主
人
公
と

、

物
質
的

な

豊
か

さ

だ

け

を

追
求
し

、

最
高
の

価
値
と

は

「

で

き
る

だ

け

少
な
い

労
力
で
、

で

き

る
だ

け

多
く
の

金
を
得

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
マ

ご

る

こ

と
」

と

考
え

、

売

春
が

最
も

効
率
が

よ
い

と

言
い

放
つ

こ

の

女

性
の

間
に

は
、

一

致
点
が

ま
っ

た

く

な
い

。

彼
女
に

は

主
人
公
の

精

神
論
が

ば
か

げ
て

聞
こ

え
、

主

人
公

に

は

こ

の

女
性
の

生
き

方
が

動
物
以
下
の

も
の

に

見
え

る
。

二

人
は

関

係
を

持
つ

こ

と

も
、

理

解
し

あ

う
こ

と

も
な

く

終
わ

る
。

　

イ

ド
リ

ー
ス

は
、

こ

の

女
性
を

前
に

し

た

主
人
公
に
エ

ジ
プ

ト

の

娼
婦
た

ち

の

話
を
思
い

出
さ

せ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

「

わ

れ

わ

れ
」

の

精
神
性
と

「

か

れ
ら

」

の

物
質
性
の

違
い

を
き

わ
立

た
せ

る
。

エ

ジ

プ

ト

の

娼
婦
た

ち

は

売
春

婦
で

あ
る

こ

と

を

恥
じ

、

身
元
が

判

る

こ

と

を

何
よ

り

も
恐

れ
、

万
が
一

警
察
に

捕
ま
っ

た

ら

飲
ん

で

死

の

う

と
、

い

つ

も
バ

ッ

グ
に

ヨ

ー

ド

チ
ン

キ
の

濃
縮
液
を
一

瓶
、

携
え

て

い

る
。

そ

う
す

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

彼
女
た
ち

は

動

物
に

は

な
い

人
間
と

し

て

の

最
低
限
の

尊
厳
を

保
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

そ

れ

に

比
べ

て
、

こ

の

ニ

ュ

ー
ヨ

ー
ク

の

娼

婦
が

バ

ッ

グ
に

し

の

ば

せ

て

い

る

の
は

最
高
級
の

香
水
だ
っ

た
。

主
人

公
は

、

こ

の

女
性

に

向
か
っ

て

言
い

捨
て

る
。

　

　

「

二

十
世
紀
後
半
の

世

界
で

も
っ

と

も

秀
で

て
い

る

と
い

う

国
に

暮
ら

す

男
が
、

い

っ

た

い

ど

う
や
っ

て

女
性
を、

そ

し

て

女
性

　

　
の

肉
体
を
、

当
の

女
性

の

感

情
を

無
視
し

て

自
分

の

も

の

に

す

る
こ

と

な

ど
で

き

る

の

で

し

ょ

う
か

。

内
も

外
も

裸
に

な

る
こ

と

　

　

を

受

け

入

れ
る

が

た

め

の

代

償
が
、

男
が

代
金
と

し

て

払
う

何
ド
ル

か

な

ん

で

す
。

僕
は
、

科
学
を

進
歩
さ
せ

月
ま

で

到
達
し
な

　

　
が

ら
、

身
体
に

関
し

て

は

奴

隷
の

感
覚
に

沈
ん

で

い

る

よ

う

な

文
明
は

嫌
い

で

す
。

そ

し
て

、

あ

な

た
の

よ
う

な

女

性
に

は

嫌
悪

　

　
　

　

　
　
　　
さ

　

　

感
を

覚
え

ま
す

。

」

　

イ

ド

リ

ー
ス

は
、

教
育
も

経
済
的
な
ゆ
と

り

も
工

業
化
さ

れ
た

社
会
も
、

自
動
的
に

人
間
を

動

物
と

は

異
な

る

高
み

に

引
き

上

げ
は

し

な
い

と

考
え

る
。

彼
に

と

っ

て

「

ア
メ

リ

カ
」

と

は
、

物

質
的
な

豊
か

さ

に

最
高
の

価
値
を

見
出
す
社
会
で

あ
り
、

そ

れ

を

超
え

た

333 （549 ）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

人
間
的
な
価
値
を
持
た

な

い

社
会
で

あ
っ

た
。

い

わ
ば

彼
は

、

資
本
主
義
の

論
理

が

社
会
を

支
配
し

、

倫
理

や

道
徳
が

社
会
全

体
の

あ

り

方
は

お

ろ

か
、

個
人
の

生

活
に

す
ら

ほ

と

ん

ど

関
与
し

な
い

「

ア
メ

リ

カ
」

的
な

社
会
の

あ
り

方
を
唾
棄
す
べ

き

も

の

と

考
え

る
。

　
「

マ

ダ
ム

・

ウ
ィ

ー
ン
』

で

イ
ド

リ

ー
ス

は
、

西

洋
と
い

う

他
者
と

本
当
の

意
味
で

出
会
う
こ

と

が
い

か

に

困
難
で

あ

る

か

を
語
っ

た
。

し

か

し

『

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

八

〇
』

で

は
、

も

は

や

出
会
い

や

理
解
に

つ

い

て

描
こ

う

と

は

し
て

い

な
い

。

娼
婦
は

招
か

れ

ず
し

て

押
し
か

け
、

主

人
公
に

は

理

解
不
能
な

理

屈
で

、

主
人
公
か

ら

見
る

と

恥
知
ら

ず
な

真
似
を
平
然
と

し
て

見
せ

、

嫌
悪
感
を

呼

び
起
こ

す
だ

け

で

あ

る
。

こ

こ

で

語
ら

れ
て

い

る

の

は
、

異
な

る

文

化
の

間
で

の

相
互
理

解
の

難
し

さ

で

は

な

く
、

「

ア

メ

リ

カ
」

に

体
現

さ

れ

る

非
人

間
的
な

価
値
に

対
す
る

否
定
と

そ

の

ア
ン

チ

テ

ー

ゼ

と

し

て

の

「

わ

れ

わ

れ
」

の

価
値
の

高
ら
か

な
宣
言
で

あ

る
。

主

眼

は

「

わ

れ

わ

れ
」

に

あ

る
。

「

ア

メ

リ
カ
」

は

「

わ

れ

わ

れ
」

が

何
を

否
定
す
る

の

か

を
明
ら

か

に

す

る

た

め

だ

け
に

登
場
す
る

。

ム

ニ

ー

フ

の

描
く

「

ア

メ

リ
カ
」

　
「

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク

八

〇
』

が
、

ア
メ

リ

カ

を

訪
れ
た

イ
ス

ラ

ム

教
徒
の

ア

ラ

ブ

人
の

目
か

ら

見
た

ア

メ

リ
カ

で

あ

る
と

す
れ
ば
、

『

塩

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

写）

の

町

−
荒
野
』

（
一

九
八一
三

は

彼
ら

の

地
へ

や
っ

て

き

た

ア

メ

リ

カ

人

た

ち

を

描
い

た

も

の

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

作

者
の

ア

ブ

ド

ゥ

ル

・

ラ

フ

マ

ン

・

ム

ニ

ー
フ

ニ

九．．一
三

−
二

〇
〇
四）

は
、

ヨ

ル

ダ
ン

の

ア
ン

マ

ン

で

生

ま

れ
、

バ

グ

ダ
ー

ド
、

カ

イ
ロ

の

大
学
で

学
ん

だ

後、

ユ

ー
ゴ

ス

ラ

ビ

ア

で

石

油

経
済
に

つ

い

て

学
び

博
士

号
を

取
得
し
て

い

る
。

長
く
石
油
経
済
の

専
門
家
と

し

て

オ
ペ

ッ

ク

な

ど

に

勤
務
し

た

後
、

八

十
年
代
か

ら

執
筆
に

専
念
し

た
と

い

う

経
歴
を

持
つ

。

彼
も
ま

た
、

抑
圧
的
な

政
治
権
力
へ

の

批
判
に

よ
っ

　

　
　
　

　

　
　

　

