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イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
と

世
俗
化
を

め

ぐ

る
一
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論

大

　
塚
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〈
論
文
要

旨
〉

　
今
日、

世
俗
化
論
に

対
し

て

は、

理

論
面
・

実
証
研
究
面
の

双
方
に

お

い

て
、

さ

ま

ざ
ま

な

批

判
的
検
討
が

な

さ

れ

て

い

る
。

だ

が

そ

　
れ

ら

の

議
論
の

う
ち、

イ

ス

ラ

ー
ム

の

事
例
を

含
む

も
の

は

少
な

い
。

本
稿
は
エ

ジ
プ

ト

な
ど

の

ア

ラ

ブ
・

ス

ン

ナ

派

世

界
の

事
例
を

中
心
に、

イ

ス

　
ラ

ー

ム

研
究
の

立
場
か

ら

世
俗
化
論
を

喜
検
討
す
る

こ

と

を

目

的
と

す
る。

　

　
本
論
は、

大
き

く

二

つ

の

章
に

分
け

ら
れ

る
。

前
半
は

世
俗
化
の

前
提
と

な
る

「

世
俗
的
な

る

も

の
」

と

い

う

用
語
に

含
ま

れ
る

複
数
の

要
素
を

分

解
し、

そ
れ
ぞ

れ
の

側
面
に

応
じ
て

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
の

世

俗
化
の

実
態
を

議
論
し

て

み

た
い

。

そ

の

際
に
、

一

九
七

〇

年
代
以

降
顕
著
に

な
る

「

イ

　
ス

ラ

ー

ム

復
興
」

と

の

絡
ま
り
あ
い

が

慎
重

に

検
討
さ

れ

よ

う
。

　

　
一

方、

後
半
部
で

は
、

ア

ラ

ブ
世
界
出
身
の

学
者
（
エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

と

ア

サ

ド
）

の

世
俗
化

論
を

紹
介
す
る

。

そ

れ

ら
は、

イ

ス

ラ
ー

ム

世
界
の

　
歴
史
的

経
験
を

充
分
に

考
慮
し
た、

近

代
化
と

世
俗
化
の

錯

綜
し

た

関
連
を

め

ぐ
る

議

論
で

あ

る
。

そ
し

て、

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
の

事

例
も
包
含
し

た

　
「

包
括

的
世
俗
化
」

論
の

可
能

性
を

指
摘
す

る
。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
世
俗
化、

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界

、

イ

ス

ラ
ー

ム

復
興、

政
教
分
離、

シ

ャ

リ

ー

ア
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砌

　
「

世

俗
化

論
は

、

［

一

九
世
紀
以
来
の
］

近

代
の

社

会
科
学
に

お

い

て
、

パ

ラ
ダ

イ
ム

と

し

て

の

真
の

地
位

を

獲
得
し
た

唯
一

の

理

論

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
姻

か

も
し

れ
な
い
」

と
、

宗
教

社
会
学
者
J
・

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

は

述
べ

て

い

る
。

そ

れ

は

理

論
と

い

う
よ
り

は

テ

ー

ゼ

と

し
て

受
け

と

め

ら
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れ
、

「

世

俗
化

　
ω

 
o

巳

碧
一

鑓
け一
。

コ
」

そ

の

も

の

は

厳
密
に

吟
味
さ

れ
る

こ

と

は

な

く
、

そ

れ
が

近
代
世
界
に

お

け

る

宗
教
の

位

置
や

性

格
に

及
ぼ

し

た

影
響
に

つ

い

て

も
経
験
的
な

分
析
は

そ

れ

ほ

ど

な

さ

れ

て

こ

な

か
っ

た
。

「

よ

り

体
系
的
か

つ

経
験
的
な

基

礎
づ

け

の

う

え

に

た
っ

て
、

世
俗
化
論
の

定
式

化
を

展
開
し

よ

う
と

す

る

試
み
が

現
わ
れ

る

の

は
、

一

九
六

〇
年
代
に

な
っ

て

か

ら

で

あ
っ

た
」

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ロ
　ね

が
、

皮
肉
な
こ

と

に

「

世
俗
化
論
の

欠

点
が

目
立

ち

は

じ
め

、

最
初
の

批
判
が

聞
か

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
の

も、

そ

の

頃
で

あ
る
」

。

　

世
俗
化
の

進
行
と

い

う

自
明
の

テ

ー

ゼ

に

対
し
、

理

論
面
と

い

う
よ

り
現
実
面
で

冷
水
を
浴
び
せ

た

の

が
、

一

九

七

九

年
に

起
き

た

一

連
の

出

来
事
で

あ
る

。

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

は
、

後
の

「

連
帯
」

の

結
成
に

も
つ

な

が

る

ポ

ー
ラ

ン

ド

出
身
の

ロ

ー
マ

教
皇
の

ポ

ー

ラ

ン

ド

訪
問

、

ア
メ

リ

カ

に

お

け

る

「

モ

ラ

ル

・

マ

ジ
ョ

リ

テ
ィ

」

の

結
成
と

並

ん

で
、

イ

ラ

ン

・

イ
ス

ラ

ー

ム

革
命
を
あ

げ
て

い

る
（
カ

サ

ノ

ヴ

ァ
、

三

頁）
。

ム

ス

リ
ム

法
学
者
ホ

メ

イ
ニ

ー

を

指
導
者
と

し

た

イ

ラ
ン

で

の

体
制
転
覆
は

、

東
と

西
の

陣

営
と

い

う

冷

戦
体
制

下
で

の

自
明
の

対
立

軸
に

収
ま

り
き

ら

な
い

衝
撃
的
な

「

革
命
」

で

あ

り
、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

「

原
理

主
義
」

と
い

っ

た
、

誤

解
を
招
き

や

す
い

表
現
が

グ
ロ

ー
バ

ル

・

レ

ベ

ル

で

普
及
す

る

大
き

な

契
機
と

な
っ

た

出

来
事
で

あ
っ

た
。

　

実
際
に

は

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
で

は
、

イ

ラ
ン

革
命
以
前
か

ら

さ

ま

ざ
ま

な

イ
ス

ラ

ー
ム

主

義
的
政
治
運
動
や

穏

健
な
改
革
が

進
行
し

　
　　
　　

て

い

た
。

し

か

し
、

折
か

ら

進
む

グ
ロ

ー
バ

ル

な

「

情
報
化
社
会
」

へ

の

流
れ

に

乗
っ

て

報
道
さ

れ

た

イ
ラ

ン

・

イ

ス

ラ

ー

ム

革
命

は
、

欧
米
や

日

本
の

世
論
に

対
し

て

イ
ス

ラ

ー
ム

の

復
活
を

強
烈
に

認

識
さ
せ

た

事
件
と

し

て

歴
史
的
に

は

き

わ
め

て

重
要
で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ
に

続
く

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
で

の

宗
教
が

ら

み

の
一

連
の

事
件
は

、

楽

観
的

な

「

世
俗
化
論
」

を
、

現
実
面
か

ら

根

底
的
に

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
ヨ　

揺
る
が

す

重
要
な

契…
機

と

な
っ

た
。

　
今
日

、

世
俗
化
論、

と

く
に

「

近

代
化
論
」

と

密
接
に

結
び

つ

い

た
そ

の

議
論
に

対
し

て

は
、

理

論
面

・

実
証
研
究
面
の

双

方
に

お

い

て
、

さ

ま

ざ

ま

な

批
判
的
検
討

が

な

さ

れ

て

い

る
。

し
か

し

な
が

ら
、

そ

れ

ら

の

議
論
の

う
ち
、

宗
教

学
関
係
で

は
、

理

論
的

考
察

（618） 402
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イ ス ラーム 世界 と世俗化 を め ぐ る
一

試論

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
るロ

の

も
と

に

な

る

検
討
さ

れ
る

事
例
の

中
に

イ
ス

ラ

ー

ム

を

含
む

も

の

は

少
な
い

。

一

方、

イ
ス

ラ

ー
ム

研
究
の

方
で

は
、

宗
教

学
的
世

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
ゑ

俗
化
論
を

考
慮
し

た

考
察
は

少
な
い

。

こ

の

よ

う
な

現
状
を
鑑
み

、

本
稿
は

イ

ス

ラ

ー

ム

の

事
例
を

中
心
に
、

世
俗
化
論
を
検
討
す

る

こ

と

を

主
な
日
的
と

す

る
。

と

は
い

え
、

筆
者
の

イ
ス

ラ

ー
ム

研
究
お

よ

び

宗
教
学
的
世

俗
化
論
に

対
す
る

知

見
に

は

限
界
が

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

全
体
的
な

議
論
と
い

う

よ

り
は

、

い

く
つ

か

の

視

点
を

提
示
す
る

こ

と

で

満

足
し

な

け

れ

ぼ
な

ら

な
い

。

表
題
に

「

一

試

論
」

と

記
し
た

所
以
で

あ
る

。

　
以

下
の

本
論
は

、

大
き

く

二

つ

の

章
に

分
け

ら

れ

る
。

前
半
は

世
俗
化
の

前
提
と

な

る

「

世
俗
的
な

る

も

の

　

葺
 

ω

Φ
o

巳

費
」

と

い

う

用
語
に

関
し

て
、

そ

の

語
に

含
ま

れ

る

複
数
の

要
素
を
い

わ

ば

因
数
分
解
を

し

て
、

そ

れ
ぞ

れ

に

関
し
て

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
の

事

例

ー
エ

ジ
プ

ト

な

ど

の

ア

ラ
ブ
・

ス

ン

ナ

派

世
界
が

中
心
と

な

る

　
　
を

検
討
し

た

い
。

そ

の

際
に

、

一

九

世
紀

以

降
今
日

ま
で

続

く

「

世
俗
化
」

の

潮
流

と
、

一

九

七

〇

年
代
以

降
顕

著
に

な
る

「

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
」

の

そ

れ

と

の

絡
ま

り

あ

い

に

大
き

な

関
心
を

注

ぐ

こ

と

に

な
ろ

う
。

　
こ

の

よ

う
な

事
例
の

分
析
を

経
て

後

半
部
で

は
、

よ

り

理
論

的
な

考
察
が

進
め

ら

れ

る
。

ア
ラ

ブ

世
界
出
身
の

二

人
の

学
者
（

比
較

文

学
者

、

社
会
人
類
学

者）

の

世
俗
化
に

関
す
る

議
論
を

紹
介

す

る
。

そ

れ

を

通
し

て
、

従
来
の

楽
観
的
な

近

代
化
11
世
俗
化
論
と

は

異

な
る

、

近
代
化
と

世

俗
化
の

よ
り

錯
綜
し

た

関
連
を
め

ぐ
る

議
論
が

展
開
さ

れ
る

。

そ

の

枠
組
の

中
で

は
、

近
年
の

イ
ス

ラ

ー
ム

復

興

も

あ
る

種
の

「

世
俗
化
」

の

帰

結
と

も
い

う
こ

と

が

で

き
る

と
い

っ

た

論
点
が

提
示
さ

れ

る
。

そ

の

よ

う
な

議
論

は

キ

リ
ス

ト

教
や

日

本
の

宗
教
の

分
析
に

基
づ

い

た

も
の

と

は

異
な

る
、

よ

り

広
い

脈
絡
の

中
で

の

肚
俗
化
論
の

再
考
に

幾
分
貢

献
で

き

る
の

で

は

な
い

か

と
い

う
見
通
し

も

あ

る
。

403 （619）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　
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ニ

　
イ
ス

ラ
ー

ム

世
界
の

世

俗
化

　

1
　
世

俗
的
な
る

も
の

の

諸
相

　
「

世
俗
化
」

と
い

う

用
語
に

よ
っ

て

示
さ

れ

る

現
象
に

は

さ

ま

ざ
ま

な

側
面
が

見
出
さ

れ

る
。

そ

れ

ら

は
、

こ

の

理

論
の

モ

デ
ル

と

な
っ

た

西

洋
キ

リ
ス

ト

教
社
会
で

は
一

つ

の

セ

ッ

ト
と

な
っ

て

歴
史
的
に

出
現
し

た

か

も

し

れ

な
い

が
、

非
西
洋
の

非
キ
リ

ス

ト

教
世

界
で

は

必

ず
し

も
ま

と

ま

り

と

し
て

現
わ
れ

る

も
の

で

は

な
い

。

石

油
収
入
に

よ
っ

て

大
規
模
な

産

業
化
や
イ
ン

フ

ラ

の

整
備
が

実
現

し
た

と

は

い

え
、

女

性
へ

の

運
転
免
許
証
交
付
す
ら

認

め

な
い

ワ

ッ

ハ

ー

ブ

主

義
イ
ス

ラ

ー
ム

を
国
教
と

す
る

サ

ウ

デ
ィ

ア

ラ

ビ

ア

を

「

世
俗
国
家
」

と

呼

ぶ

人
は

い

な
い

で

あ
ろ

う
。

そ
こ

で

ま

ず
、

世
俗
化、

い

や

そ
の

現
象
の

根
本
に

あ
る

「

世
俗
的
な

る

も
の
」

と

い

う
用
語
に

よ
っ

て

意

味
さ

れ

て

い

る

諸
要

素
を

そ

れ

ぞ
れ

検
討
し

て
い

こ

う
。

　
a
　

非
宗

教
的
／
宗

教
的

　
一

般
に

「

世
俗
的
な

る

も

の
」

は

「

宗
教

的
な

る
も

の
」

に

対
立

す

る

概
念
で

あ
る

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

そ

の

意

味
で

「

非
宗
教

的
な

る

も
の
」

を

指
す

。

し

か

し
、

こ

の

ま

ま

で

は
、

ほ

と

ん

ど

何
も

言
っ

て

い

な
い

に

等
し
い

。

そ

れ

と
い

う
の

も
、

こ

こ

で

は

「

宗
教
的
な
る

も

の
」

の

定

義
が
な
さ

れ
て

い

な
い

か

ら

で

あ

る
。

　
宗

教
の

定
義
に

関
し

て

は
、

よ

く

知
ら

れ

た

俗
か

ら

明
確
に

区

別
さ

れ

た

聖
の

領
域
と

い

っ

た

も
の

も

含
め

、

無

数
に

あ
る

。

だ

が
、

近
年
で

は
、

宗
教
学
の

立

場
か

ら

も
「

こ

れ

ま

で

の

宗
教

概

念
や

宗
教
研
究
の

諸
原

理
が

、

い

わ
ば

世
俗
化
時
代
に

適
合
し

た

も

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

ぞロ

の

で

あ
っ

た
」

と
い

っ

た

見
解
す
ら

生

ま

れ

て

い

る
。

こ

の

見

方
に

よ

れ

ば
、

非
宗
教
的
な

も
の

11

世
俗
的
な

も

の

と

い

う
こ

の

定
義

自
体
が

、

世
俗
化
を

説
明
す

る

も
の

と
い

う

よ

り

も
、

近

代
に

お

け

る

世
俗
化
の

産
物
と

い

う
こ

と

に

な

る
。
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イ ス ラーム 世界 と世俗化 を め ぐ る
一