ド
リ　

て

知
ら

れ

る

作
家
で

あ
る

。

　
『

塩
の

町
』

が
、

石
油

経
済
の

専
門
家
と

し
て

の

経
験
を

も
と

に

し

た

作
品

で

あ
る

こ

と

は

間
違
い

な
い

。

こ

の

作
品
は

五

部
か

ら

（550｝ 334
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な

る

大
作
で

、

第
一

部
の

「

荒
野
」

だ

け

で

も

五

八

〇
ペ

ー
ジ

に

の

ぼ

る
。

舞
台
と

な
っ

た

場
所
は

特
定
で

き

な
い

が
、

石

油
採
掘
が

始
ま
っ

た

当

時
の

サ

ウ

ジ

ア

ラ
ビ

ア

を

思
わ
せ

る

こ

と

は

確
か

で

あ
る

。

物

語
は
、

石
油
採

掘
を
目
的
に

ア
メ

リ

カ

人
が

や
っ

て

き

て
、

古
き

よ

き

ア

ラ

ブ

の

生

活
を

象
徴
す

る

オ

ア
シ

ス

の

村
、

ワ

ー

デ
ィ

ー
・

ウ
ユ

ー
ン

が

破
壊
さ

れ

る
こ

と

か

ら

動
き

出
す

。

こ

の

オ

ア
シ

ス

の

村
は

過
酷
な

砂
漠

の

な
か

に

突
如
と

し
て

姿
を
現
す
、

豊
か

な

水
と

緑
を

誇
る

楽
園
で

あ

り
、

砂
漠
を

横
断
す

る
キ

ャ

ラ

バ

ン

隊
に

と
っ

て
、

「

初
め

て

そ

れ

を

見
た

者
に

は

信
じ
ら

れ

な
い

よ

う

な

奇
跡
で

あ
り

、

不
思
議
な

も

の
」

だ
っ

た
。

村
の

人
々

は
、

途
方
も

な
い

ま
で

の

歓
迎
ぶ

り
で

旅
人

を

迎
え
、

そ

の

あ

ま

り

の

寛
大
さ

は
、

と

き

に

他
所
か

ら

来
た

人
々

の

失
笑

を

買
う

ほ

ど

で

あ

っ

た
。

　

し

か

し
、

住
人
の

お

人
好
し

ぶ

り
に

つ

け

込

む

か

の

よ

う
に

、

「

水
を

探
し

て
い

る
」

と

い

う

外
国

人

が

や
っ

て

き

た

と

き
、

こ

の

楽
園
に

暗
い

影
が

指
す

。

　

　

　

ア

メ

リ

カ

人

た

ち

は
、

毎
日、

真
昼

問
、

太
陽
の

下
で

う
つ

ぶ

せ

に

寝
転
ん

で

過
ご

し

始
め

た
。

シ

ョ

ー

ト

パ

ン

ツ

以
外

、

何

　

　

も

体
を

覆
わ

ず
に

。

男
た

ち

で

あ
ろ

う
と

、

子

供
た

ち

で

あ

ろ

う
と

、

周
り
に

誰
も

人

な

ど
い

な
い

か

の

よ
う

に
。

ま

る

で

（

自

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　
　　

　

　

分
は
）

テ

ン

ト
の

な
か

に

で

も
い

る

と

で

も
い

う
か

の

よ

う

に
。

「

水
を

探
し

て

い

る
」

と
い

う
説

明
が

偽
り
で

あ
る
こ

と

は

す

ぐ

に

明
ら

か

に

な
っ

た
。

そ

し

て

石
油
採
掘
の

た

め

に
、

人

々

は

立
ち

退
き
を

命
じ

ら

れ
、

木
々

は

切
り

倒
さ

れ
、

楽
園
は

崩
壊

す

る
。

　

物
語
の

舞
台
は

海
岸
の

小
さ
な

村、

ハ

ッ

ラ

ン

に

移
る

。

か

つ

て

わ

ず
か

な

住
人

し
か

い

な
か

っ

た

海
辺
の

村
が

、

石
油

採
掘

、

積

み

出
し

の

基
地
と

な

り
、

急
激
な

変
化
を

経
験
す

る
。

ワ

ー

デ
ィ

ー
・

ウ
ユ

ー
ン

を

は

じ
め

、

各
地
か

ら

労
働

者
が

集
め

ら
れ

、

誰
も

が

そ

れ

ま

で

に

見
た

こ

と

の

な
い

よ

う

な

大
金
を

手
に

す

る
。

古
い

町
は

破
壊
さ
れ
、

ア
メ

リ

カ

の
ハ

ッ

ラ

ン

と
、

ア

ラ

ブ
の
ハ

ッ

ラ
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ン

と
い

う
二

つ

の

新
し
い

町
が

造
ら

れ

た
。

い

つ

ま

で

た
っ

て

も

粗

末
な
バ

ラ

ッ

ク

が

並

ぶ

だ

け
の

ア

ラ

ブ
の

ハ

ッ

ラ

ン

と

は

対
照
的

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
躅

に
、

ア

メ

リ

カ

人
の
ハ

ッ

ラ

ン

に

は

プ
ー

ル

や
カ

フ

ェ

テ

リ

ア
が

で

き
、

エ

ア
コ

ン

付
き
の

住
宅
が

次
々

と

造
ら

れ
た

。

そ

れ

ら
は

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
硼

な
、

新
し
い

機
材
に

う
ろ

た

え

て

ア

メ

リ
カ

人

の

嘲
笑
を

買
い

な
が

ら

ア

ラ
ブ

の

労
働
者
た

ち

が

造
り

上

げ
た

も
の

だ
っ

た
。

し
か

し

ア
メ

リ

カ

の
ハ

ッ

ラ
ン

は
、

鉄
条
網
で

囲
ま

れ

て

い

た
。

　

作
品
の

な

か

に

は
、

石

油
会
社
の

ア
メ

リ

カ

人
の

ほ

か

に
、

ア

メ

リ
カ

的
な

も

の
、

あ
る

い

は

西

洋
近
代
的
な
る

も

の

象
徴
す
る

人

物
が

何
人
か

登

場
す

る
。

ハ

ッ

ラ
ン

の

富
に

惹
き

つ

け

ら

れ

て

や
っ

て

き

た
、

西
洋
で

教

育
を
受
け

た

医
師
や

、

望
遠
鏡

、

ラ

ジ
オ

な

ど

目
新
し
い

も

の

を

持
ち

込

む

商
人

た

ち
で

あ
る

。

　

こ

う

し

た

人
々

と

対
照
的
な

の

は
、

伝
統
的
な

治
療

師
の

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

と

い

う
男
だ
っ

た
。

彼
は

た

だ

治
療
師
で

あ

る

だ

け

で

は

な

く、

人

手
が

必
要
だ

と

あ
れ

ば

ど
こ

へ

で

も

行
き

、

見
返
り

な

ど

要
求
せ

ず
、

誰
に

で

も

手
を

差
し

伸
べ

る

よ

う

な

男

だ
っ

た
。

　

　

　
ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は
一

日
た

り

と

も
、

金
の

た

め

に

働
い

た
こ

と

は

な
か

っ

た

し、

金
へ

の

軽
蔑
を

隠
そ

う
と

も

し

な

か

っ

た
。

　

　

礼
を

受
け

取
る

た

め

に

仕

事
を

す
る

こ

と

も

な

か
っ

た
。

誰
か

が

彼
に

支
払
い

を

し
よ

う
と

す

る
と

、

そ

れ
が

ど

れ

程
の

額
で

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ぜ　

　

　

る

に

せ

よ
、

彼
は

と

て

も

怒
っ

た
。

彼
が

見
返
り

な

し

に

人
々

の

役
に

立
つ

こ

と

を

喜
ぶ

よ

う
に

、

周
囲
の

人
々

も

彼
の

世
話
を

焼
く
の

は

当
然

だ

と

考
え
て

い

た
。

彼
が

い

る

限
り

、

損
得
勘
定
な

し

に

助
け

あ

う

人

間
関
係
が

存
在
し

た
。

　

し

か

し
ハ

ッ

ラ

ン

は

変
わ
っ

て

い

く
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は

金
の

た

め

に

だ
け

生
き

る

こ

と

を
声

高
に

非
難
し

始
め

る
。

彼
は

叫
ぶ

。

「

ハ

ッ

ラ
ン

の

み

な

さ

ん

よ
、

金
が

あ

ん

た

た

ち

以

前
に

も

た

く

さ

ん

の

も

の

を
だ

め

に

し

て

き
た

。

人
々

も、

そ

し

て

王

国
も

。

金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
13）

は

人
を

奴
隷
に

は

す

る
が

、

決
し
て

幸
せ

を

持
っ

て

き

た

り

し

な
い
」

と
。
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物

語
の

山
場
は

、

彼
が

邪
魔
者
扱
い

さ

れ
、

葬
り

去
ら

れ

て

い

く
こ

と

か

ら

始
ま

る
。

有
力
者
た

ち

か

ら

疎
ん
じ

ら
れ
る

よ

う
に

な

っ

た

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は
、

何
の

理

由
も

な

く
、

刑

務
所
に

放
り

込

ま

れ
る

。

新
し

く

生
ま

れ

変
わ
っ

た
ハ

ッ

ラ

ン

に

は
、

刑
務
所
と

い

う
も

の

が

作
ら

れ

て

い

た
。

権
力
の

意

に

沿

わ
ぬ

者
、

金

の

た

め

に

生
き

る

こ

と

を

拒

否
す

る

者
を

抹
殺
す

る

仕
組
み

が

で

き

あ

が
っ

て

い

た

の

で

あ

る
。

　