試論

　
b
　
国
家
／
教
会

　
世
俗
化
現
象
を

論
じ
る

時
に

も
っ

と

も

注
目
さ

れ

る
の

が
、

政

教
分
離
の

徹
底
化
と

い

う

側
面
で

あ
る

。

た

だ
し

こ

の

原
則
は

、

西

洋
キ

リ
ス

ト

教

世
界
に

お

い

て

は
、

宗
教
と

政
治
と

い

う
よ

り
も

、

「

国
家
と

教
会
の

分

離
　
ω
 

冨
蕁
口
o
口

o
胤

6
ゴ

霞
o
ゴ

£。

コ
血

ω
け

讐
Φ
」

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

こ

の

規
定
に

従
え
ば、

世
俗
的
な
る

も
の

と

は

教
会
で

は

な

く

国
家

・

政
府
に

帰
属
す

る

も

の

で

あ
り
、

世
俗

化

と
は

後
者
の

力
が

強
ま

り

前
者
の
そ

れ

が

弱
ま
る

過

程
と

い

う

こ

と

に

な
る

。

こ

れ

は
a

と

比
較
す
れ
ば

よ

り
具

体
的
な
規
定
で
あ

り
、

よ

り
一

般
的
に

適
用

で

き

る

も
の

で

あ

ろ

う
。

た

だ
し

、

信
徒
共
同
体
と

同
一

視
さ

れ

る

広
義
の

「

教
会
」

と

い

う
用
法

の

場
合

を

除
い

て
、

他
の

宗

教
に

お

い

て

キ
リ

ス

ト

教
の

教
会
に

匹

敵
す

る
、

共

同
体
内
部
の

「

社
会

組
織
」

が

あ

る

か
ど

う
か

が
、

こ

の

規

定
の

応
用
可
能
性
を

決
定
す
る
こ

と
と

な
る

。

　
c

　
俗
人
／
聖

職
者

　

英
語
で

「

世
俗
的
」

を

表
す

も

の

と

し

て

用
い

ら

れ

る
ω

 
〇

三

襞
お

よ

び
一

芻
は

、

と

も

に

非
聖

職
者
と

い

う

意
味
を

も
つ

。

つ

ま

り

こ

こ

で

は

人

間
の

類
型

と

し

て

使
わ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

文

脈
で

の

「

世
俗
化
」

を

考
え

る

と

し
た

な
ら

ば、

そ

れ

は

聖

職

者
の

力
が

弱
ま

り
、

非
聖

職
者
11
俗
人
の
そ

れ
が

強
ま
る

過

程
と

み

な

す
こ

と

が

で

き

よ
う

。

　

d
　
教
区
付
き

司
祭
／
修
道
士

　

ま
た
ω

 
∩

三

穹

に

は、

聖
職
者
と
い

う
意
味
も

あ
る

。

だ

が
そ

の

場

合
に

は
、

俗
世
間
と

は

縁
を

切
り

、

修

道
院
で

隠
遁
生

活
を

送

る

修
道

士

と

対
比
さ

れ
た

聖

職
者、

す

な
わ

ち

平
信
徒
と

日

常
的

に

接
触
し

、

彼
／
彼
女
ら

を
宗

教

的
に

指
導
す
る

教
区

付
き

司
祭
な

ど

を
指
す

。
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e

　
公

／
私

　
こ

れ

ま

で
の

近

代
に

お

け

る

世
俗
化
を

め

ぐ
る

議
論
の

中
で

指
摘
さ

れ

て
い

る

重

要
な

指

標
の
一

つ

は
、

宗
教
の

私

事
化
で

あ

る
。

こ

の

議
論
の

前
提
は

、

生

活
世
界
は

公
と

私
と
い

う
二

つ

の

領
域
に

分
か

れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

カ

サ

ノ

ヴ
ァ

に

よ

れ

ば
、

 
宗

教
的
信
仰
が

主

観
的、

す
な

わ

ち

個
人

的
な

も

の

に

な

り
、

 
組

織
宗
教
が

非
政

治
化
さ

れ

る
と

い

う

命
題
に

帰

着
す

る
（
カ

サ

ノ

ヴ

ァ
、

五

〇
頁）

。

 
の

命
題
は

、

宗
教
の

共
同
体
的

強
制
力
が

弱
ま

る

と

宗
教
は

個
人
の

選

択
に

よ

る

も
の

に

な

り
、

「

信
仰
の

自
由
」

の

承
認
に

至

る
と

い

う
現
象
に

つ

な
が

る
。

 
の

命
題
は

、

公
的
領
域
を

政
治

と

重
ね

合
わ
せ

る

見
解
か

ら

生
じ

る

も

の

で

あ
り
、

先

に

あ

げ
た

政
教
分

離
の

現

象
に

関
連
す

る
。

　
f
　
現
世
／
来
世

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
〔
7）

　
こ

れ

ま

で

の

世
俗
化
論
で

そ

れ
ほ

ど

注
意
が

払
わ

れ

て

こ

な
か

っ

た

と

思
え

る

の

が
、

現
世
と

来
世
の

関
係
で

あ
る

。

§
で

ω

臼
巳

彎

の

項
目
を

引
く

と
、

そ

の

中
に

「

永

遠
の

霊

的

世
界
か

ら

は

区
別
さ

れ

た

意
味
で

の
、

現

在
の

可

視
的
な

世

界
に

関
す

る
、

も
し

く

は

属
す

る

も

の
」

と

い

う
説
明
が

あ

る
。

そ

し

て

そ

の

後
に

、

け

Φ

ヨ
OoH

巴

や

≦
〇

二

巳
団

と

い

う

単
語
が

添
え

て

あ

る
。

こ

こ

か

ら

明
ら
か

に
、

世
俗

的
と

い

う
用

語
は

「

現
世

的
」

に

つ

な

が

り
、

「

来
世
的
」

と

対
比
さ

れ

る

と
い

う

側
面

が

見
ら

れ

る
。

す
な

わ
ち
、

現
世
を

世
俗
的
な
も
の

と

置
き
、

来
世
に

対
す
る

関
心
が

稀
薄
化
し

て
、

現
世
中
心
的
志

向
（

現

世
中
心・
王

義）

が

強
ま
っ

て

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

す　

い

く
傾
向
を

世
俗
化
と

み

な

す
こ

と
が

で

き

よ

う
。

　

世
俗
化
論
に

現

世
中
心
主
義
と

い

う

側
面
を

導
入

す

る

長
所
は

二

つ

あ
る

。

ま

ず、

世
俗
化
の
一

つ

の

側
面
と

し

て
、

世
界
観
を

分

節
す
る

際
に

、

宗
教
的
用

語
が

科

学
的

用
語
に

取
っ

て

代
ら

れ
る

と

い

う
現
象、

す
な

わ
ち

真
理

は

宗
教
で

は

な

く
科
学
に

よ
っ

て

明

ら

か

に

さ

れ

る
と

い

う

信
念
が

普
及
す

る

事
態
を

説
明
す

る
こ

と

が

で
き

る
。

来
世
と

現
世
の

双
方

に

関
わ

る
宗
教
的
用
語
と

は

異
な
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り
、

近
代
科
学
は

基

本
的

に

現

世
に

お

け
る

可
視

的
（

観
察
可

能
な
）

現

象
の

み

を

扱
う

。

来

世
の

事
象
は

科

学
的
考
察
の

対
象
に

は

な

り

え

な
い

の

で

あ
る

。

　
い

ま
一

つ

の

長

所
は
、

日
本
の

宗
教
史
に

お

け

る

世
俗
化
問
題
を

考
え

る

場
合
に

、

一

本
の

補
助

線
に

な
り

う
る

可
能
性
で

あ
る

。

林
淳
は

、

近

代
化
・

産

業
化
を

前
提
と

し

た

西
洋
起

源
の

社
会

科
学
に

お

け

る

世
俗
化

論
は

日

本
に

は

適
用
で

き
な
い

と

主
張
す
る

。

日

本

社
会
の

「

世
俗
化
」

は
、

近
代
化

・

産

業
化
と

は

無
関
係
に
、

中

世
後
期
か

ら

近

世
に

か

け
て

実
現

し

た
。

そ

れ

は

織
豊
政
権
か

ら

江
戸
初
期
に

か

け
て
、

武
士

階
級
に

よ
っ

て

担
わ

れ
た

「

世
俗
勢

力
」

が
、

そ

れ

ま

で

か

な

り
の

独
立

性
を

維
持
し
て

い

た

宗
教
す

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ　

な
わ

ち

寺
社
勢
力
を
打
倒
し
、

み

ず
か

ら
の

全
国
的
統
皿

政
権
に

そ

れ

ら

を

組
み

込

む

形
で

達
成
さ

れ

た

と
い

う
の

で

あ
る

。

そ

し

て

そ
の

結
果、

江
戸
期
に

は

「

宗
教
は

［

幕
府
が

定
め

た
］

法
の

枠
の

中
で

生

存
し
、

他
の

宗
教、

宗
派
と

の

住
み

分

け
と

共
存
を
旨
と

す
る

世
俗
的
宗
教
に

変
貌
し
た

。

む

ろ

ん

世
俗
的
宗
教
は
、

現

世
の

権
力
を

相
対
化
し

て

し

ま

う
よ

う
な

超
越

性
・

唯
一

性
・

絶
対
性

の

自
己
主
張
を
す

る
こ

と

な
く
、

現

世
の

秩
序

・

世

俗
的
な
職

業
を

肯
定
す
る

役
割
を

果
た

し

た
」

〔
林、

五
一

頁）
。

　
こ

れ

は
、

世
俗
的
政
治
勢
力
に

よ
る

宗
教

勢
力
の

徹
底
し

た

管
理
・

統
制

・

支
配
を

指
し
、

一

つ

の

社
会
シ

ス

テ

ム

の

内
部
で

政
と

教
と

が

明
確
に

分

離
し

、

前
者
に

よ

る

後
者
の

支
配
が

完
成
し

た
と

い

う
説
明
で

あ
る

。

そ

こ

で

生
ま

れ

た
の

は

現

世
の

「

政
治
的
」

支
配

に

服
従
し

、

現
世
中
心

主

義
的
な

「

世

俗
的
宗

教
」

で

あ

る
。

林
に

よ

れ

ば
、

「

寺
院
や

神
社
と

民
衆
を

媒
介
し

、

大

衆
の

宗
教

的
な

欲
求
に

応
え

た

修
験

、

先

達
、

御
師
な

ど

の

民

間
宗
教

者
が

…

…

都

市
や

村
に

民

間
信
仰
を

分

配
し

て
」

（
林、

五
一

頁）

行
き

始

め

た

の

も

近

世
の

こ

と
で

あ

る
。

そ

れ

は、

宮
田

登
の

表
現
を

借
り

れ

ば
、

貨

幣
経
済
の

浸

透
を

背

景
と

し

た

「

民

衆
の

現

実
主
義
的

な

人

生
観
な

り

生

活
観
」

を

反

映
し

て

「

神

も

仏
も

す
べ

て

が

世
間

的
に

な
っ

た

と
い

う
現

象
」

を

生
み

出
し

、

「

世
俗
的
な

神
と

仏
」

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
10〕

を
崇
拝
す
る

「

現
世
利
益
」

重

視
の

民

間
信

仰
の

繁
栄
に

至
っ

た
。
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「

世
俗
的

宗
教
」

に

し

て

も

「

世

俗
的
な

神
と

仏
」

に

し

て

も
、

先
に

世

俗
化

論
の

大

前
提
と

し

た

宗
教
的

／
世
俗

的
の

二

元

論

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
娚

（
本
節
a
）

す
ら
も

無
効
に

す

る

よ

う
な
、

キ

リ

ス

ト

教
を

モ

デ
ル

と

し

た

「

宗
教
」

理

解
と

は

矛
盾
し

た

表

現
で

あ

る
。

し

か

し
、

宗
教
的
／
世
俗
的
の

二

元

論
が

「

現

世
的
事
象
」

に

の

み

関
わ

る

も

の

と

限
定
し

・

そ

れ

を
一

括
し

て

「

世
俗
的
」

と

置
い

て

粟
世

脚

的
」

と

対
比

さ
せ

た

場
合
に
、

こ

の

表
現
の

意
味
合
い

が

よ

り
い

っ

そ

う
明
確
に

な

る

だ
ろ

う
。

　