こ

の

あ
た

り

か

ら
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

に

つ

い

て

い

く
つ

か

興
味
深
い

エ

ピ

ソ

ー

ド
が

挿
し

込
ま

れ

る
。

刑
務

所
を

出
た

彼
が

、

イ
ブ

ン

・

ナ
ッ

フ

ァ

ー

と
い

う

長
老
の

家
に

寄
宿
し

て

い

た

時
の

こ

と

で

あ

る
。

　

　
ハ

マ

ダ
ン

・

ア
ル

ー

ラ

ー

イ

ー
は

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

を

毎
日
訪
れ

た
。

（

聾
唖

者
で

あ
る

）

彼
は

し
ゃ

べ

る

こ

と
が

で

き

な
か

っ

た
け

　

　

れ
ど

も
、

と

て

も

幸
せ

そ

う
だ
っ

た
。

何
か

が

嬉
し

か

っ

た

の

か

も

し

れ

な
い

し
、

話
さ

な

く
て

も
よ

か

っ

た

か

ら

な

の

か

も
し

　

　

れ

な
い

。

し
か

し

何
か

の

せ
い

で
、

彼
の

幸
せ

は

完
全
で

は

な
い

よ

う
に

見
え

た
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は
、

そ
れ

が

彼
の

犬
の

せ

い

　

　

だ
と

見
抜
い

た
。

犬
が

ひ

ど

い

病

気
に

な
っ

て

い

た

の

だ
。

す
ぐ

に

犬
を

連
れ

て

く
る

よ

う
に

言
っ

た
。

ア

ブ

ー
・

オ

ス

マ

ン

　

　

（

1ー
イ

ブ

ン

・

ナ

ッ

フ

ァ

ー
）

は

犬
を

忌

み

嫌
っ

て

お

り、

い

つ

も

は

家
の

そ

ば

に

も

来
さ

せ

な
か
っ

た

し
、

自
分
の

物
に

は

何

　

　

も
触
ら

せ

は

し

な

か
っ

た
。

し

か

し

彼
は

、

治
療
の

た

め

に

犬
を

連
れ
て

く
る

の

を

許
し
た

。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は

犬

の

手
当
て

を

　

　

し

た
。

口

を

開
き

、

喉
に

向
か
っ

て

つ

ば
を

吐
き

入

れ

た
。

犬
は

く

し
ゃ

み

を

し
、

よ

ろ

め

き

な

が

ら

走
り
だ

し

た
。

犬
は

元

気

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
ね　

　

　

を

取
り

戻
し

て

い

た
。

　

弱
い

者
に

手
を

差
し

伸
べ

る
こ

と
、

こ

と

ば
を

介
せ

ず

直
観
的
に

理
解
す
る

こ

と
、

そ

し

て

「

つ

ば
を

吐

き

入
れ

る
」

こ

と
に

よ
っ

て
バ

ラ
カ

（

祝
福）

を

与
え
る

こ

と
、

こ

う

し

た

行
為
は

す
べ

て
、

イ
ス

ラ
ム

教
徒
の

間
の

民
衆
的
な

信
仰
を

語
る

と

き
に

欠
か

す
こ

と
の

で

き

な
い

聖

者
を
連

想
さ

せ

る
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

が

医
師
の

ス

ブ
ヒ

ー
に

治
せ

な

か
っ

た
、

か

つ

て

の

宿

敵
の

男
の

足
の

痛
み

を
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治
し

て

や
っ

た
こ

と
、

そ

し
て

邪
視
に

よ
っ

て

衰
弱
し

、

ま
っ

た
く

物
を

食
べ

る

こ

と

が

で

き

な

く

な
っ

て

い

た

幼
い

子
供
を

癒
し

た

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
繝

こ

と

も

ま
っ

た

く

同
じ
で

あ

る
。

「

ア

メ

リ

カ
」

的
な

価
値
の

対

極
に

あ

る

も
の

が
、

聖

者
を

取
り

巻
く

価
値
と

し
て

提
出
さ

れ

て

い

る
こ

と

は
・

ム

〒
フ

が

「

わ

れ

わ

れ
」

の

価
値
と

し

て

の

イ
ス

ラ

ム

を

ど

う

羅
し

て

い

る

か

を

考
え

る

う
え
で

非
常
に

墨
で

あ

鰍

る
。

　

あ

る

日、

つ

い

に

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

は

刺
殺
さ

れ

る
。

直
接
の

下
手
人
は

わ

か

ら

な
か

っ

た

が
、

人
々

の

間
で

は
、

彼
の

死

は

ア

メ

リ

カ

人
が

引
き

起
こ

し

た
の

だ

と

受
け

と

め

ら

れ
た

。

イ

ブ
ン

・

ナ
ッ

フ

ァ

ー

は
こ

う

言
う

。

「

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

を

殺
し

た

の

は

ア
メ

リ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
ほ　

力

人
だ

。

や

つ

ら

が

す
べ

て

の

原
因
な

ん

だ
。

や
つ

ら

が

諸
悪
の

源
だ
」

と

叫
び
、

誰
も

が

そ

れ

に

頷
い

た
。

　
「

ア

メ

リ

カ
」

が

作
り

上

げ
、

「

ア

メ

リ
カ
」

が

支
配

す

る

石
油
の

町
ハ

ッ

ラ

ン

に

大
き

な

う

ね

り
が

起
き

る

の

は

そ

れ

か

ら

で

あ

る
。

そ

の

こ

と

を

予

兆
す

る

か

の

よ

う
に

、

町
の

周
辺

で
、

次

々

と

不
思
議
な

出

来
事
が

起
き

る
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

の

死
と

前
後
し

て
、

男
た

ち
の

集
ま

る

茶
店
に

は
、

不

思
議
な

振
動
が

走
り

、

同
じ

時

間
に

、

海
岸
に

い

た

子

供
た

ち

は

大
き

な
一

頭
の

カ

モ

シ

カ

が

海
に

向
か
っ

て

跳
ね

て

い

く
の

を

見
た

。

学
校
か

ら

帰
る

途

中
の

子

供
た

ち

は
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

が

息
を

引
き

取
っ

た

イ
ブ

ン
・

ナ
ッ

フ

ァ

ー

の

家
か

ら

白
い

鳥
の

群
れ
が

飛
び

立

つ

の

を
目
撃
し

た
。

　

人
々

は

競
い

合
う
か

の

よ

う

に

彼
の

葬
儀
に

出
向
き

、

翌
日

の

金
曜
日
の

集
団

礼
拝
で

は
、

い

つ

に

な
い

ほ

ど
モ

ス

ク
に

人

が

集
ま

っ

た
。

翌
土

曜
日
、

ハ

ッ

ラ

ン

は
つ

い

に

動
き

出
す

。

き
っ

か

け
は
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

殺
害
の

件
に

つ

い

て

こ

れ

以
上

調
査
を

し

な
い

と

の

通
達
に

続
い

て
、

石
油
会
社
が
二

十
三

人
の

労
働
者
の

名
前
を

挙
げ

、

解
雇
を

発
表
し

た
こ

と

だ
っ

た
。

何
の

関
連
も

な

い

は

ず

の

こ

の

二

つ

の

出
来
事
が

人
々

の

心

の

中
で

ひ

と
つ

に

な

る
。

人
々

は

な
ぜ

自
分
た

ち

は

罪
も
な
く
殺
さ

れ
、

落
ち

度
も

な

く

職
を

奪

わ

れ

な
け

れ
ば

な

ら

な
い

の

か

と

問
い

始
め

、

解
雇
の

対
象
と

は

な
ら

な
か

っ

た

労
働
者
も
が

、

抗
議
の

意
を

表
明
し
て

仕
事
に

戻
る
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の

を

拒
ん

だ

の

だ
っ

た
。

モ

ス

ク

に

集
ま
っ

た

彼
ら
は

、

デ
モ

を

始
め

た
。

デ
モ

隊
は

進
ん

で
い

く
先
々

で
、

喝
采
と

拍
手

で

迎
え
ら

れ
た

。

彼
ら

は

そ

れ

ま
で

押
し

隠
し

て
い

た

感
情
を

露
に

し

た
。

　

　

な
ぜ

こ

ん

な

風

に

生
き

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

の

だ

？

　
ア
メ

リ

カ

人

は

違
う
生
活
を
し

て
い

る

と
い

う
の

に
。

な
ぜ

ア

メ

リ

カ

人

　

　

居
住
区
に

行
く
こ

と

は

妨
げ
ら

れ

る

の

だ

？

　
な
ぜ

ア

メ

リ

カ

人
の

家
に

近
づ

い

た

り
、

プ

ー
ル

を

眺
め

た
り、

木
陰
に

ほ

ん
の

　

　

少
し

の

間
、

立

ち

止

ま

る

こ

と

さ

え

禁
じ

ら

れ
る

の

だ

ろ

う
？

　
ア

メ

リ
カ

人

は

な
ぜ

、

犬

を

追
い

払
う

か
の

よ

う
に

、

動
け

、

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　
（
16　

　

　

す

ぐ

に

立
ち

去

れ

と

叫
ぶ

の

だ

ろ

う

？

　

人
々

は

解
雇
の

取
り

消

し

と

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

殺
し
の

捜
査

を

要
求
と

し

て

掲
げ
続
け
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

に

届

け
と

ば
か

り

に

歌

声
を

上

げ
た

。

「

ム

フ

ァ

ッ

デ

ィ

よ
、

あ

ん

た

の

血
は

忘
れ

な
い

。

ハ

ッ

ラ
ン

中
が

つ

い

て

い

る
。

北
の

丘

の

主
よ

。

聞
け

。

そ

し
て

答
え

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
17〕

て

く

れ
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

よ
。

あ
ん

た

の

流
し

た

血
は
、

忘
れ

去

ら

れ

は

し

な

い
。

」

　

翌

日

の

午
後

、

公

安
と

の

間
で

小
競
り

合
い

が

発
生

す
る

。

こ

の

と

き

再
び

、

人
々

は

不

思
議
な
体
験
を
い

く
つ

か

す

る
、

何
よ

り

も
重

要
な

の

は
、

ム

フ

ァ

ッ

デ

ィ

の

姿
が

ハ

ッ

ラ
ン

の

人
々

す
べ

て

に

目
撃
さ

れ
た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

　

　

何
人
か

が
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ
・

ア

ル
・

ジ
ェ

ダ
ー

ン

そ
っ

く

り

な
人

間
の

形
を

し

た

幻

が
頭

の

上
に

現
れ

た
の

を

見
た

と

強
い

口

　

　

調
で

断
言
し

た
。

彼
ら
が

言
う
に

は
、

発
砲
し
て

い

た

（

ジ
ャ

ウ

ハ

ル

の
）

兵
士

た
ち

は

怯

え

き

り
、

叫
び
な
が

ら
、

ほ

と

ん

ど

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
18）

　

　

の

弾
を
ム

フ

ァ

ッ

デ

ィ

の

幽
霊
に

向
か
っ

て

発
砲

し
て
、

男
の

服
は

銃

弾
で

穴
だ

ら

け

に

な
っ

て

い

た
と

い

う

の

だ
。

労
働
者
た

ち
は

勝
利
し

、

す
べ

て

の

労
働
者
の

復
職
と

、

「

最
近
の

事
件
」

つ

ま

り
ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

殺
し

の

調
査
が

約
束
さ

れ

る
。

こ

れ
で

『

塩
の

町

　
　
荒
野
』

は

幕
を

閉
じ

る
。

　
ハ

ッ

ラ
ン

の

労
働

者
た

ち

の

要
求
が
二

つ

で

あ
っ

た

の

は

重
要

で

あ

る
。

不
当
な

解
雇
の

取
り

消
し

と

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

殺
し

の

捜
査

339 〔555尹
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の

要
求
は

、

理
屈
の

上
で

は

す

ぐ
に

は

結
び
つ

か

な
い

。

解
雇
の

決

定
は

石

油

会

社
の

経
営
上

の

論
理

に

よ

る

も
の

で

あ

り
、

物
語
の

流
れ
か

ら

言
っ

て
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

に

手
を

下
し

た

の

は

「

ア

メ

リ
カ

人
」

で

あ

る

と

は

考
え

ら

れ

な
い

。

そ
の

意
味
で

、

ム

フ
ァ

ッ

デ
ィ

の

死
を

「

ア

メ

リ

カ

人
の

せ

い

だ
」

と
い

う

イ
プ

ン

・

ナ
ッ

フ

ァ

ー

の

発

想
は

飛
躍
し

て

い

る

よ

う

に

も

見
え
る

。

し

か

し
実
際

に

は

そ

う
で

は

な
い

。

労
働
者
の

不
当
な

扱
い

も
、

彼
ら

の

惨
め

な

境
遇
も
、

殺
伐
な

も
の

と

化
し

た

人
間
関
係
も

す
べ

て
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

が

命
を

賭
け
て

否
定
し

続
け

た

「

ア

メ

リ
カ
」

的
な

価
値
が

も
た

ら

し

た

も

の

で

あ
り、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

が

殺
さ

れ

た

の

は
、

彼
が

そ

の

「

ア

メ

リ
カ
」

的
な

価
値
を

否
定
し

た
か

ら

だ

と

彼
ら
は

考
え

た

の

で

あ

る
。

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

の

体
現
し
た

価
値
が

忘
れ

去

ら

れ、

「

ア

メ

リ
カ
」

の

価

値
が

支
配
し

始
め

た

と

き
、

人
々

は

人

間
と

し

て

生

き

る

権
利

を
奪
わ

れ

た
こ

と

を
人
々

は

理

解
し
て

い

た
。

「

ア

メ

リ
カ
」

と

「

イ
ス

ラ

ム
」

　

他
者
な

く

し
て

自
己

と
い

う

概
念
は

生
ま

れ

な
い

。

自
分
の

慣
れ

親
し

ん

だ

も

の

と
は

大
き

く

異
な

る

行
動
様
式
や

価
値

観
を
持
つ

人
々

の

集
団

と

出

会
っ

た

と

き
、

自
分
が
そ

の

集
団
で

は

な
い

別
の

集
団
に

属
し
て

い

る

の

だ

と
い

う
こ

と
に

初
め

て

気
づ

き
、

そ
の

よ

う

な

他
者
と

出

会
っ

た

と

き

に

初
め

て
、

自
己
に

つ

い

て

の

認
識
が

生
ま

れ

る
。

他
者
を

描
く

と
い

う

作
業
は

、

言
う
ま

で

も
な

く

自
己

像
を

描
く
こ

と

の

裏
返
し
で

あ

る
。

言
い

換
え

れ

ぼ
、

「

ア

メ

リ

カ
」

の

何
が

い

け

な
い

の

か
、

何
が

そ
こ

に

は

欠
け

て
い

る

の

か

を

語
ら
せ

る

の

は
、

「

ア

メ

リ

カ
」

へ

の

関
心

と
い

う
よ

り

も
、

自
己
へ

の

関
心
で

あ
り

、

確
固
た

る

自
己

像
を

描
く
作

業
の

副
産

物
と

し
て

、

「

ア

メ

リ

カ
」

の

像
が

登

場
し

た

の

だ
と

言
え

る
。

　

イ
ド

リ

ー

ス

も
、

ム
ニ

ー
フ

も
、

ア
メ

リ

カ

の

実
像
を
描
こ

う
と

し

て

い

る

の

で

な
い

こ

と

は

明
ら
か

で

あ
る

。

ど

ち

ら

の

場
合
に

（556） 340
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「ア メ リカ 」 と闘 う聖 者の イ ス ラ ム