2
　
世

俗
化
の

諸
相
と

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興

　
「

世
俗

性
」

を

い

く
つ

か

の

因
数
に

分
解
し
た

。

次
に

イ
ス

ラ

ー
ム

の

事
例
を

取
り

上

げ、

こ

れ

ら

の

要
素
に

よ
っ

て

実
現
さ

れ

た

世
俗
化
の

諸
側
面
が

見
出
さ

れ

る
か

ど

う

か

を

検
証

し

よ

う
。

そ

の

際
に

は
、

歴
史

的
事
象
と

と

も
に

、

一

九
七

〇
年

代
頃
以

降
の

「

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
」

現

象
に

も

充
分
な

注
意
を

払
い

た
い

。

　
a

　
政
教
分

離

　

聖

職
者
の

位

階
制
度
な

ど
に

基
づ

き、

そ

れ

ぞ

れ

の
レ

ベ

ル

に

お

け

る

教
会
の

組
織
化
が

あ
る

程
度
実
現
さ

れ

て

い

る

キ

リ
ス

ト

教

の

場
合
と

は

異
な
り

、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

モ

ス

ク

は

単
な

る

礼
拝
所
で

あ

り
、

相
互

問
の

組
織
化

・

階
層
化
は
ほ

と

ん

ど

見
ら

れ

な
い

。

そ

の

意

味
で

は
、

キ
リ

ス

ト

教
教
会
に

匹
敵
す

る

組
織
化
は

で

き

ず
、

し

た

が
っ

て
モ

ス

ク

が

連
合
し

て
、

王

権
に

対
抗
す

る

政
治
的

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
へ
11）

な

権
力

を

持
つ

と
い

う
こ

と

は
な

か
っ

た
。

　

現
在
の

ア

ラ
ビ

ア

語
で

政
教
分
離
と

い

う

文
脈
で

用
い

ら

れ

る

言
葉
は
、

島
昌

と

魯
琶
o

で

あ

る
。

こ

の

う
ち

ダ
ウ
ラ

は

国

家
（

ま

た

は
王

朝
）

の

意

味
で

あ
る
が

、

デ
ィ

ー

ン

は
一

般
に

宗
教
と

訳
さ

れ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

日

本
語

の

「

政
治
と

宗
教
」

、

西
洋
キ

リ

ス

ト

教
世
界
の

「

国
家
と

教
会
」

と

は

ま

た

異
な
っ

た

区
分
（

国
家
と

宗
教
）

が

見
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
に

お

け

る

「

教
会
」

、

少
な

く

と

も

「

権
力
機
構
と

し

て

の

教
会
」

の

不
在
を

示

す
も
の

で

あ
ろ

う
。
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セ　

　

小
杉
泰
に

よ

れ

ば
、

西
洋
キ

リ
ス

ト

教
世
界
は

政
教
二

元
論
的
で

あ
る

の

に

対
し
、

イ
ス

ラ
ー

ム

世
界
は

政

教
一

元
論
で

あ

る
。

こ

の

定
式
化
は
、

シ

ャ

リ

ー

ア

　
　
一

般
に

「

イ
ス

ラ

ー
ム

法
」

と

訳
さ

れ
て

い

る

が
、

そ

の

点
に

つ

い

て

は

後

述
　

　
を

含
む

イ
ス

ラ

ー
ム

政
治
思
想
の

議

論
と

し

て

は

説
得
的

な

も

の

で

あ
る

。

だ

が
、

イ

ス

ラ

ー
ム

史
の

現

実
を

検
討
す
る

と
、

理

念
型
と

は

異
な

る

「

政
教
二

元

論
」

的
な

構
図
を
分
析
的
に

見
出
す
こ

と

も

可
能
な

の

で

あ

る
。

こ

の

議
論
を

追
究

す
る

た

め

に

は
、

「

聖

職
者
」

の

問

題
を
論
じ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

（
以

下
の

d
を

参
照）

。

　

b
　
宗
教
の

私
事
化

　

こ

れ

は

宗
教
の

公

共
的
領
域
か

ら

の

撤
退
と

並
行
し

て

起
き

る

現

象
と

さ

れ

て

い

る
。

確
か

に

二

〇
世
紀

前
半
か

ら

中
頃
に

か

け

て
、

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
に

こ

の

意
味
で

の

世
俗
化
が

起
き

た
。

そ

れ

は

衣
食
住
を

含
む

生
活
の

諸
様
式
の

中
で

も

見
ら
れ

た
。

そ

の

中

で

も

世
俗
化
の

象
徴
と

見
ら

れ
た

も

の

と

し

て
、

女
性
の

脱
ヴ
ェ

ー

ル

化
が

あ

る
。

　

た

と

え
ば
エ

ジ

プ

ト
で

は
、

一

九
二

〇
年

代
頃
か

ら

そ

の

よ

う

な

動
き

が

始
ま
っ

た
。

だ
が

、

一

九
七
〇
年

代
中
頃
か

ら
、

そ

の

傾

向
が

逆

転
し

始
め

た
。

都
市

部
の

高
学
歴
の

女

性
を
中
心
に
、

ス

カ

ー

フ

や
頭
巾
を

用
い

て

髪
の

毛
を
隠
す

若
い

女

性
や

、

顔
す

ら

覆

い

手
袋
を
つ

け

て

手
も
隠
す

女
性
が

街
頭
で

目
立

つ

よ
う
に

な
っ

て

き

た

の

で

あ

る
。

再
ヴ
ェ

ー
ル

化
と

呼
ば

れ

て

い

る

現

象
で

あ

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
【
13）

り
、

そ

の

傾
向
は

二
一

世
紀
に

入
っ

て

も

続
い

て

い

る
。

　

こ

の

再
ヴ
ェ

ー
ル

化
を

は

じ
め

、

礼
拝
や

断
食
を

遵

守
す
る

ム

ス

リ

ム

の

数
の

増
加、

ア

ル

コ

ー
ル

類
の

店

頭
か

ら

の

撤
去
な

ど
、

公
共
的
な

場
に

お

い

て

イ
ス

ラ

ー
ム

的
と

解
釈
さ

れ

る

行
動
や

象
徴
が

顕
著
に

な

る

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
現
象
が

ほ

ぼ

同
じ

頃
か

ら

見
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

き

た
。

ま

た
、

や

は

り

七

〇
年
代
か

ら

活

発
化
し

た

イ
ス

ラ

ー
ム

主
義
運
動

は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

「

政
治
化
」

の

興
隆
と

考
え

る
こ

と

が

で

き

る
。

こ

れ

ら

の

現
象
に

よ

り
、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

私
的
領
域
か

ら

公
共
的

・

政
治
的

領
域
に

進
出
し

た

と
い
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う
こ

と

が

で

き
、

こ

れ

だ

け
で

も

私
事
化
と
い

う

世
俗
化
の

命
題
は
、

近

年
の

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
に

は

あ
て

は

ま

ら

な

い

こ

と

に

な

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
 

る
。

さ

ら

に

こ

の

議
論
は
・

西
洋
キ

リ
ス

ト

教
世
界
の

歴
史
的
経
験
に

基
づ

く
公
私
二

元

論
を

理

論
的
背
景
と

し

て

お

り
・

こ

の

図
式
そ

圃

の

も

の

が

通
分
化
的
に

応
用
で

き

る

も
の

か

ど

う

か

と

い

う
問
題
も

あ
る

。

イ

ス

ラ

ー

ム

研
究

者
か

ら
は

、

そ

の

図
式
そ

の

も

の

の

普

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
ハ
け　

遍
性
に

対
す
る

疑

問
が

提
出
さ

れ

て
い

る
。

　
c
　

宗
教
か

ら

科
学
へ

　
近

代
科
学
的
知

識
の

普
及
に

よ

り
、

ク

ル

ア

ー

ン

に

も
科
学

的
解
釈
を
施
す
モ

ダ
ニ

ス

ト
・

ム

ス

リ
ム

が

登
場
し
た

。

サ

ラ
フ

ィ

ー

主
義
的
イ

ス

ラ

ー
ム

主
義
者
で

あ
る

と

と

も

に
、

モ

ダ
ニ

ス

ト

で

も

あ
っ

た

ウ

ラ

マ

ー
、

ム

ハ

ン

マ

ド
・

ア

ブ

ド
ゥ

は
、

ジ

ン

（

精

霊
）

を

病
原
菌
と

解

釈
し
、

雷
の

描
写
を

通
し

て

電
気

、

電
報

、

電
話、

電
車
を

語
っ

た
。

彼
に

と
っ

て

宗
教
（

イ
ス

ラ

ー
ム
）

と

科

学
は

両
立

可
能
な
も

の

で

あ
っ

た
。

ま

た

近
年
で

は
、

礼
拝
の

動
作
を

体
操
と

捉
え
、

断
食
を

肥
満
防
止
と

説
明

す
る

解
釈
も

良
く
知

ら

れ

て

い

る
。

創
造
主

に

よ

る

被
造

物
に

対
す

る

絶
対
的
命
令
を
、

人
間
中
心
主
義
的
な

科
学
の

用
語
で

説
明

す

る
こ

と

は
、

世
俗
化

と
い

う

こ

と

が

で

き

よ

う
。

　
そ

の
】

方
で

、

神
に

よ

る

世
界
の

創
造
そ

し

て

終
末
の

日
と

最
後
の

審
判
の

実
在
は
、

現
在
で

も

多
く
の

ム

ス

リ
ム

が

認
め

て

い

る

事
項
で

も

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
フ

ァ

ン

ダ

メ

ン

タ

リ

ズ

ム

の

根

本
教
義
の

ひ

と

つ

が

天

地

創
造

説
で

あ
る

と

す

る

な
ら

ば
、

ム

ス

リ
ム

の

大
多
数
が
こ

の

意
味
で

の

フ

ァ

ン

ダ

メ

ン

タ

リ

ス

ト

で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

こ

れ

は

現
世
中
心
主
義
に

対
立

す

る

立

場
で

あ

り
、

反
世
俗
化
の

傾
向
と

い

え

よ

う
。
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d
　
聖

職
者
の

権
威

の

衰
退
（
1
）

　

　

預

言
者

、

ハ

リ

ー

フ

ァ
、

ス

ル

タ

ー

ン

　
こ

の

問
題
を

論

じ

る

前
に

、

イ
ス

ラ

ー
ム

に

聖

職
者
は
い

る

の

か

と

い

う

問
い

に

答
え
て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

。

聖

職
者
と
い

う
用
語
を
こ

の

世

に

お

け

る

神
の

化
身
・

代
理

人
、

も
し
く
は

神
の

メ

ッ

セ

ー

ジ

（

啓
示
）

を

受
け

る

者
と

規

定
す

る

の

な
ら

、

イ
ス

ラ

ー

ム

世
界
に

は

基

本
的
に

聖

職
者
は

存
在
し

な
い

。

だ
が
、

信
徒
か

ら

な
る

共

同
体
を
宗
教
面
で

指
導
し
、

彼
／
彼
女
を

教

化
す
る

人
物
と

定
め

れ
ば

、

イ
ス

ラ

ー
ム

に

も

聖
職

者
は
い

る

こ

と

に

な
る

。

　

後
者
の

意

味
で

の

聖

職
者
と

し

て

あ
げ
る

こ

と

が

で

き

る

者
は
、

ま

ず
ウ

ラ

マ

ー

（ ．
三
餌

∋
鋤．
）

で

あ

る
。

こ

の

語
は

宗
教

的
知
識

（

イ

ル

ム

　、一

巨
）

を

も
つ

人
物
（

ア
ー

リ
ム

　．
鋤
一

巨
）

の

複
数
形
で

あ

り
、

転
じ
て

フ

ィ

ク

フ

（
訪

号
　
一

般
に

「

イ

ス

ラ

ー
ム

法

学
」

と

訳
さ

れ
て

い

る
）

を
は
じ

め

と

し

た

イ
ス

ラ

ー

ム

諸
学
に

通
じ

た
ム

ス

リ

ム

学
者
を

集
合
的
に

指
し

て

い

る
。

彼
ら

こ

そ
、

神

か

ら

の

メ

ッ

セ

ー

ジ
ーー

ク

ル

ア

ー

ン

の

章

句
を

正
確
に

朗
誦

し
、

フ

ィ

ク

フ

に

基
づ

い

て
一

般
ム

ス

リ
ム

に

正

し
い

生
き

方
を

指
導

し
、

イ
ス

ラ

ー
ム

共
同

体
の

秩
序
の

維
持
に

貢

献
す
る

者
た

ち

で

あ

る
。

し
か

し
、

彼
ら

は

イ
ス

ラ

ー
ム

の

共

同
体
の

「

政
治
的
」

指

導
者
と

な
る

こ

と

は

稀
で

あ
っ

た
。

そ
の

役

割
は

、

別
の

人

物
た

ち

に

よ
っ

て

果
た
さ

れ
て

い

た
。

　

先
に

あ
げ

た
聖

職
者
の

規
定

、

そ

の

う
ち

地
上
に

お

け
る

神
の

化
身
と

い

う

条
件
を

除
き
、

神
か

ら

の

啓
示
を

受
け
、

信
徒
共
同
体

を

指
導
す
る

と
い

う
役
割
は

、

預
言
者
ム

ハ

ン

マ

ド
が

存
命
中
は

彼
が

双

方
と

も

行
な

っ

て

い

た
。

し

か

し

彼
の

死
後、

前
者
の

預
言

者
と

し
て

の

役
割
を
継
承
す
る
者
は

も
は

や

地

上
に

は

い

な

く
な
っ

た
。

ム

ハ

ン

マ

ド

は

「

最
後
の

預
言

者
」

「

預

言
者
の

封

印
」

と

位
置
づ

け

ら

れ
た

の

で

あ
る

。

そ

れ

に

対
し

、

信
徒
共

同
体

の

長
の

役
割
は
、

本
稿
で

論
じ

て

い

る

ス

ン

ナ

派
の

場

合
ハ

リ

ー

フ

ァ

（

誓
蝉一
剛

貯

　
一

般
に

「

カ

リ

フ
」

）

と
い

う
職

位
に

つ

く

者
に

よ
っ

て

継
承
さ

れ

た
。

ハ

リ

ー
フ

ァ

の

原
義
は

後
継
者
・

代
理
人
で

あ

る
。

こ

の

場
合、

ム
ハ

ン

マ

ド

の

預

言
者
と

し
て
の

側

面
で

は

な

く
、

政
治
指
導

者
と

し

て

の

側

面
の

後

継
者
と

い

う
意

味
で

あ
っ
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た
。

そ

の

意
味
で
ハ

リ

ー

フ

ァ

は
、

宗
教
的
と

い

う

よ

り

も
、

政
治
的
役
職
を
示
す
も

の

で

あ
っ

た
。

　

だ

が

す
で

に

八
世
紀
末
の

段
階
で

、

ア
ッ

バ

ー
ス

朝
の

カ

リ
フ

は
、

「

神
の

ハ

リ

ー

フ

ァ

（

代
理

人
と

と
い

う
「

ハ

リ

ー
フ

ァ

神
授

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
め　

説
」

を
打
ち

出
し

、

ウ

ラ

マ

ー

も

そ

の

思
想
を

承

認
し

た
。

そ

の

後
、

「

神
聖

化
」

さ

れ

た

と

は

い

え
、

政
治

的
実
権
を
失
い

つ

つ

あ

っ

た

ア
ッ

バ

ー
ス

朝
ハ

リ
ー
フ

ァ

と

は

別
に

、

ス

ル

タ

ー

ン

や
マ

リ

ク

な

ど
と

い

う

称
号
を
い

た

だ

く
政
治
権
力
者
た

ち

が

現
わ

れ
て

き

た
。

こ

れ

ら
の

者
た

ち
と

の

対
比
に

お

い

て

も
、

ハ

リ

ー

フ

ァ

は

相
対
的
に

「

宗
教
的
」

存
在
と

み

な

さ
れ

る

よ

う

に

な
っ

た
。

歴

史
研
究
書
で

ス

ル

タ

ー

ン

な
ど

が

「

世
俗
的
」

権
力
者
な

ど

と

記
さ

れ

る

所
以

で

あ
る

。

　

中
東
地
域
に

お
い

て
、

オ
ス

マ

ン

朝
の

「

ス

ル

タ
ン

h
カ

リ
フ

制
」

と
い

う

形
で

命
脈
を

保
っ

て

き

た
ハ

リ

ー

フ

ァ

の

役
職
は

、

第

一

次
世
界
大
戦
の

結
果
と

し
て

の

オ

ス

マ

ン

帝
国
の

崩
壊
に

よ

り、

ハ

リ

ー

フ

ァ

は

名
実
と

も

に

地
上
に

不
在
に

な
っ

た
。

今
日

イ
ス

ラ

ー
ム

諸
国
で

は
、

王

（
マ

リ

ク
）

な
ど
の

他
に

、

大
統
領
や

首
相
と
い

っ

た

西
洋
起
源
の

称
号
を

持
つ

人
ぴ

と

が

政
治
指
導
者
と

な

っ

て

い

る
。

　

こ

の

よ

う

に

政
治
理

論
上
、

イ
ス

ラ

ー
ム

は

「

政
教
一

元
論
」

で

あ

る

に

し

て

も
、

そ
の

歴
史
を

眺

め

れ
ば

、

現
実
的
に

政
教
分
離

と

も

呼
べ

る

よ

う
な

現
象
が

見

ら

れ

た

の

で

あ
る

。

そ

れ

を

図
化
す
れ

ば

図
1
の

よ

う
に

な

る

だ

ろ

う
。

こ

の

図
が

示

し

て
い

る
こ

と

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　（
16）

は
、

 
あ

く

ま

で

「

現
世
」

に

お

け

る

政
治

・

国
家
と

宗
教
の

関
係
を

表
し

た

も

の

で

あ
る

と

い

う
こ

と
、

そ

し

て

 
預

言
者
が

も
っ

て

い

た

政
治
（

世
俗）

と

宗
教

（

聖
）

の
二

つ

の

機
能
が

分
化
し

、

そ

の

中
で

も

「

政
治
」

機
能
を

担
う

存
在
が

あ
る

種
の

「

聖
化
」

を
伴
い

な

が

ら

さ

ら

に

細
分
化
さ

れ
、

今
日
で

は

不
在
に

な
っ

た
と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

　

若
干
の

コ

メ

ン

ト

を
す
れ

ば
、

 
の

点
に

関
し

て

は
、

す

で

に

指
摘
し

た

よ

う
に

、

「

世
俗
化
」

を
考
え

る

場

合
に

「

現

世
」

的

現

象
の

み

で

議
論
を
進
め

る

の

に

は

限
界
が

あ

る
。

そ

し

て

 
の

点
に

関
し

て

は
、

政
治
と

宗
教
の

分
化、

そ
し

て

宗
教
的
機
能
を

持
つ

（628》 412
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図 1　 イス ラ
ーム 世界に おける政治 と宗教の 指導者の 分離 （概念図）

世俗 （政治） 聖 （宗教） お お よ そ の 時代 区分

預言者ム ハ ン マ ド 預言者の 時代

ハ リーフ ァ 正統ハ リーフ ァ 時代 ・ウ マ イ ヤ朝

ス ル ターン ハ リーフ ァ

（預言者の不在）

ク ル ア ーン ・

ス ン ナ

→ ウ ラ マ ー

ア ッ バ ー
ス 朝後期以降

土 ・大統領 ・

首相

（ハ リー
フ ア

の 不在）
オ ス マ ン 朝崩壊以降

者
の

力
の

弱
体
化
や

消
滅
と
い

う
意
味
で

、

こ

れ
が

イ
ス

ラ

ー
ム

の

「

世
俗

化
」

を

表
現
す
る

ひ

と

つ

の

現
象
と

い

う
こ

と

が

で

き

る

か

も

し

れ

な
い

。

　

e

　
聖

職
者
の

権
威
の

衰
退

（

2
）

ー
ウ

ラ
マ

ー
と

イ
ス

ラ

ー
ム

主

義

者

　

さ

ら

に

重

要

な
こ

と

は
、

こ

の

図

の

中
に

お

け

る

ウ
ラ

マ

ー

の

位
置
で

あ

る
。

し
い

て

い

え

ぼ
、

預
言
者
が

不
在
に

な
っ

た

後
の

「

宗

教
的

指
導
者
」

の

場
所
に

入
れ

る
こ

と

が
で

き

る

の

か

も

し

れ

な
い

。

た

だ

し
、

彼
ら

は
、

預

言
者
の

よ

う
に

神
の

メ

ッ

セ

ー

ジ
を

直
接
受

け
る

こ

と

（

啓
示
）

は

で

き

な
い

。

彼
ら
に

で

き

る
こ

と

は
、

神
の

メ

ッ

セ

ー
ジ

を

集
成
し
た

ク
ル

ア
ー

ン

と

ム

ス

リ
ム

が

模
範
と

す
べ

き

預

言
者
の

慣
行
（
ス

ン

ナ
）

が

記
さ

れ
て

い

る
ハ

デ
ィ

ー
ス

集、

こ

の

二

つ

の

テ

ク

ス

ト

の

精
読
に

基
づ

き
、

信

者
と

し

て

の

「

現
世
」

で

の

「

真
正
な
」

生

き

方
を
ム

ス

リ

ム

に

教

え
、

助

言
を

与
え
る
こ

と

に

過
ぎ
な
い

。

そ

れ
が

時
と

し

て

「

政
治
的
」

改

革
や

革
命
に

結
び
つ

く

こ

と

も

あ
る
が

、

そ

れ

は

先
述
の

「

政
治

指
導
者
」

と

の

連
携

関
係
に

基
づ

く
か
、

も

し

く
は

ウ
ラ

マ

i
自
身
が

そ

の

よ

う
な

「

政
治
的

指
導

者
」

に

な

る

こ

と

に

よ
っ

て

実
行

さ
れ

る

も

の

で

あ
る

。

政
治
活
動
は
ウ

ラ

マ

ー
の

本
質

的
な

仕
事
で

は

な
い

。

　

な
お
、

キ

リ
ス

ト

教
の

修
道
士
と

教
区

付
き

聖
職
者
の

区
別
の

問
題
で

あ

る
が
、

イ

ス

ラ

ー
ム

で

は
、

俗

世
間
か

ら
一

切
の

縁
を
切
っ

た

「

修
道
院
」

制
度
は

、

基

本
的
に

認
め

ら

れ

て

い

な
い

。

結

婚
も
む

し
ろ

す
べ

て
の

信
者
に

推
奨
さ

れ

て

い

る
。

た

だ

し
、

一

部
の

ス

ー

フ
ィ

ー

な

ど

に
、

こ

の

世
の

栄

華
・

名
声
な
ど

を

拒
否
し

、

一

文
も
身
に

つ

け

ず
に

放
浪
生
活
を
送
っ

た

り
、

人

里

離
れ
た

413 （629）
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隠
遁
所
で

孤
独
に

暮
ら

し

た

り
す

る

「

禁
欲
主

義
」

が

受
け

入
れ

ら

れ
た

。

だ

が
、

ほ

と

ん

ど

の

ス

ー

フ

ィ

ー

は

職
業
に

精
を

出
し

、

家
族
を

持
ち

、

中
に

は

政
治
的
権
力
を

奮
い
、

経
済
的
繁
栄
を

謳
歌
し
た

者
も
い

た
。

　
ウ

ラ

マ

ー
は

伝
統
的
な

イ
ス

ラ

ー

ム

教

育
制
度
の

中
で

学
習
を

積
み

重
ね

、

学

者
と

な
っ

た

人
々

で

あ

る
。

前
近

代
社
会
に

お

い

て
、

彼
ら

は

原
理

的
に

は

ハ

リ

ー
フ

ァ

や

ス

ル

タ

ー
ン

な

ど
の

政
治

権
力

者
に

も

屈
し

な
い

、

絶
対
的
な

宗
教

的
権
威
で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

一

九
世

紀
頃
か

ら

始
ま

っ

た

「

西
洋
の

衝
撃
」

を

受
け
た

近

代
化
の

過

程
で
、

彼
ら

の

学
者
と

し

て

の

権
威
は

揺
ら

ぎ

始
め

た
。

そ

れ

と
い

う
の

も
、

近
代
的
11
世

俗
的
な

高
等
教
育
機
関
が

創
設

さ

れ
、

そ
こ

か

ら

ま
っ

た

く

新
し
い

種
類
の

知

識
人
が
生
ま

れ

て

き

た

か

ら

で

あ
る

。

彼
ら

は

近

代
科
学
的
知
識
を

身
に

つ

け、

そ

れ

ぞ

れ

の

国
家
の

近
代
化
を

推
進
す

る

官
僚
や

専

門
家
と

な
っ

て

い

っ

た
。

　
こ

れ
だ

け

で

あ

れ

ば

伝
統
的

宗
教
学
者
と

近
代
的
世
俗
的
知
識
人

と
い

う
対
比
図
式
の

中
に

収
ま

る
こ

と
に

な

る
。

だ

が

問
題
は

、

こ

れ

ら

の

近
代
的
知
識
人

の

中
か

ら
、

イ
ス

ラ

ー
ム

主

義
者
が

生
ま

れ

て

き

た

こ

と

で

あ
る

。

二

〇
世
紀
に

誕
生
し

た

さ

ま

ざ

ま
な
イ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　　
り　

ス

ラ

ー
ム

主
義
組
織
の

主

要
な

担
い

手
は

、

ウ

ラ

マ

ー
と

い

う
よ

り

は

こ

れ

ら
の

モ

ダ
ニ

ス

ト

知
識
人
で

あ
っ

た
。

こ

こ

で
、

宗

教
と

世
俗
と

い

う
二

つ

の

領
域
で

は

な

く
、

宗
教
領
域
の

権
威
を
め

ぐ
る

ウ

ラ

マ

ー
と

モ

ダ
ニ

ス

ト

の

争
い

が

顕

在
化
し

、

そ

の

点
で

も

ウ

ラ
マ

ー
の

権
威
は

弱
体
化
し

た

の

で

あ

る
。

　