も

登

場
す

る

ア

メ

リ
カ

人
は

、

金
の

た

め

な

ら

売
春
さ

え

厭
わ
な
い

女
性
で

あ
る

か
、

ア

ラ

ブ

と

見
る

と

写
真
を
撮
っ

て

面
白
が
っ

た

か

と

思
う

と
、

野
良
犬
の

よ

う
に

追
い

払
い
、

怠
け

者
と
一

蹴
す
る

よ

う
な
石
油
会
社
の

人

間
で

あ
り、

単
な

る
ス

テ
レ

オ

タ

イ
プ

に

す

ぎ

な
い

。

ハ

ッ

ラ

ン

の

ア
メ

リ

カ

人

た

ち

は
ほ

と
ん

ど
の

場

合
、

複
数
形
の

「

ア

メ

リ
カ

人
」

と

し
て

登
場

し
、

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

の

娼
婦
は

名
前
を

訊
か

れ

る
こ

と

す

ら

な
い

。

こ

こ

で

の

「

ア

メ

リ
カ
」

と

は
、

脅
威
で

し
か

な

く
、

西

洋
近
代

文
明
の

見
せ

る

最
悪
の

顔
で

し
か

な
い

。

　
た

だ

し

言
う

ま

で

も

な
い

が
、

こ

の

よ

う

に

「

ア
メ

リ

カ
」

と

「

イ

ス

ラ

ム
」

を

対
比

し
、

「

ア

メ

リ

カ
」

を
否

定
的
に

描
く

と
い

う
の

は
、

こ

れ

ら

の

作
家
た

ち
に

限
っ

た

こ

と

で

は

な
い

。

現
在
で

も

そ

の

著
作、

『

道
標
』

が

イ
ス

ラ

ム

主

義
者
の

問
で
バ

イ
ブ

ル

と

な

っ

て

い

る

サ

イ

イ
ド
・

ク

ト
ゥ

ブ
（
一

九

〇

六
1
】

九
六

六
）

は

ア
メ

リ

カ

留
学

中
の

見

聞
を

文

章
に

し

て

い

る

が
、

そ

の

中
に

見

ら

れ

る
の

も

や

は

り
、

彼
の

信
じ

る

価
値
に

真
っ

向
か

ら

反
対
す

る

よ

う

な

「

ア

メ

リ

カ
」

の

姿

で

あ

る
。

彼
の

『

私
の

見
た

ア

メ

リ

カ
』

は
文

学
作
品
で

は

な

く
、

エ

ッ

セ

ー

あ
る

い

は

ル

ポ
ル

タ

ー

ジ
ュ

と
い

う

形
を

と
っ

て

い

る

た

め

か
、

そ

こ

で

繰
り

広
げ
ら

れ

る

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
19冖

ア
メ

リ
カ

批
判
は

先
に

挙
げ
た
二

人
の

作
家
の

文
章
よ

り
も

さ

ら

に

辛
辣
で

あ

る
。

教
会
が

人
を

集
め

る

た

め

に

美
し
い

女

性
を

交
え

た

ダ
ン

ス

パ

ー

テ
ィ

ー
を

開
く
話
で

あ
る

と
か

、

夫
の

死
に

接
し

て

も
悲
し

み

の

感
情
を

抱
く
こ

と

な

く、

事
を
す
べ

て

事
務
的
に

処

理

し

て
い

く
女

性
の

話
で

あ
る

と

か
、

な

か
に

は

か

な

り
バ

イ
ア

ス

の

か

か

っ

て

い

る

と

言
わ
ざ

る

を

え
な

い

も
の

も

多
い

が
、

要
は

彼
が

そ
の

よ

う

な
印

象
を
ア

メ

リ

カ

に

対
し
て

抱
い

た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

彼
は
、

「

ア

メ

リ

カ
」

的
な

る

も
の

を
否

定
す

る
こ

と
に
、

イ
ス

ラ

ム

教

徒
と

し

て

生

き

る
こ

と

を

重
ね

合
わ
せ

た
。

実

際
、

彼
は

ア
メ

リ
カ

か

ら

帰
国

後、

急
激
に

イ
ス

ラ

ム

主
義

に

傾
斜
し
、

最

終
的
に

は

ム

ス

リ

ム

同
胞

団
を

代
表
す

る

イ

デ
オ
ロ

ー
グ

と

な
っ

て

い

る
。

　

重
要
な

の
は

す
で

に

紹
介
し
た

作
家

た

ち

と

ク

ト
ゥ

ブ
が

思
想
的
立
場
を

全
く
と

言
っ

て

よ
い

ほ
ど

異

に

し

て
い

な
が

ら
、

そ

の

違

341 （557）
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い

を

超
え

て

同
じ

よ

う

に
、

他
者
で

あ

る

「

ア

メ

リ

カ
」

に

対
し

て
、

「

わ

れ

わ

れ
」

を

イ

ス

ラ
ム

に

つ

な

げ
て

い

る

と

い

う
点
で

あ

　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
蹴

る
。

そ

し

て
、

「

ア
メ

リ
カ
」

が

体
現
す

る

価
値
に

対

抗
す
べ

く
、

「

わ

れ

わ
れ
」

の

価
値

、

イ
ス

ラ

ム

の

存
在
意
義
を

明
確
に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う

切
迫
感
が

書
き

手
た

ち

を

支
配
す
る

・

ヲ
メ

リ
カ
L

と

対
抗
す
る

形
で

イ
ス

ラ

ム

を

掲
げ
る

言
説
は
・

い

わ

欄

ゆ

る

イ

ス

ラ
ム

主

義
者
だ

け
の

も
の

で

は

な

く、

世
俗
主
義
的
立

場、

あ

る
い

は

左

派
の

立

場
を

と

る

知
識
人
の

も
の

で

も

あ

る
。

　

考
え

方
の

違
い

が

生
ま

れ

る
の

は
、

そ

の

先、

つ

ま

り
「

イ

ス

ラ
ム
」

に

つ

い

て

具
体
的
に

ど

の

よ

う
な

イ
メ

ー

ジ

を
描
く

か

に

お

い

て

で

あ
る

。

自
分
た

ち
が

誇
る

「

イ
ス

ラ
ム
」

に

支
え
ら

れ

た

社
会
と

は

現
実
に

ど

の

よ

う
な

形
を
と

る

の

か
、

あ
る

い

は

い

か

な

る

方
法
で

「

イ
ス

ラ
ム
」

は

善
い

社
会

の

礎
と

な

る

こ

と

が

で

き

る

の

か
。

そ

う

し

た

点
に

お

い

て
、

大
き

な

違
い

が

生
じ

て

い

る
。

彼
ら

の

交
わ

す
イ
ス

ラ
ム

に

つ

い

て

の

議
論
は
、

政
教
分
離
原
則
を

採
用

す
べ

き

か

否
か

と
い

う
よ

う
な

問
題
の

周
辺
に

あ

る

の

で

は

な
い

。

そ

う
で

は

な

く
、

イ
ス

ラ

ム

を

個
人

を

精
神
的
に

救
済
す

る

だ

け
で

な

く

社
会

的
な

使
命
を

帯
び

た

宗
教
と

し
て

評
価
す
る

と

い

う

点
で

は

基
本
的
に
一

致
し

、

そ

の

上

で
、

近

代
と
い

う
時
代
に

あ
っ

て

イ
ス

ラ

ム

が

果
た

す
べ

き

社
会
的
役
割
と

は

何
か

、

そ

し

て

そ

れ

は

い

か

に

し

て

果
た
さ

れ
る

べ

き

か

と

い

う
点
に

つ

い

て

議
論
さ

れ
る

の

で

あ

る
。

聖
者
の

体
現
す
る

イ
ス

ラ
ム

　
ム

ニ

ー

フ

が

「

ア
メ

リ
カ
」

と

対
峙

さ
せ

た

の

は
、

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

と

い

う
少
々

風
変
わ

り
な
一

人
の

男
だ
っ

た
。

彼
の

死
の

意
味

の

大
き

さ

は
、

茶
店
で

の

不

思
議
な

出
来
事、

そ

し

て

子
供
た

ち

の

見
た

不
思
議
な

光
景
と

し

て
、

人
々

に

直
観
さ

れ
る

。

子
供
た

ち

が

見
る

白
い

鳥
は

、

神

秘
家
に

ま
つ

わ

る

物
語
の

中
に

登
場
す

る
、

天
に

向
か

う

白
い

鳥
を

思
わ

せ

る
。

ま

た
、

治

療

師
と

し

て

の

彼

の

癒
し

は
、

聖

者
の

起
こ

す

奇
跡
を

思

わ
せ

る

も

の

で

あ
り

、

そ

れ

は

身
体
の

癒
し

だ

け
で

な

く
、

心
の

救
い

で

も

あ
っ

た
。

「

金

に

N 工工
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つ

い

て

何
も

知
ら

ず
、

そ

れ

と

関
わ

る
こ

と

を

拒

み
、

そ

し
て

そ

れ

を

軽
蔑
し
て

い

た
」

男、

狩
り

の

獲
物
を

自
分
に

は

何
も
残
さ

ず

他
人
に

与
え

て

し
ま

う
男、

つ

ま

り

「

ア
メ

リ
カ
」

の

論
理
と

は

正

反

対
の

価
値
を

信
じ
た

男
は

聖

者
と

な
っ

た
。

　

イ
ド

リ

ー
ス

に

関
し

て

言
え

ば
、

彼
が

『

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク
八

〇
』

で

「

わ

れ

わ

れ
」

の

価
値
と

し

て

挙
げ
て

い

る

の

は

き

わ
め

て
一

般
的
な

意
味
で

の

人

間
ら

し

い

生
き

方
で

あ

り、

と

く

に

イ
ス

ラ

ム

に

つ

い

て

の

言
及
は

な
い

。

し

か

し

「

イ

ス

ラ

ム

の

科

学
と

西
洋

の

科
学
」

と

い

う
エ

ッ

セ

ー

の

な
か

で
、

彼
は

次

の

よ

う
に

、

宗
教
と

切
り

離
さ

れ
た

西
洋

の

科
学
の

あ
り

方

を
批
判
し
、

そ
の

裏
返

し

と

し
て

イ
ス

ラ
ム

の

根
幹
で

あ

る

タ

ウ
ヒ

ー
ド

の

概
念、

つ

ま

り

神
の

唯
一

性、

す
べ

て

を

神
に

帰
す

る
一

元
性
の

持
つ

力
を

強
調

し

て
い

る
。

　

　
　

科
学
と
い

う

も
の

は
、

科
学
そ

れ

自

体
の

ほ

か

に

何
か

目
的
が

な

け

れ
ば

、

愚
行
か

不
正

に

な

る
。

科

学
の

た

め

の

科
学、

生

　

　
か

ら

切
り

離
さ

れ

た

知

識
の

肥

大
は

、

人
間

の

持
つ

他
の

す
べ

て

の

次
元
に

お

け

る

収
縮
を

ひ

き

お

こ

す
。

つ

ま

り
、

愛
情、

創

　

　

造、

生
の

不
可
視
の

部
分
に

つ

い

て

の

考
察、

私
た

ち
と

自
然
と

の

関
係

、

お

よ

び

私
た

ち

同
士
の

人
間

的
な

関
係
に

お

い

て

調

　

　

和
と

均
衡
を
保
と

う
と

す
る

意
志
と

い

う
次

元
が

収
縮
す

る
の

で

あ
る

。

　

　
　

タ

ウ

ヒ

ー
ド

の

原
則
は

、

科

学
と

信
仰
の

間
の

隔
た

り

を
埋
め

た
。

白
然

の

な

か
に

あ
る

も
の

は

す
べ

て
、

神
の

存
在
の

徴
で

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　（
20）

　

　

あ
っ

て
、

自
然
を
知
る

と

い

う

行
為
は
、

一

種
の

礼
拝
と

同
じ

で

あ
り
、

神
に

近

づ
く

た

め
の

道
で

あ
る

。

西

洋
の

科

学
に

向
け

ら

れ
た

こ

の

批

判
が
、

『

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク

八

〇
』

で

示

さ

れ

た

「

ア

メ

リ

カ
」

批
判
と

重
な

る
こ

と

は

言
う

ま

で

も

な
い

。

ま

た

イ
ス

ラ
ム

の

タ

ウ
ヒ

ー

ド
と

い

う

原
則
が
、

「

愛
情

、

創
造、

生

の

不

可

視
の

部
分
に

つ

い

て

の

考
察、

私
た

ち

と

自

然
と

の

関
係、

お

よ

び

私
た

ち

同
士

の

人

間

的
な

関
係
に

お

い

て

調

和
と

均
衡
を

保
と

う
と

す
る

意
志
」

の

根
底
に

あ
る

と

い

う
の

で

あ
れ
ば
、

こ

う
し

た

イ
ス

ラ
ム

理

解
は
、

ム

ニ

ー

フ

が

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

に

託
し
た

そ

れ

と

ほ

と
ん

ど
一

致
す
る

。
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

さ
ら

に

イ

ド

リ

ー
ス

は
、

か
つ

て

『

隠
さ

れ

た

彼
の

秘
密
』

と

い

う
小

説
の

な
か

で
、

正

義
を
求
め

る
民
衆
の

意
志
を
聖
者

崇
拝
に

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　ハ
む

つ

な

げ
て

見
せ

た

こ

と

が

あ

る
。

十
八

世
紀
末
を

舞
台
と

す
る

こ

の

作
品

は
、

ナ
ポ

レ

オ
ン

の

率
い

る

フ

ラ

ン

ス

の

侵
略
軍
に

抵
抗
す

る
ハ

ー

ミ

ド
と

い

う
名
の
一

人
の

農
民
が

、

殺
害
さ

れ

た

後
、

聖
者
と

し
て

祀
り

上
げ
ら

れ
、

人
々

の

精
神
的
な

支
柱
と

な

る

と

い

う

物
語
で

あ
る

。

確
か

に

こ

の

作
品
は

、

イ
ド

リ

ー
ス

な
ら

で

は

の

民
衆
へ

の

信
頼
を
表
明

し

た

も

の

で

あ
る
が

、

そ

れ

に

終
わ

ら

ず
興

味
深
い

の

は
、

作
品
の

最
後
に

、

エ

ジ

プ

ト

に

と

ど

ま
っ

た

フ

ラ

ン

ス

人
が

こ

の

聖
者
を

崇

拝
す

る

人
々

の

発
す
る

力
に

魅
惑
さ

れ、

フ

ラ

ン

ス

に

は

そ

う

し

た

力
が

欠
け

て

い

る

と

自
文
化
の

敗
北
を

認
め

る
エ

ピ

ソ

ー
ド

が

付
け

加
え

ら

れ
て

い

る

点
で

あ

る
。

こ

こ

か

ら
、

イ

ド

リ

ー

ス

も

ま
た

、

聖
者
崇
拝
と
い

う
形
を

と

る

普
通
の

人
々

の

イ
ス

ラ

ム

の

な

か

に
、

「

わ

れ

わ

れ
」

の

力
を

見
て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

　

聖

者

崇
拝
を

中
心
と

す
る

民
衆
的
な

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

は
、

ウ

ラ
マ

ー
た

ち

の

代
表
す

る

い

わ

ゆ

る
正

統
的
な

イ

ス

ラ
ム

と

比
べ

れ

ば

周
辺

的
な

位
置
づ

け
を

さ

れ
て

き

た

の

は

確
か

で

あ
る

。

そ

れ
ど

こ

ろ

か
、

厳
格
な
一

神
教
と

し
て

の

性
格
を

重

視
し

、

原
始
の

「

純

粋
な
」

イ
ス

ラ

ム

に

帰
る

こ

と

を

主
張

す

る

近

代
の

改
革
主

義
的
な

動
き
か

ら

は

き

び

し

く
批
判
さ

れ

る

こ

と

が

多
い

。

し

か

し

な

が

ら
、

聖

者
崇
拝
と
い

う

現
象
は
一

般
の

人
々

の

問
か

ら

自
然
発
生
的
に

生

ま

れ
、

い

わ

ば
、

物
言
わ
ぬ

民
衆
が
こ

れ
と

感
じ

と

っ

た

善

の

あ
り

様
が

、

聖

者
と

呼
ば
れ

る
一

人
の

人

間
に

託
さ

れ
る

こ

と

に

よ
っ

て

成
立
す

る

も

の

で

あ
り、

イ
ス

ラ

ム

教
徒
の

精
神
世
界
を

語
る

上

で

欠
か

す
こ

と
の

で
き

な
い

部
分
を

形

成
し
て

い

る
。

換
言
す

れ
ば

、

コ

ー

ラ
ン

や
ハ

デ
ィ

ー

ス

と
い

う

宗
教
テ

キ

ス

ト

を

基

に
、

ウ

ラ
マ

ー

た

ち
が

専
門
的
な

手
続
き

を

経
て

導
き

出
さ

れ

た

見
解
と

は

異
な
る

、

人
々

の

生

活
に

根
づ

い

た

イ
ス

ラ

ム

を

見
る
こ

と

が

で

き
る
の

で

あ
る

。

　

聖
者

崇
拝
と

い

う

現
象
を

強
調
し

、

か
つ

「

人

間
的
な

関
係
」

に

重
き

を

置
く

こ

と

に

よ
っ

て
、

ム

ニ

ー
フ

と

イ

ド

リ

ー

ス

は
、

（56 〕 344
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日
々

の

生

活
の

な

か

で

感
じ

と

ら

れ

た

価
値、

実
際
の

経
験

か

ら

積
み

上

げ
ら

れ

た

価
値
こ

そ

が
、

人
々

を

善
に

向
か

っ

て

突
き

動
か

し
、

ひ

と
つ

に

ま

と

め

て

い

く

力
を

持
ち

う
る

と

訴
え

る
。

そ

の

よ

う

な

も
の

と

し

て

立
ち

現
れ

た

「

イ

ス

ラ

ム
」

こ

そ

が
、

こ

こ

で

言
う
と

こ

ろ

の

「

ア

メ

リ
カ

的
」

価
値
を

否
定
し
、

あ

ら

ゆ

る

不
正

を

正

す
可

能
性
を

持
つ

と

い

う
の

で

あ
る

。

彼

ら

は
、

イ
ス

ラ
ム

の

価
値
を

信
じ

る

普
通
の

人
々

が
、

そ

の

価
値
に

従
っ

て

行

動
を

起
こ

す
こ

と

に

よ

っ

て
、

社
会
を

動
か

す

こ

と

が

で

き

る
と

考
え

る
。

ベ

ラ

ー

は

善
い

社
会

と

は
、

「

そ

の

概
念
の

中
心

に

あ

る

の

は
、

そ

れ

は

社
会
の

す
べ

て

の

構
成
員
が

進

ん
で

問
う

べ

き
、

開
か

れ

た

問
い
」

で

あ

る

と

言
い

、

「

共

同
の

善
」

と

は

共
同
で

善
を

追

求
す

る
こ

と

だ

と

言
う
が

、

ま

さ

に

こ

の

共
同
の

善
に

つ

い

て

の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

あ
じ

理

解
が
二

人
の

イ

メ

ー

ジ

す
る

イ
ス

ラ
ム

の

姿
に

重
な

る
。

イ
ス

ラ
ム

か

ら
の

挑
戦

　