イ
ス

ラ

ー
ム

主
義
運
動
の

活
発
化
な

ど

は
、

伝
統
的
宗
教
知
識
人

（

聖
職
者
）

と

し

て

の

ウ
ラ

マ

ー
の

地

位
を

相
対
的
に

衰
退
さ
せ

た
。

こ

れ
は

先
の

定
義
で

は

世
俗
化
の
一

側
面
と

い

う
こ

と

が

で

き

る
で

あ

ろ

う
。

だ

が
、

モ

ダ
ニ

ス

ト

（

俗
人
）

は

常
に

世
俗
主
義

者
と

は

限
ら

な

い
。

伝
統

的
宗
教
教
育
を
受
け
て

い

な

く

て

も
、

イ
ス

ラ

ー
ム

主

義
の

指
導
者
た

ち

は

宗
教
的
権
威
に

な

り

う
る

の

で

あ
る

。

は

た
し

て

こ

れ
を

総
体
的
に

眺
め

て

「

世
俗
化
」

と

呼
ぶ

こ

と
が

で

き

る

の

だ

ろ

う
か

。
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f
　
現
世
中
心

主

義

　

近

年
の

グ
ロ

ー
バ

ル

化

の

進

展
は
、

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界
に

も
無

縁
の

も

の

で

は

な
い

。

た

と

え

ば

先
に

あ
げ

た

再
ヴ
ェ

ー

ル

化
、

す

な

わ

ち

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
11
反

世
俗
化
の

典
型

例
と

さ

れ
る

そ
の

場

合
に

も
、

彼
女

た
ち

の

被
っ

て

い

る

ス

カ

ー
フ

の

中
に

は

欧
米
の

ブ

ラ
ン

ド

品
も
あ

る
。

こ

の

点
に

着
目
す

れ

ば
こ

の

現

象
は

ひ

と
つ

の

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン

で

あ
り、

宗
教
と

は

関

係
の

な
い
、

消
費
社
会

化
の

進
展
を
示
す

世

俗
化
の

例
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

　

ア

ラ

ビ

ア

語
で

世

俗
主

義
は
、

一

般
に

イ

ル

マ

ー
ニ

ー
ヤ

（ 、
＝

目
鋤

鼠

旨
）

ー
イ
ル

ム
、

た

だ

し

こ

の

場
合
は

ウ
ラ
マ

ー

の

保
持

す

る

宗
教

的
知
識
と

い

う

よ

り

近

代
科

学
を

指
し
て

お

り
、

い

わ

ば
「

科
学
主
義
」

を

意

味
す
る

　
　
も

し

く

は

ア

ル

マ

ー
二

ー

ヤ

（ ．
巴
ヨ
鋤

三

釜）

ー
ア

ー
ラ

ム
、

す

な

わ

ち

「

世
界
」

か

ら

派
生

し

た

語
　
　
な
ど
と

呼
ば

れ

て

い

る
。

た

だ
し

A
．

タ
ミ

ー
ミ

ー

は
、

ド
ゥ

ン

ヤ

ー

ウ

ィ

ー

ヤ

（

山
二

旻
91
≦
ぞ
鋤
）

と

呼
ぶ

の

が

ふ

さ

わ

し
い

と

述
べ

る
。

こ

れ

は

ド
ゥ

ン

ヤ

ー

曾
身
鋤

す
な

わ

ち

現
世

か

ら

派
生
し

た

語
で

あ
る

。

こ

こ

で

ア

ラ

ブ

世
界
に

お

け

る

「

世
俗
主

義
」

が
、

現

世

中
心

主

義
と

理

解
さ

れ

て

い

る

こ

と

が

分
か

β
18）る

。

　

こ

こ

で

は

イ
ス

ラ

ー
ム

世
界

の

世
俗
化
の

実

例
、

な

ら
び

に

そ

れ

に

反
す

る

と

思
わ

れ

る

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
に

ふ

れ

て

き
た

。

そ
し

て
、

一

見
矛
盾
す
る

こ

の

二

つ

の

傾
向
が
、

し

ば
し

ば

同
時
へ

併
存
し

て

い

る

状
況
も

指
摘
し
た

。

こ

の

こ

と

を
ど

の

よ

う
に

考
え
れ

ば

良
い

の

だ

ろ

う
か

。

結
論
を

出
す

前
に
、

ア

ラ

ブ

出
身
の

二

人
の

知
識
人
に

よ

る

世
俗
化

論
を

見
て

お

き
た

い
。

そ
こ

で

は

西
洋
キ

リ

ス

ト

教
の

み

な
ら

ず、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

経
験
を

充
分
に

考
慮
に

入
れ

た

近
代
化
11
世
俗
化

論
が

説
か

れ

る

は

ず
で

あ

る
。

415 〔631）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japar ユese 　 Assoclatlor ユ for 　 Rellglous 　 Studles

三

　
イ
ス

ラ

ー
ム

世

界
と

世
俗
化
論

　
1
　
内
在
性
の

過
剰
な
浸

透
と

し

て
の

包
括
的
世
俗
化

ー
エ

ル

メ
ッ

シ

リ
ー

　

ア
ブ

デ
ル

ワ
ハ

ブ
・

エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

は
、

カ

イ
ロ

の

ア

イ
ン

・

シ

ャ

ム

ス

大
学
の

名
誉

教
授
で

専
門
は

英
文
学
・

比
較
文
学
で

あ

る

が
、

近

代
ア

ラ
ブ

文
学
の

中
か

ら

収
集
し
た
一

八

種
類
の

異
な
っ

た

「

世
俗
主
義
」

の

定
義
を
含
む

、

『

世
俗

的
言
説
の

脱

構
築
』

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

と

題
し

た

四

巻

本
の

百
科
辞
典
（
ア

ラ

ビ

ア
語、

未

見）

の

編
者
で

も

あ
る

。

彼
の

「

世
俗
主

義、

内
在
性

、

そ

し

て

脱

構
築
」

と

い

う

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　ハ
　サ

題
名
の

論
文
を

通
し

て
、

そ

の

世
俗
化
論
を

紹
介
し

た
い

。

　
エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

は
、

世

俗
主

義
を

「

部
分
的

　
B
三
巴
」

と

「

包

括
的

　
8
日
嘆
 

冨
塁
一

く
Φ
」

の

二

種
類
に

分
け

る
。

「

部
分
的

世
俗
主

義
」

は
、

「

『

教
会
と

国
家
の

分
離
』

と

い

う

お

な

じ

み

の

世
俗
主

義
の

定
義
に

含
意

さ

れ

て

い

る

も

の

で

あ
る
」

。

こ

こ

で

の

「

教
会
」

は

聖

職
者
と

公
式
的
位
階
制
度
を

伴
っ

た

組
織
化
さ

れ
た

宗
教
で

あ

り
、

道
徳

・

宗
教
な

ど
の

絶
対
的
・

不
朽
の

価
値
や
人

間
の

起
源

、

運

命
、

人
生
の

目
的
と

い

っ

た

究
極
的
な

る

も

の

に

は

ふ

れ

な
い

。

一

方、

「

国

家
」

と

は

国

家
装
置
や

狭
義
の

政
治
活

動、

さ

ら

に

経
済
活
動
や

公
共
的
生
活
の

い

く
つ

か

の

側
面
に

関
わ

る
が

、

人

間
の

私
的
生

活
全

般
や

公

共
生
活

の

多
く
の

側
面
に

は

関
与
し

な

い

も
の
で

あ

る
。

そ
こ

で
、

「

こ

の

部
分
的

世
俗
主

義
は
、

絶
対

的
な
道

徳
的
価
値
や

宗
教
的

価
値
と

さ

え

も、

そ

れ

ら
が

上

述
の

よ

う
な

狭
い

意
味
で

の

政
治
過
程
に

介
入

し

な
い

限
り

に

お

い

て
、

共
存
し

う
る
の

で

あ

る
」

（

固
ヨ
Φ

。゚

ω凶
同凶

も
』
刈
）

。

　
だ
が
、

「

西
洋

的
近

代
性
は

、

内

在
性
（一
コ
］

ヨ
£o
コ
 

コ
O
Φ
）

の

形
而
上

学
に

基
づ

い

て

お

り、

し

た

が
っ

て
、

包

括
的

世
俗・
王

義
と
ほ

ぼ

同
義
語
で

あ
る

」

（

団

巨
・
ω

ω

葺
o

』
°。）

。

エ

ル

メ
ッ

シ

リ

ー

に

よ

れ

ば
、

「

内

在
的
」

も
し

く

は

そ

れ

と

ほ

ぼ

同
義
語
の

「

汎

神
論
的
」

と

い

う

用
語
の

意
味
す

る

も

の

は
、

「

自
己

充
足
的

、

自
動

的、

自
己

活
性
化

的
、

自
己
説
明
的
な

も

の

す
べ

て

を
」

指
し
、

し

た
が

（63z） 416
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っ

て
、

「

内
在

性
の

世
界
は

高
度
に

統
合
さ

れ
た

有
機
的
世
界
で

あ

り
、

そ

の

構
成

部
分
を
他
の

そ

れ
か

ら

分

か
つ

い

か

な

る

間

隙
も

な
い

。

そ
こ

で

は

あ

ら

ゆ

る

も
の

が

ひ
と

つ

の

基
本
要
素

、

作
用
す

る

力
ま

た

は

組
織
化
原
理
に

還
元
（

も
し

く
は

そ

の

よ
う
な

用
語

に

よ
っ

て

説
明
）

さ

れ

る

の

で
、

二

元

性

や

複

合
性
を
持
た

な

い
一

元
論
的
（

ヨ
〇

三
ω
け一
〇）

宇
宙
と

な

る
」

。

つ

ま

り
、

「

内
在
性
は

全

体
と

し

て

の

現
実
（

神
、

人
間、

自
然
）

の

包

括
的
で

首
尾
一

貫
し

た

説
明
で

あ

る
」

（
固

詈゚
。

ω

三

も
戸
仙

。。

よ
o）

。

　

西
洋
思
想
に

よ
っ

て

内
在
性
を
説
き
つ

つ
、

エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー
は

、

イ
ス

ラ

ー

ム

思
想
で

も

内
在
性
を

重

視

す
る

流
れ

が
あ

る

と

述

べ

る
。

そ
れ

は

「

存
在
一

性
論
（

ワ

フ

ダ
・

ア

ル
・

ウ

ジ
ュ

ー

ド

　
萋

畧
匿
曽一−
ε
o
α
）

」

の

発
想
で

あ
り

、

さ

ら
に

フ

ル

ー

ル

（
ケ

巳
巳

合
一
）

や

フ

ァ

ナ

ー

（

冨
コ

暁

　
消
滅
）

と

い

う
用
語
に

よ
っ

て

表

現
さ

れ

る

思

想
で

あ

る
。

ま

た
、

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

に

は

「

神
に

近

づ

く
こ

と

（

タ
カ

ッ

ル

ブ

　
5
ρ

穹
≡
σ
）

」

を

目
指
す

傾
向
が

あ
る

が
、

こ

れ

も

「

内
在
的
」

イ

ス

ラ

ー

ム

の

流
れ

と
い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
（
霊
∋
Φ
ω

の

三

も
℃°
 

O

よ
一）

。

　

内
在

性
と

対
比

さ

れ
る

の

が
、

い

う

ま

で

も
な

く

「

超

越
性

　
肓
¢

塁
6
Φ

巳
Φ

9
Φ
」

で

あ
る

。

そ

れ

は

「

わ

れ
わ

れ

に

日

常
経
験
と

し

て

与
え
ら

れ

て

い

る

も
の

を

越
え

た
も

の

で

あ
り
、

科
学
的
説
明
の

範
囲
に

人
る
も

の

を

超
え
て

い

る
。

換

言
す

れ

ば
、

超
越
性
は

（

内
在
性
と

は

異
な

り）

常
に

二

元

論
を

含
意
し

、

感
覚
に

与
え

ら

れ
た

も

の

と

そ

れ

を

超
え

た

も

の

と

を

含
む

」

。

イ

ス

ラ

ー

ム

で

は

「

一

神
論
（

タ
ウ

ヒ

ー

ド

　
冨
類
ケ

邑
」

思
想
に

基

づ

く、

神
と

人

間
と

の

二

元

性
（

曾
巴一

多
コ
o
け

α

轟
房
ヨ
）

と
い

う
形
で

表
現

さ

れ

て

い

る

（
国

巨
霧
ω凶
互
℃

℃°

沼
よ
9

。

　

近
代
の

包

括
的
世
俗
主

義
は
、

部
分
的
な

そ

れ

と

は

異
な

り、

神
の

超

越
化
と

内
在
化
と

を
極
端
に

進
め
、

神
を

周
縁
化
す

る
。

超

越

性
の

徹
底
に

よ

り
、

力
と

し

て

の

神
は

人
間
や

自

然
か

ら

離
れ

す
ぎ、

そ

れ

ら

に

無

関
心
に

な

る
。

一

方
、

内

在
性
の

徹
底
に

よ

り
、

神
は

人

間
と

自
然
に

完
全

に

内

在
化

し
、

そ

れ

ら
と

別

個
の

存

在
で

は

な

く

な

る
。

い

ず
れ

に

せ

よ
、

神
の

周

縁
化
に

よ
っ

て
、
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神
は

人

間
生

活
（

さ

ら

に

自
然
）

と

は

ほ

と

ん
ど

無
関
係
な

存

在
に

な
っ

て

し

ま

う
。

た

だ

し
、

「

双
方
の

種
類

の

周

縁
化
が

わ

れ

わ

れ
の

世
俗
的
態

度
の

中
に

見
ら

れ
て

も
、

そ

れ
で

も

今
日
に

お

い

て

よ
り

支
配
的
な
形
態
は

第
二

の

も

の

［

内
在
性
凵

で

あ

る
。

す
な

わ
ち

神
は

超
越

性
を

完
全
に

失
い

、

人
間
や

自
然
と

共
に

あ
る

存
在
に

な
っ

て

し

ま

う
ま

で

神
の

内
在
化
を

漸
進
的
に

進

め

る

の

で

あ

る
」

（
匹
目
Φ

切

，。

三

も
ロ．
 

。 。

き）
。

い

わ

ば
、

神
を

否
定
す

る

無

神
論
を

必
死

に

な
っ

て

唱
え

る

ま
で

も

な

く
、

神
を

無
視
も

し

く
は

無
関

心
に

な

る

人
間
中
心
主
義
に

よ
っ

て

支
配
さ

れ

る

の

が

包
括
的
世
俗
主
義
の

時
代
の

生

活
な

の

で

あ
る

。

　

エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

の

論
文
の

最
終
節
は

「

脱
構
築
　

　
固
形
の

そ

れ
と

も

液

状
の
」

と

題
さ

れ
、

デ

リ

ダ
な

ど

の

議
論
に

言
及
さ

れ

る
が

イ
ス

ラ

ー

ム

の

こ

と

に

は

ま
っ

た

く
ふ

れ

ら

れ

な
い

。

末
尾
に

は

「

究
極
の

ポ
ス

ト
モ

ダ
ン

的
テ

ク

ス

ト
」

と

さ

れ

る

あ
る

詩
が

引
用

さ

れ
、

そ

れ

は

次
の

よ

う
に

結
ば
れ

て

い

る
。

「

し

た

が
っ

て
、

ニ

ヒ

リ

ス

ト

の

沈
黙
で

す
ら

、

あ

る

テ

ロ

ス

を

意

味
し
、

そ
し

て

テ
ロ

ス

は
ロ

ゴ

ス
、

自
然
と

歴
史
を
超
え
た
一

神
を
意
味
す
る
の

で

あ

る
」

（
日
ヨ
 
ω
ω

葺
o°
。 。

o
）

。

ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

的
脱
構
築
の

果
て

に
、

超
越

神
、

タ
ウ

ヒ

ー

ド

を

見
出
す
と
い

う
こ

と

な

の

で

あ
ろ

う

か
。

　

こ

の

よ

う
に

エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

は
、

西
洋
思
想
に

起
源
を

も

ち
、

今
日

の

イ

ス

ラ

ー
ム

世
界
も

含
む

グ
ロ

ー
バ

ル

な

「

包
括
的
世
俗

主
義
」

と

そ

の

帰
結
（

世
俗
化）

を

論
じ

て

い

る
。

文
学
研
究
者
で

あ

る

か

ら

か
、

社
会
科
学
的
な

事
例
分
析
は

行
な

わ

な
い

。

次
に

ア
ラ

ブ

出
身
の

人
類
学
者
に

よ

る

実
証
的
な

議
論

、

お

そ

ら

く

「

包
括
的

世
俗
化
論
」

と

で

も
い

い

う
る

そ
れ

を

見
て

み

た
い

。

　
2

　
シ
ャ

リ

ー

ア

か

ら

イ
ス

ラ

ー
ム

法
へ

ー
ア

サ

ド

　
一

九

六
〇

年
代
前
半
に

ス

ー

ダ
ン

の

牧
畜
民
カ
バ

ー
ビ

シ

ュ

・

ア

ラ

ブ

の

民
族
誌
的
調
査

を

行
な
っ

た

タ

ラ

ー
ル

・

ア

サ

ド

は
、

そ

の

後
植
民
地
主

義
な
ど

を

め

ぐ

る

理

論

研
究
に

重

心
を
移
し

、

近

年
で

は

「

宗
教
」

概
念
の

再
考
を

促
す

論
考
な

ど

も

発
表
し

て

い

る
。

そ

の

彼
の

最
新
の

論
文
集
が

「

世
俗
的
な

も

の

の

形

成
』

で

あ

り
、

こ

こ

で

は

そ

の

第
七

章、

「

世

俗
化
」

と
い

う

部
に

収
録
さ
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ハ　

れ

た
唯
一

の

論
文
「

植
民
地
エ

ジ

プ

ト

に

お

け

る

法

と

倫
理

の

再
布
置
」

を

中
心

に

紹
介
す
る

。

　

ア
サ

ド
は

英
語
・

ア

ラ
ビ

ア

語

辞
典
に

あ
た

り、

現
在
の

ア

ラ

ビ

ア

語
で

「

世

俗
的

　
ω

Φ
o

巨

費
し
鋤
団
」

を

意
味
す
る

語

彙
の

ひ

と

つ
、

ア

ル

マ

ー
ニ

ー

（ ．
巴
∋

曽剛
）

と

い

う
用

語
は
一

九
世

紀
後
半
の

発
明
品
で

あ

る

こ

と
、

さ

ら

に

同
世

紀
に

お

い

て

は

動

詞
「

世

俗

化
す
る

　
ω

Φ
。

巳
曽
「

冒
 
」

に
一

語
で

対
応
す

る
ア

ラ
ビ

ア

語
は

な

か
っ

た
と

述
べ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

こ

の

よ

う

な

動

詞
の

欠

如
に

よ

っ

て
、

コ

九
世
紀
の

エ

ジ

プ
ト

人

が

『

世
俗
主

義
』

と

い

う
概

念
を

も
っ

て

い

な

か
っ

た

と

は
い

え

な

い
。

だ
が

、

ア

ラ

ビ

ア

語
に

お

け
る

政
治
的
言
説
は
、

そ

の

後
［

二

〇
世
紀
］

と

は

異
な

り
、

そ

の

こ

と

［

世
俗
主

義］

を

直
接
的
に

扱
う

必
要
は

な
か

っ

た
こ

と

を

示
し

て

い

る
。

そ

の

意

味
に

お

い

て
、

近
代
以
前
の
エ

ジ

プ

ト

で

は

世
俗
主
義
は

存
在
し

て

い

な
か

っ

た
」

（
〉
し。

巴

も甲
b 。

。

髄）
。

し
か

し
、

一

九

世
紀
末
頃
か

ら
、

法
、

道
徳
に

関
わ

る

言

説
世
界
の

新
た

な

「

分
節
化
」

が

生
じ

、

そ

れ
ら

が

「

再
布
置
」

さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

エ

ジ
プ

ト

人
は

「

世
俗

主
義
」

を

考
え
る

こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

た
。

エ

ジ
プ

ト

の

法

制
改
革

　
　
近
代
西
洋
法
の

導

入

と

シ

ャ

リ

ー

ア
の

「

改

革
」

−
を

事
例
に
、

ア

サ

ド

は

そ
の

過

程
を

論
じ

よ

う
と

す
る

。

　

近
代
法
の

導
入
に

よ
っ

て
、

シ

ャ

リ

ー
ア

は

個
人
の

身
分

・

地
位
に

関
わ

る

事
象

、

す
な

わ

ち

「

私
的
領
域
」

に

封
じ

込

め

ら

れ

た

と
一

般

に

は

論
じ

ら

れ
て

い

る
。

し

か

し

ア

サ

ド
に

よ

れ

ば
、

「

シ

ャ

リ
ー

ア

に

生
じ

た

こ

と

は
、

縮
減
と
い

う
よ

り

は

変
質
と

記
述

し

た

方
が

良
い

。

そ

れ
は
、

中
央
集
権
的
な

国
家

に

よ
っ

て

正

当

化
さ

れ

維
持
さ

れ

る
、

法
的
規
範
（
フ

ィ

ク

フ
）

の

ひ

と

つ

の

下
位

分

野
に

さ

れ

た
の

で

あ
る
」

。

そ

し

て
、

シ

ャ

リ

ー

ア

が

私
事
的
領
域
の

み

を

扱
う

法
規
範
と

さ

れ

る

過

程
で
、

「

法

や

福
祉

行
政
や

公

共
的
道

徳
化
の

言
説
に

お

け

る
ひ

と
つ

の

範
疇
と

し

て
の

『

家
族
』

が

出
現

し
た
」

（
〉
ψ

巴
も
』
・。

刈）
。

　

今
日
エ

ジ

プ

ト

で

は
一

般
に

、

ア

ー

イ

ラ

（ ．
蝕
一

四）

や

ウ
ス

ラ

（

話
「

巴

と
い

う

用
語
が

「

家
族
」

と

訳
さ

れ
る

が
、

一

八

世
紀
の

ア
ラ
ビ

ア

語
辞
典
を

調
べ

る

と
、

ア

ー

イ
ラ

で

は

な

く

イ

ヤ

ー

ラ

（ 、
貯
巴
巴

1
「

扶
養
者
を

助

け
、

支

援
す
る

こ

と
」

と

か

「

よ

419 （635）
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り

多
く

の

子
供
を
も
つ

過
程
」

の

意

味

ー
と

い

う

語
が

掲
載
さ

れ
、

ウ

ス

ラ

は

「

部
族
」

も

し

く
は

「

男

系
親
族
」

と

さ

れ

て

い

た
。

つ

ま

り

「

家
族
」

の

意
味
合
い

は

見
当
た

ら

な
い

。

と

こ

ろ

が
、

「

一

九

世
紀
後
半
に

な
っ

て
、

ア

ー
イ

ラ

は

普
通
に

用
い

ら

れ

る

言
葉
に

な

り、

『

男

性
と
そ

の

妻
と

そ

の

子
供
た
ち
、

お

よ

び

彼
の

父

系
親
族
で

彼
に

扶
養
さ

れ
て

い

る

者
』

」

と

い

う
意
味
を

も

つ

よ

う
に

な
っ

た
（
〉

田
鼻

戸

N
ω

一）
。

近

代
的
な

「

家
族
」

概
念
の

誕
生
で

あ
る

。

実
際

、

古
典
的
な
シ

ャ

リ
ー

ア

の

中
に

は
、

基

本
的
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　　
　　

「

家
族
」

と
い

っ

た

用

語
は

見

当
た

ら

な
い

。

　

次
に

ア

サ

ド
は

二

〇
世
紀
初
頭
の

エ

ジ

プ

ト
に

お

け

る

法

制
改

革
論
者

、

ア
フ

マ

ド
・

サ
フ

ワ

ト

の

議
論
に

着
目
す

る
。

サ
フ

ワ

ト

は
一

九
一

七

年
に

刊
行
さ

れ
た

ア

ラ

ビ

ア

語
論
文
に

お

い

て
、

シ

ャ

リ

ー

ア

を
「

聖
な

る

も

の
」

と

形
容
し

て

い

る
。

し
か

し
、

「

ア

ラ
ビ

ア

語
の

単
語
ρ
9
α
鋤
ω

p

（

「

聖
な

る

も

の
」

）

は
、

古

典
的
に

は

シ

ャ

リ

ー

ア

を

特
徴
づ

け
る

も
の

と

し

て

は

使
わ

れ
て

こ

な
か
っ

た
。

も
っ

と

も
一

般
に

用
い

ら

れ

て
い

た

形
容

詞
は
、

少
な

く

と

も
一

九
世

紀
や

そ

れ

以

降
に

お

い

て

は
、

『

イ
ス

ラ

ー
ム

的
』

で

あ

っ

た
。

あ
る

も
の

が

［

聖

な

る

も

の

故
に
］

『

宗
教
』

に

属
す
と

さ

れ
、

別
の

も

の

が

そ

う

で

は
な

い

と

さ

れ

た
と

き

に
、

世
俗
的
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
ハ
おソ

る

も
の

が

も
っ

と

も

鮮
明
に

浮

上

す
る

の

で

あ
る
」

。

い

か

に

逆

説
的
に

響
こ

う
と

、

「

聖
な

る

も

の
」

の

発
見
そ
れ

自

体
が

、

世
俗
化

の

進
行
を

端
的
に

示
し

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

さ

ら

に

サ
フ

ワ

ト

は
、

ク
ル

ア

ー
ン

に

見
ら

れ

る

戒
律
は
、

 
禁
じ

ら

れ

た

行
為
（

ハ

ラ

ー
ム

　

冨
愚
ヨ）

、

 
義
務
と

し
て

行
な

わ

な

け

れ
ば

な
ら
な
い

行
為
（

芝

魯
げ
）

、

 
認
め

ら

れ
て

い

る

行
為
（

司
一

N
）

の

三

つ

に

分
類
で

き

る
と

い

翅
。

こ

の

第
三

の

範
疇
の

行
為
な

ら

び
に

ク
ル

ア

ー
ン

で

言
及
さ

れ

て

い

な
い

行
為
こ

そ
、

社
会
的
環

境
を

考
慮
し

て

国
家
が

実
定
法
を
通
し

て

裁
可
す
べ

き

領

域
な

の

で

あ

る
。

こ

の

「

世
俗

的
」

法
を

犯
す

と

国
家
に

よ
っ

て

「

現
世
」

で

罰
せ

ら

れ

る

が
、

「

宗

教
的
」

道
徳
性
の

侵
犯
は

「

来

世
」

で

の

懲

罰
を
招
く
（
》
。。

・

皀

も
℃

』
・。

。。

−

・。

。 。

9
。
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イ ス ラーム 世界 と世俗化を め ぐる
一試論