明

治
期
の

日

本
を

含
め
、

近

代
へ

の

移
行

期
に

非
西

欧
世

界
の

知
識
人
が

示

し
た

西
洋
近

代
的
な

る

も

の
へ

の

反

応
に

は
、

何
ら

か

の

共
通
性
が

あ

る
。

そ

れ

は

西

洋
近

代
と
い

う

他
者
の

作
り

上
げ
た

社
会
、

特
に

そ
こ

に

見
ら

れ

る

人

間
性
の

欠
如
を

手
厳
し

く

否
定

す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

翻
っ

て

自
ら

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

を

確
保
す

る

と

い

う

傾
向
で

あ

る
。

そ

れ

と

同
時
に

彼
ら

は
、

自
分
た

ち

の

伝
統
を

強
調
す
る

。

た

だ

注
意
が

必
要
な

の

は
、

彼
ら

の

言
う

伝
統
と

は、

必
ず
し
も

世
代
を

通
じ

て

受
け

継
が

れ
て

き
た

行
動
様

式
や

価
値
規
範
全

体
を

指
す
わ

け
で

は

な

く
、

古
い

も
の

を

す
べ

て

肯
定
す
る

わ

け

で

は
な

い

と

い

う

点
で

あ

る
。

彼
ら

が

言
う

伝
統

と
は

、

彼
ら

が
近

代
の

脅
威
か

ら

護

ら
な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と

考
え
た

も
の

の

総
称
で

あ
り

、

こ

れ

は

ア

ラ
ブ

・

イ
ス

ラ

ム

世

界
の

例

に

つ

い

て

も

言
え

る
。

　

す

で

に

見
た

よ

う
に
、

ア

ラ

ブ
・

イ
ス

ラ
ム

世
界

の

場
合

、

こ

の

意
味
で

の

伝
統
は

イ
ス

ラ

ム

に

収
斂
す
る

傾
向
が

強
い

。

そ

れ

は

345 ｛561）
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一

つ

に

は
か

つ

て

イ
ス

ラ
ム
（

文
明
）

が

人

類
史
に

誇
る

地
位
を
築
き

上

げ
た

と

い

う

記
憶
が

な
せ

る

も
の

で

あ
り

、

ま

た

イ
ス

ラ

ム

が

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
錨

狭
い

意
味
で

の

宗
教
を

超
え
て

、

社
会
全

体
を
覆
う

体
系
と
い

う

性
格
を

持
つ

こ

と

に

よ
っ

て
、

西

洋
近
代
文

明
に

代
わ

る

選
択
肢
と

な

り

う

る

と

い

う
こ

と

も
大
き

く

作
用
し

て

い

る
。

イ

ス

ラ

ム

が

「

わ

れ

わ

れ
」

の

も

の

と

し

て

脚
光
を

浴

び
る

の

で

あ

れ

ば
・

「

か

圃

れ

ら
」

の

も

の

と

し
て

キ

リ

ス

ト

教
が

注
目
さ

れ

る
こ

と

が

あ
っ

て

も

不
思
議
で

は

な
い

だ

ろ

う
。

し

か

し

な
が

ら
、

キ

リ
ス

ト

教
と

の

対

抗
と
い

う
視
点
は
、

本
論
で

取
り
あ

げ
た

作
家
た

ち

に

は

ま
っ

た

く

と

言
っ

て

い

い

ほ

ど

見
ら

れ

な
い

。

キ

リ
ス

ト

教
に

言
及
す

る
こ

と

が

あ
っ

て

も
、

批
判
さ

れ

る

の

は
、

教
会

を

社
交
場
や

歴
史
的
建
造
物
と

し

か

考
え

な
い

キ

リ
ス

ト

教
徒
で

あ
っ

て
、

キ

リ
ス

ト

教
自

体
を

批

判
す

る

の

で

は

な
い

。

否
定
さ

れ

る

の

は
、

物
質
的
な

豊
か

さ

だ

け

を

追
い

求
め

る
、

宗
教

を
忘
れ

た

生
き

方
で

あ

る
。

言
い

換
え

る

と
、

「

か

れ

ら
」

と

は

キ

リ
ス

ト

教
徒
で

は

な

く
、

宗
教
を

忘
れ

去
っ

た

人
々

で

あ

り
、

「

わ

れ

わ

れ
」

と

は

イ

ス

ラ

ム

教
徒
と
い

う
よ

り
も
、

宗
教
的
な
価
値
に

基
づ

い

て

生
き

る

人

々

と

言
う
方
が

よ

り

正

し
い

。

　

作
家
た

ち
が

描
い

た

の

は
、

弱
肉
強
食、

拝
金
主
義
に

汚
染
さ

れ

た

社
会
の

典
型
と

し

て
の

「

ア
メ

リ

カ
」

で

あ

り
、

そ

し

て

ま

さ

に
こ

れ
に

対
抗
す
る

価
値
と

し

て

の

「

イ

ス

ラ
ム
」

だ
っ

た
。

そ
こ

か

ら

読
み

と

れ

る

の

は
、

「

共
同
の

善
」

を

追
求
す

る
こ

と

は

人

間
が

人
間
と

し

て

生

き

る

た
め

に

必
要
不
可

欠
で

あ
り
、

そ

れ

を

イ
ス

ラ

ム

は

実
現
で

き

る
と

い

う
彼
ら

の

確

信
で

あ
る

。

善
悪
の

基

準
が

崩
壊
し
、

悪

し

き

個
人
主

義
に

陥
り
、

共
同
体
と

し
て

の

性
格
を
失
っ

た

「

か

れ

ら
」

の

社
会
に

対
す
る

ア

ン

チ
テ

ー
ゼ

と

し

て

「

イ
ス

ラ
ム
」

を

根
幹
と

し
た

社
会
が

掲
げ
ら

れ

る
。

「

か

れ

ら
」

、

つ

ま

り
ア

メ

リ

カ

を

代
表
と

す

る

西
洋
近
代
社
会
は

、

も

は

や

見

習
う
べ

き

も
の

で

は
な

く
、

イ

ス

ラ

ム

の

理

念
に

よ
っ

て

修
正

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

し

て

認
識
さ

れ
る

。

イ
ス

ラ

ム

の

価
値
は

イ

ス

ラ

ム

教
徒
だ

け
で

な

く、

す
べ

て

の

人
類
に

と
っ

て

普
遍
的
な

意
味
を

持
つ

も

の

と

し

て

提
出
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
彼
ら

の

考
え

る

イ

ス

ラ

ム

と

は
、

神
を

信
じ

て

生
き

る

人
々

が

と

も
に

生
き

る

人
々

と
の

つ

な

が

り

の

な

か

で

感
じ
と

り
、

そ

れ

に
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し
た
が

っ

て

生
き
る

こ

と

を

よ

し

と
し

て

蓄
積
し

て

き

た

生

活
規
範
や

倫
理

観
で

あ
る

。

彼
ら

が

言
う

イ
ス

ラ

ム

と

は
、

ウ
ラ

マ

ー

た

ち
が

支

配
す
る

と
い

う

政

治

的
な

性
格
を

帯
び

た

も
の

で

は

な
い

。

ま

た
、

権
威
を

背
に

し
た

特
定
の

人
物
や

グ
ル

ー
プ

に

よ

る

解

釈

を

絶
対
視
し

、

ひ

た

す

ら

そ

の

判
断
に

従
う
こ

と

に

よ

っ

て
、

ベ

ラ
ー

の

言
う
「

問
い
」

を

閉

ざ
し

て

し

ま

う

も
の

で
も

な
い

。

そ

れ

は
、

普
通
の

人
々

の

良
心

と

信
仰
心
か

ら

生
ま

れ
、

個
々

の

生
の

深
み

に

源
を

発

す
る

も

の

で

あ
り、

そ

れ
が

ゆ
え

に

煩
雑
な

神
学

、

法
学
論
議
を

軽
々

と

飛
び

越
え

て
、

人

間
一

般

の

実

存
的
な

問
題
に

応
え

う

る

も

の

で

あ

る
。

信
仰
を

も
っ

て

生
き

る
人

間
の

あ

た

り

ま

え

の

感
覚
や

そ
こ

か

ら

自
然
に

生
ま

れ

る

感

情
こ

そ

が
、

ア
メ

リ
カ

で

あ

れ
、

西
洋
で

あ
れ
、

行
き

過
ぎ
た

物
質

文
明
や

個
人

主

義

に

歯
止

め

を
か

け
、

人
間
社
会
を

正
し
い

方
向
に

動
か

す
こ

と
が

で

き

る

と
い

う

の

で

あ
る

。

ア

メ
リ

カ

の

娼

婦
の

生
き

方
に

憤
り

を

覚
え
た

作
家
も

、

フ

ラ
ン

ス

軍
の

侵
略
に

命
懸
け
で

抵
抗
し

た
ハ

ー
ミ

ド

も
、

そ

し

て
ハ

ッ

ラ

ン

の

労

働
者
た

ち
に

金
の

た

め

だ

け

に

生
き
て

は
い

け

な
い

と

叫
び

つ

づ

け
た

ム

フ

ァ

ッ

デ
ィ

も、

だ
れ

も
イ

ス

ラ

ム

の

専
門
家
で
は

な

く
、

そ

の

意

味
で

は
、

彼
ら

は

普
通

の

人

間
で

あ
っ

た
。
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「ア メ リ カ 」と闘う聖者 の イ ス ラ ム