　
こ

の

よ

う
な
理

解
に

基
づ

き
、

リ
ベ

ラ

ル

な

改
革
派
法
律
家
た

ち

は

「

シ

ャ

リ

ー

ア

を

『

個
人

的
身

分
に

関
す
る

法
（
カ

ー

ヌ

ー

ン

ρ

讐
冒
）

』

、

す

な

わ

ち

結
婚
し

た
カ

ッ

プ
ル

を
め

ぐ
っ

て

作
ら

れ

た

近

代
的
制
度
で

あ
る

『

家
族
』

を

規

制
す

る
規

則
と

記
し

た
。

そ

れ
は

最
近
の

イ
ス

ラ

ー
ム

主
義

者
た

ち
も
一

般
に

共

有
し

て

い

る

姿

勢
で

あ

る
」

（
〉
 

巴−

P

躍
。。
）

。

ま

さ

に

シ

ャ

リ

ー

ア

は

「

イ
ス

ラ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　（
25）

ー
ム

法
」

と

な
っ

た
と

い

え
る

で

あ

ろ
う

。

は
た

し

て

シ

ャ

リ

ー

ア

は

「

法
」

に

還
元
で

き

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

　
こ

こ

で

ア

サ

ド

は
、

ム

ハ

ン

マ

ド
・

ア

ブ

ド
ゥ

を
持
ち

出
す

。

ア
ブ

ド
ゥ

は

サ

フ

ワ

ト

と

同

様
に
、

法

制

改
革

を
肯

定
す

る
。

だ

が
、

西
洋
教
育
を
受
け

た

法
律
家
サ

フ

ワ

ト
と

は

異
な

り、

ア

ズ
ハ

ル

学
院
出
身
の

ウ

ラ
マ

ー

で

あ

り
、

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム

に

も
理

解
が

あ
る

ア

ブ

ド

ゥ

に

と
っ

て
、

「

シ

ャ

リ

ー
ア

は
、

判
事
の

道
徳

・

精
神
的
お

よ

び

身
体
的
形

成
の
一

部
と

な

ら

な
け

れ

ば
な

ら

ず、

そ

の

脈
絡
に

お

い

て

は
、

シ

ャ

リ

ー
ア

は
単

な
る

「

規
則
』

で

あ
る
こ

と

を
止

め

る
。

…

…

ア

ブ
ド
ゥ

が

言
う
に

は
、

法
の

権
威
的
な

性

格
は

承
認

さ

れ
、

そ

の

規
則
は

適
切

に

適
用
さ

れ

る
が

、

そ

れ

は

『

真
の

宗
教

的
伝
統

四

〜
旨
コ
餌

巴・
臼
巳

薹
鋤

巴−

鴇
冨

冨
』

に

よ

っ

た

［

判
事
の
］

人

格
的
規

律
訓
練
が
な

さ

れ

た

後
の

こ

と

で

あ

る
。

…

…

神
を

崇
拝
す

る

儀
礼
に

お

い

て

用
い

ら

れ

る

身
体

技
術

（

筋
覚
お

よ

び

知
覚）

が

伝
統
の

枠

内
で

教
え

ら

れ
学
ば

れ
、

正

し

く
識
別
し

判
決
を

下
す

能
力
の

形

成
を

助

け
る

こ

と

に

な
る

。

そ

れ
と

い

う
の

も、

こ

れ

ら
の

能
力
は

イ
ス

ラ

ー
ム

的
倫
理
一

般
の

み

な
ら

ず、

1
そ

し

て

こ

の

点
こ

そ

強
調
し
た

い

こ

と

な

の

だ

が

　
　

模
範
的
な

判
事
に

よ

る

法
の

道

徳
的

権
威
の

前
提
条
件
な

の

で

あ

る
か

ら
」

（
〉
°・

巴
も
p
・。

お
−

・。

切

o）
。

　

い

わ
ば

、

シ

ャ

リ

ー

ア

は
、

「

伝

統
」

の

修
得
を

通
し

て

判
事
に

「

身
体

化
」

さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て

初
め

て
、

そ
の

法

的
。

倫
理

的
権
威
を

も
つ

の

で

あ

る
。

そ

の

意

味
で

、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

「

非
人
格
」

的
な

法
典
と
い

う

よ

り

は
、

判
事
に

よ
っ

て

「

人
格
化
」

さ

れ

る

べ

き
、

い

や
、

さ

れ
て

い

な
け

れ
ば

な

ら

な

い

も
の

と

い

え

よ

う
。

そ

し

て

近

代
化
の

進

展
に

よ
っ

て
、

「

シ

ャ

リ

ー

ア

が

判

事

に

よ

っ

て

身
体

化
さ

れ

な

く

な

る

と
、

そ

れ
は

『

聖
な

る

規

則
』

と

な

る
。

そ

の

裁
可
の

源
［

宗
教
］

に

よ
っ

て

『

聖

な

る

も
の
』
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に
、

そ

の

非
人

格
的
か

つ

状
況
超
越
的
な

適
用
に

よ
っ

て

『

規

則
』

に
」

（
〉
°・

巴
も．
・・

切

。
）

。

　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
翊

　

こ

の

よ

う
な

ア

サ

ド

の

立

場
か

ら

す

れ

ば
、

シ

ャ

リ

ー

ア

が

「

世
俗
（

国
家
）

法
」

と

区
別
さ

れ
て

「

聖

法
」

と

呼

ば

れ

る

こ

と

自

烋

そ
し

て

7
ろ

了
ム

法
L

と

し

て

判

妻
ど

の

人

格
か

ら

は

分
離
し
た

非
人
格
的
で

超

越
的
な

「

法
体
系
」

と

し
て

編

讐
れ

闘

適
用
さ

れ

る
こ

と

自
体
が
、

世
俗
化
の

過

程
で

あ

る

と
い

う
こ

と

に

な

る
。

四

結
語

　

筆
者
は

別
稿
に

お

い

て
、

一

九
九
〇
年
代
の

エ

ジ

プ

ト
な
ど

の

民

族

誌
的
事
例
に

基
づ

き
、

一

方
に

お

い

て

学
校、

職
場
の

み

な

ら

ず
、

街
角
の

庶
民
的
コ

ー
ヒ

ー

店
な

ど

の

公

共
的
空

間
へ

女

性
が

進
出
す
る
よ

う
に

な

り
、

ま

た

フ
ェ

ミ

ニ

ズ

ム

的
活
動
も

見
ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た
こ

と
、

他
方
に

お

い

て

再
ヴ
ェ

ー

ル

化
の

傾
向
が

い

っ

そ
う

強
ま
っ

た

こ

と

を

指

摘
し

た
。

い

わ

ば
「

世
俗
化
」

と

「

宗
教
化
」

（

再
イ
ス

ラ

ー
ム

化
、

イ
ス

ラ

ー

ム

復
興
）

の

並

存
状
況
で

あ
る

。

そ

し

て

こ

れ

ら

の

現
象
は

、

二

律
背
反
的
な

も

の

と

い

う
よ

り

も
、

ひ

と
つ

の
コ

イ
ン

の

両
面
と

し

て

捉
え
る
べ

き

で

は

な
い

か

と

述
べ

た
。

ま

た
、

そ
の

よ

う
な

理
解
に

達
す
る

た

め

に

は
、

「

宗
教
化
」

や

「

世
俗
化
」

と

い

う
概
念
の

再
定
義
が

必
要
と

な

る

と

示

唆
し

越
。

本
稿
は

拙
い

も

の

で

は

あ

る

が
、

そ

の

よ

う

な

理

論
的
考
察
を

試
み

た

も
の

で

あ
る

。

　

こ

こ

で

改
め

て

本
稿
の

議
論
を
振
り

返
っ

て

み
よ

う
。

第
二

章
で

は
、

西
洋
キ

リ
ス

ト

教
を
モ

デ
ル

と

し

た

「

世
俗
化
」

現
象
を

構

成
す
る

諸
要
素
を

因
数
分
解
し

、

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
の

事
例
と

の

付
き

合
せ

を

行
な
っ

た
。

結
果
は

予
想
通
り

、

キ

リ
ス

ト

教

的

世
俗

化
モ

デ
ル

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

世
界
に

そ

の

ま

ま

で

は

適
用
で

き

な
い

、

つ

ま

り
、

イ
ス

ラ

ー
ム

復
興
現
象
の

み

な

ら

ず
、

イ
ス

ラ

ー
ム

の

教
義
の

中
に

楽
観
的
な

「

世
俗
化

論
」

そ

の

も
の

を
阻
む

要
素
も

あ
る

こ

と

が

明
ら

か

に

な
っ

た
。

た

だ
し

、

こ

れ
だ

け

の

指
摘
で

N 工工
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試論

は
、

先
に

あ
げ
た

拙
稿
の

議

論
を

越
え
た

理
論
的
発
展
は

望
め

な
い

。

　

そ
こ

で

第
三

章
で

は
、

ア

ラ

ブ

世
界
出
身
の

ふ

た
り

の

知
識
人
の

「

世
俗
化

論
」

を

紹
介
し

た
。

彼
ら

に

共

通
し

て

い

る

こ

と

は
、

「

世
俗
化
」

を

狭

義
に

捉
え

る

の

で

は

な

く
、

エ

ル

メ

ッ

シ

リ

ー

の

言
葉
を

使
え

ば
「

包
括
的
世
俗
主

義
」

と

で

も
い

っ

た

動
き

を
、

イ
ス

ラ

ー

ム

世

界
も

含
む
グ
ロ

ー

バ

ル

な

視
点
か

ら
、

近
代
化
と

連
動
さ

せ

て

論
じ
よ

う

と
い

う

視
点
で

あ

る
。

さ

ら
に

ア

サ

ド

に

よ

れ
ば

、

シ

ャ

リ

ー

ア
を

「

イ

ス

ラ

ー

ム

法
」

や

「

聖
法
」

と

呼
ぶ

よ

う
に

な

る
こ

と

自
体
が
、

世
俗
化

の
一

環
で

あ
っ

た
。

い

わ

ば
、

「

包
括
的
な

世
俗
化
」

は、

単
純
な

反
宗
教
的

動
向
に

限
定
さ
れ

る

も

の

で

は

な

い
。

む

し

ろ
、

「

聖

な

る

も

の
」

と

し
て

「

宗
教
」

を
普
遍
的
に

定
義
し

、

近
代
社
会
の

中
に

そ

の

「

適
切

な
」

居
場
所
を

見

出
し

て

や

り
、

そ
こ

で

の

活

動
を

認
め
る

と

と

も

に
、

そ
の

範
囲
内
に

封
じ

込

め

る

こ

と

も
「

世
俗
化
」

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

近
代
的

言
説

世
界
に

お

い

て
、

「

宗
教
」

や

「

法
」

や

「

道

徳
」

な

ど

と
い

っ

た

諸
範
疇
の

再
布
置
化
を

実
現

し
、

「

宗
教
」

を
「

近
代
11
世
俗
的
に
」

飼
い

な

ら

す

動
き
で

も
あ
る

。

　

議
論
が

こ

こ

ま

で

進

め
ば

、

「

包
括
的
世
俗
化
」

に

関
す

る

議
論
は

、

最
近
宗
教

学
や
歴

史
学
で

追
及

さ

れ

て

い

る

近
代

的
範
疇
と

し

て

の

「

宗
教
」

の

系
譜
学、

さ

ら
に

そ

れ

に

基
づ

く

学
問
分
野
と

し
て

の

「

宗
教
学
」

の

誕
生
に

対

す

る

反

省
的
考
察
な

ど

と

つ

な

　
　

　

　（
齢）

が

っ

て

く

る
。

そ

れ

は

「

近

代
」

に

対
す

る

「

近

代
的

諸
学
問
」

ー
1
宗
教
学
は

も

と

よ

り
、

筆

者
の

専
門
で

あ
る

社
会
・

文
化
人
類

学
も

含
む

ー
の

脱
構
築
的

な

再
検
討
に

結
び
つ

く
で

あ

ろ

う
。

そ

し
て
、

イ

ス

ラ

ー

ム

に

関
す

る

「

世
俗
化

論
」

は
、

必
然
的
に

イ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
25V

ス

ラ

ー
ム

と

「

近

代
」

1
そ
れ

を
ど

う

定
義
す

る

か

は

別
と

し
て

　
　
の

議
論
と

関
連
し
て

く
る

。

本
稿
は

そ
の

よ

う
な

大
き

な

テ

ー
マ

へ

の

ひ

と

つ

の

糸
口
を

示
唆
し
よ

う

と

し
た

試
み

で

あ

る
。

423 （639）
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注
（
1
）
　
J
・

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、

引
用
箇
所
は
二

七

頁
と

二

九

頁
。

以

下
同
書

　
　
か

ら
の

引
用
は

（
カ

サ

ノ

ヴ
ァ
、

＊

＊

頁）

と

表
記

。

（

2
）
　
た
と

え
ば、

小
杉
泰
の

い

う
「

イ
ス

ラ

ー

ム

法
学
ル

ネ
サ

ン

ス
」

（
小

杉
泰
『

現
代
中
東
と

イ
ス

ラ

ー

ム

政
治』

昭
和
堂、

一

九
九
四
年、

第
八

章
）

　
　
や

エ

ジ

プ

ト

に

お

け

る

「

タ
ク

フ

ィ

ー

ル

・

ワ
・

ヒ

ジ
ュ

ラ
」

の

動
き

な
ど

（
大
塚
和
夫

「

異
文
化
と

し
て

の

イ

ス

ラ

ー

ム
」

同

文
舘、

一

九
八

九

　
　