注
〔
1
）

　
ホ

セ
・

カ

サ

ノ

ヴ

ァ

（
津
城

寛
文
訳
）

『

近
代

世
界
の

公
共

宗
教
』

玉

川
大
学
出
版
部、

一

九
九
七

年、

一
一

頁
。

（
2
）

邦
訳
（
部
分
訳）

は
、

ジ

ャ

バ

ル

テ

ィ

ー

（

後
藤
二

男
訳
註）

『

ナ

ポ
レ

オ
ン

の

エ

ジ

プ
ト

侵
略」

ご
と

う
書
房

、

一

九

八
九

年
。

〔
3）
　
ア

フ

リ

カ

大

陸
に

位
置
す
る

エ

ジ

プ

ト
の

人
々

が、

自
分
た

ち

を

東
洋
の

人
間
と
考
え

る
と

い

う
の

は、

一

見

不
可
解
に

映
る

か

も

し

れ

な

い
。

実

　
　
際
に
、

こ

の

見

方
は

西
洋
以
外
の

文
明
の

存
在
す
る

地
域
を
近
東
で

あ
れ

、

極
東
で

あ
れ、

東
（
洋）
と

見
た

西
洋

側
の

見

方
を
そ

の

ま

ま

踏
襲
し

た

も

　
　
の

と

思
わ
れ

る
。

ハ

キ

ー
ム

の

言
う

東

洋
と

は
、

西
洋

的
価
値
と

対
立
す

る

も
の

と
位
置
づ

け

ら

れ
て

お

り
、

特
定
の

地

理
的
広
が
り

と

し

て

の

認
識

　
　
は

希
薄
で

あ
る

。

（
4
）
　
→

甓・
昔
巴−
＝
国

巴
ヨ‘

曇
丶

ミ

§

寧
 

ぎ
ミ“
O
巴
「

9
一
ゆ
ω

゜。°

邦
訳
は
、

堀

内
勝
訳

『

オ

リ

エ

ン

ト
か

ら

の

小
鳥
』

河
出
書
房
新
社

、

一

九

七
八

　
　
年

。
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（
5）

　

も
ち

ろ

ん、

ア

ラ

ブ
・

イ

ス

ラ

ム

世

界
の

人
々

が

す

べ

て

ア

メ

リ
カ

を
嫌
悪
す
る

と
い

う
わ
け

で

は
な
い

。

実
際
に

は

ア

メ

リ

カ

の

豊
か

さ
や
自
由

　
　

な

空
気
は

賞
賛
の

対
象
と

な

る

し
、

若

者
の

間
で

は

ア

メ

リ

カ

文

化
に

対
す

る
憧
れ

が
あ
る

こ

と

も
確
か

で

あ
り、

ア

メ

リ
カ

の

文

化
は

評
価
に

値
す

　
　

る

が、

そ

の

国
際
政
策
は

唾

棄
す

べ

き

も
の

だ

と

い

う
言
い

方
も
よ
く
さ

れ

る
。

し

か

し

な
が

ら

と

く
に

知
識
人

の

問
で

は、

批
判

的
に

語
ら
れ
る

こ

　
　

と

が

多
い

の

は

事
実
で

あ
る

。

「

ア

メ

リ
カ
」

は

負
の

意
味
を

帯
び
た

記
号
と

な

る
。

（
6
）
　
団
⊆
°。

仁

＝
晋一
。゚呷

慰

ぎ
画

軌
亀

ミ
冒｝
§
釦

じ口

巴

凄
叶

」
O

朝
（
ト

O
 

 

ご

曇
貯
蕃

QQ
食
O
巴
「

P
コ゚

α゚°

『

マ

ダ
ム
・

ウ

ィ

ー

ン
』

は

い

っ

た

ん
、

同
名
の

　
　

短

編
集
に

収
録
さ
れ

た

後
、

『

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

八

〇
』

の

発
表
の

際
に

同
名
の

短
編

集
に

再
収
録
さ

れ

た
。

そ

の

際、
「
ウ

ィ

ー

ン

六
〇
』

と

い

う
副
題

　
　

を

付
さ

れ

て

お

り、

こ

の

こ

と

は

『

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク

八

〇
』

が

「

マ

ダ
ム
・

ウ
ィ

ー

ン
』

を
意
識
し

て

書
か

れ

た

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る
。

（
7）

≧

言

斎
薄

゜。
O

も゚
 
国゜

（
8）
　

≧
憂
黜

罫
薄

 

食
℃°
9。

P

（
9）

ミ
ミ
§

ミ
ミ
誉

寧
騨
鏑

じd
。

巨
冖

」
 
ゆ

ト。

（
お
゜。

ω
）°

（
10）
　
こ

こ

で

取
り

あ
げ
る

作
品
も、

人

々

を
護
ろ

う
と

も
せ

ず、

「

ア

メ

リ

カ
」

の

も
た
ら
し

た

富
に

目
を

奪
わ

れ

る

支
配

者
層
へ

の

批
判
が

色
濃
く
現

　
　

れ
て

お

り
、

サ

ウ

ジ

ア

ラ

ビ

ア

で

は

発
禁
で

あ
る

と

い

う
。

（

11）
　

ミ
霍
織
黛
隷

ミ
ミ篤
ミ鳩

ミー

ぎ層
℃°
日

O°

（
12
）
　

ミ
ミ
織
ミ
蓋

織
 

ミ
戔
費

貸

 

寄
薗

O°
 

8°

（
13
）
　

ミ
筈
職

§

ミー
ミ
戦
費

ミ
寄
調

O°
 

＝噛

（
14
）
　
」

§
蹴
寂
ミ

ミー
ミ
蟄
費

額
 

寒冨
O
ロ鹽

認
†
沼
駅゜

（
15
）
　

ミ
袋

職

§

ミ
ミ
戔
雷

ミー

翻
壁

℃°

器
刈゜

（
16
）
　

ミ
ミ

職
ミ
醤

匙
 

ミ
丶

§
窺
ト

寄
ド

O
℃°

田
卜。

ふ
認゚

（
17
）
　

ミ
暗

§
ミ

寧
ミ
靴

登

豪
寄
歪

勹．
 

置゚

〔
18
）
　

ミ
ミ

§
嵩

ミ
ミ
職

雷

緊
寄
調

O°
頓
刈

悼冒

（
19）
　
現

在
の

と

こ

ろ

入

手
で

き

た

の

は、

下
記
の

英
訳
の

み

で

あ
る

。

』、
界
〉

ヨ

巴
8H

審
＜
Φ

゜・

Φ

Φ

冥

ぎ

些
Φ

。゚

。

巴
Φ

亀

二
嘗

∋

穹

く
巴

器
。゚闇．．

ぎ
Φ

P

　
　
國
働

ヨ
巴

〉
げ

ユ

巴−
ζ
巴
 

厂

』

ミ
鴨

義
毳

き

穐
ミ

陣

ミ
聯

ミ
 
さ
3

寒
莞
象

ミ

ム

ミ
鴨

篭

ミ

§

諠

碁
ミ
ら

ぎ
器、

鳶
討

ミ
肺

陵

鳶

2
Φ

≦

団

貧
厂
卜。
OOP

（
20）
　
曜

磊
仁
｛

冠
ユ
ω−

御

ミ
ミ

ミ
嶄

匂

題’
O
巴
【

PH

 

○。

ρ

P
一
刈゜

（

21）
　、、
Qo
貯

歪
巨

巴−
じU
肆凶、、

，

三

ミ
ミ、
ぎ
嚇

の

ぎ

ミ℃
O
巴

δ一

巳
切

゜c．

（

22）
　
ロ

バ

ー
ト
・

ベ

ラ

ー

（

中
村
圭
志
訳
）

『

善
い

社
会』

み

す

ず

書
房、

二

〇
〇
〇

年、

七

頁
。
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