年、

第
一

〇
章
）

。

な

お
、

本
稿
で

用
い

る

「

イ
ス

ラ

ー

ム

主

義
」

お

よ

び
「

イ

ス

ラ

ー

ム

復
興
」

と

い

う

概
念
に

関
し

て

は、

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

〇
1
一

五

頁
な
ど

を
参
照

。

（
3）
　
】

九
七

九
年
に

は

マ

ッ

カ
・

カ

ア

バ

聖

殿
占
拠
事
件、

ソ

連
の

ア

フ

ガ

ニ

ス

タ
ン

侵
攻
と

そ

れ

に

対
す
る

ム

ジ

ャ

ー

ヒ

デ

ィ

ー

ン

の

抵
抗、

八
一

年

　
　
に

は

エ

ジ
プ

ト
の

サ

ダ
ト

大
統
領
暗
殺
事
件
な
ど

が

起
き

た
。

（
4）
　
先
に

あ
げ
た
カ

サ

ノ

ヴ
ァ

も

キ

リ

ス

ト

教
の

事
例
を

扱
っ

て

い

る
。

口
本
に

お

け
る

最
近
の

世

俗
化
論
と

し

て

は、

山
中
弘
「

宗
教
社
会

学
の

歴
史

　
　

観
」

（
池
上
良
正

他
編
『

岩
波
講

座
宗
教
311

宗
教

史
の

可

能
性
』

岩
波

書
店、

二

〇
〇
四

年）
、

住
家
正

芳
「

宗

教
概

念
と

世
俗

化
論
」

（
島

薗

　
　

進
・

鶴
岡
賀
雄
編
『

〈

宗

教
〉

再
考
』

ぺ

り
か

ん

社、

二

〇
〇
四
年）

な

ど

が

あ
る

。

（

5
）
　
「

政
教
分
離
」

に

関
し
て、

「

政
教
一

元
論
」

を
唱
え
た

小
杉
泰
（

前
掲
書、

第
一

章
な
ど）

と

そ

れ

を

批
判
し

た

池
内
恵
「

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界
に

お

　
　

け
る
政
−

教
関
係
の

二

つ

の

次
元
」

（

酒
井
啓
子
編
『

民
族
主
義
と

イ
ス

ラ

ー

ム
」

ア

ジ

ア

経
済
研
究
所、

二

〇
〇
一

年）

な

ど

が

目
立
つ

。

（

6
）

深
澤
英
隆
「

『

宗
教
』

概
念
と

「

宗
教
言
説
』

の

現

在
」

（
島
薗
進
・

鶴
岡
賀
雄
編

『

〈

宗
教
〉

再
考
』

ぺ

り
か

ん

社、

二

〇
〇
四
年）
、

一

六

頁
。

（

7
）
　
こ

こ

で

注
意
す
べ

き
は
、

同
じ
「

現
世
」

「

来
世
」

と

い

う
用
語
を
使
っ

て

は

い

る

が
、

日

本
の

よ

う
な

輪
廻
転
生

観
を

前
提
と
す
る

現

世
／
来
世

　
　

観
と
イ

ス

ラ

ー

ム

（
セ

ム

系
一

神
教）

的
な
そ

れ

と

は
、

ま

っ

た

く
異
な
っ

た

概
念
で

あ
る

と

い

う

点
で

あ
る。

拙
論
（
大
塚
和
夫

『

イ

ス

ラ

ー

ム

　
　

的
』

日
本
放
送

出
版
協
会、

二

〇
〇
〇
年、

一

二

i
＝
二

頁）

な

ど

を
参
照

。

（
8
）
　
カ

サ

ノ

ヴ

ァ
、

前
掲

書
二

四

−
二

五
頁
も

参
照
の

こ

と
。

（
9）

林
淳
「

日
本
宗
教
史
に

お

け

る

世
俗
化
過

程
」

（
脇

本
平
也
・

柳
川
啓
一

編
同
現

代
宗
教
学
411

権
威
の

構
築
と

破
壊
］

東

京
大
学
出

版
会、

一

　
　

九
九
二

年）
。

以

下
同
論
文
か

ら

の

引
用
は

（
林、

＊

＊

頁）

と

表
記

。

（
10
）
　
宮
田

登
「

近
世
の

流

行
神
』

評
論
社

、

一

九
七一
．

年、

二
一

−
二

二

頁
。

（
11
）
　
モ

ス

ク

は
、

ω

包

紆
す
な
わ

ち

礼
拝
の

【

動
作
で

あ

る

額
ず
く
平

伏
礼
を
す
る

場

所
を

指
す
ア

ラ

ビ

ア
語

日

量
置

が

転
訛
し
た

言

葉
で

あ
る

。

だ

　
　

が、

モ

ス

ク

と

い

う
場
が、

既
存
の

王

権
な

ど

に

対
立
す
る

反
乱
運
動
の

集

合
場
所
な
ど

と
し
て

利
用
さ

れ
た

こ

と

は

あ
っ

た
。

ま

た
、

一

部
の

ス

ー

　
　

フ

ィ

ー

教
団

な

ど

が

蜂
起
し、

「

不
正
な
」

為

政
者
や

外
来
の

侵
略
者
に

抵
抗
す
る

こ

と

も

見
ら

れ

た
。

（640） 424
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ー

ム 世界 と世俗 化 をめ ぐる
一

試論

（
12）
　
小

杉
泰、

前
掲
書、

第
一

章
な

ど

を

参
照。

（
13）
　
脱
ヴ
ェ

ー

ル

化
と

再
ヴ
ェ

ー

ル

化
の

具
体
例
は
、

福
井
勝
義
・

赤

阪
賢
・

大
塚

和
夫
『

世
界
の

歴
史．
．

四
・

ア

フ

リ
カ

の

民
族
と

社
会
』

中
央
公
論

　

新
社、

一

九
九
九
年、

四
五

二

　

四

五

七
頁
を

参
照

。

（
14）
　

イ

ス

ラ

ー

ム

世
界

に

お

け

る

「

公

共

圏
」

の

問
題
を

積
極

的
に

論
じ

る

D
・

F
・

ア

イ

ケ

ル

マ

ン

と

A
・

サ

ル

ヴ
ァ

ト

ー
レ

は、

J
・

ハ

ー
バ

ー

　
　
マ

ス

を
は

じ

め

と

し

た
公
共
圏
の

議
論
が
「

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

中
心
主
義」

を

色
濃
く
も
っ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

て

い

る
。

P
閃゚

国
o

落一
日
餌

昌

俸

〉°

　

ω

巴
〜、
卑
o
「

タ
、、

ζ
＝

曁
ヨ
℃
口

三

8
°り

  ．

ぎ

〉．
ω

巴
く

碧
○

席

俸
∪°
閏゜

田
6
罪
 

ぎ

茜
コ

（

 
色
ω゜
ご

、

S
鳶
q

掛
ミ

ミ

§
氣

ミ
硬

Oo

ミ

ミ
ミ“・
へ

ぎ
09

ピ

色
α
 

コー
じ弓
「

≡°

　

NOO

倉

℃
O°
 

ー

メ

（
15）
　

佐
藤
次
高
『

イ

ス

ラ

ー
ム

の

国
家
と

王
権』

岩
波
書
店、

二

〇
〇
四

年、
、

二

七
−

三

九、

一

〇
八
…

＝
一

頁
参
照。

（
16）
　
「

来
世
」

で

は
預．
言

者
も

復
活
し
、

み

ず
か

ら
が

ム

ス

リ

ム

の

国
家
を
率
い

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る。

（
17）
　
具

体
的
事

例
は、

前
掲
拙
著
『

イ
ス

ラ

ー

ム

主
義
と

は

何
か

』

第
三
・

四

章
な

ど

を

参
照

、

ま
た
、

政
治
的
急

進
主

義
を

唱
え
な
い
、

テ

レ

ビ

説

　

教
師
の

中
に

も
モ

ダ

ニ

ス

ト

が

い

る
。

元
医

師
で

あ

っ

た

エ

ジ

プ

ト

の

ム

ス

タ

フ

ァ

ー
・

マ

フ

ム

ー

ド

に

つ

い

て

は
、

〉鹽
ω

巴
く

讐
霞
ρ
．．

°。

。

皀

巴

　

O
集
Φ

「

Φ
コ

臨
四

ぼ
o
ゴ一

＝
o
「

曽一

〉

葺
70

鬥一
蔓
節一
益

℃
⊆

σ
＝
o

一
。゚一
黯
ゴ

ヨ

国
伽q

ぞ
ρ．．

ト

ミ
｝

慧
ミ
Q

堕

§

§・
一

 

ー

ド

NOOO

参
照

。

（
18）
　

｝

日
鋤

邑
∋

ご．
→

冨
○
臣
αq

ヨ
ω

c
｛

〉

屋
σ

QD
 

2一
穹
冨
ヨ

  ．

ヨ
｝°
い゜

雰
Oo

自・

詳
o

露

〉鹽
、

一 ．
p
∋曲
∋

二
 

α
。゚

シ

ミ
織

§

§
翫

縛
ミ
貯

勢
ミ

き
、
“

ミ

旨
ヘ

ミ
ミ
鳴

　

蜜
昌

ぴ
o
コ
ユ
oPO

°

＝
ロ

房
冖−
卜。

OONO

°

お鹽

（
19）
　
》°

→
蝉

ヨ一
∋閂
」
匿
α
‘

O
」
『°

（
20）
　
〉°

固
∋
Φ
ω

ω

三一
．、

Q ∩

Φ
o
巳
田

ユ
ω

ヨ
」
ヨ
ヨ

穹
 冖日
∩

 

帥

邑
∪
Φ

8
昜
q
仁
〇

二
〇

P−．
ぎ

旨

『

国

咢
o
巴

ε

陣

〉°
日
卑

日凹
ヨ

ニ
巴
白c°
γ

緊
ミ

ミ

§
概

黥
ミ
貯

謎
ミ

　
　

§

蕁
鳴

ミ
ミ
ミ
Q

劈
ひ

冖
o

巳
。

PO

°

＝

霞
。゚

辞冒
N8b

。°

な

お
、

以
下
本
論
文
か

ら

の

引
用
は

（
固
∋
Φ

。゚

ω

三

も゚
＊

率

）

と

表
記

。

〔
21）
　
→°

〉
の

巴−
．．

ヵ

霧

8
コ
ひq
ロ

蕁
二

80
州

同

』
≦

Φ

民

卑
三
6
ω

ぎ
60

δ
三

曵

国
  q

壱
广−、

ヨ

三
ω

き
ミ
ミ

§
羮

焦
味、
竃

の
笛

ミ
貯
き

G∩
3
三
〇
鬥

F
もり

3
三
〇

a

　

⊂
昌

ぞ

奠
ω凶
身

℃

話
墜
NOO

韓゜

以

下
本
論
文
か

ら
の

引

用
は

（
〉
°・

⇔
α

も゚

辜）

と

表
記

。

〔
22）
　
广

じU
節
オ
ゴ

ニ
餌
「

（
Φ

匹゚

）呷

肉
謡

亀
昏、
§
ミ
貯

ミ

謝

ミ
ミ
母

卜
矯
N

タ

07
［
o
餌
  QP

＞
しUO

一冖
旨
o

ヨ
ロ

ニ
o
昌
簿一
〇
噌

o
自

O
』
O

ま

や

柳
橋
博
之
『
イ
ス

ラ

ー

ム

家
族
法
』

　

創
文

社、

二

〇
〇
一

年
の

索
引
に

も、

「

家
族
」

に

匹

敵
す

る

用
語
は

な
い
。

（
23）

　
〉

芻
島

も
』
ω

メ

な

お
、

同
書
三
一

頁
以

下
で、

一

九
世

紀
後

半
の

人
類
学
と

神
学
的
思

考
が

聖
と

俗
の

二

分

法
を

活

用
し、

前
者
を

普
遍
的
な

　
　

「

宗

教
」

の

定
義
に

用
い

た

こ

と
、

前

近
代
に

は
そ

の

よ

う
な
思
考
が

な

か
っ

た
こ

と

が

論
じ

ら

れ
て

い

る
。

（
24）
　
〉

銘
鼻

℃

』
ω

S
　
こ

の

サ

フ

ワ

ト

の

三

分
類
は、

古
典
的
シ

ャ

リ
ー

ア

で

は

人
間
の

行
為
を
五

段
階

　
　
義
務
的
行
為、

望
ま

し

い

行
為、

行
な
っ

　
　
て

も

行
な

わ

な

く
て

も
よ
い

行
為、

望
ま

し

く
な
い

行
為、

禁
じ

ら

れ
た

行

為
　
　
に

分
け

て

い

る
こ

と

を

無

視
し
て

い

る

（
〉
°・

巴
も゚
卜・

酷）
。
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（
25
）

　
イ
エ

メ

ン

の

あ
る

地
方
都
市
を
中
心
に

法
人
類
学
的
調
査
・

研
究
を
行
な

っ

た

B
・

メ

ッ

シ

ク

は、
「

植
民
地
的
シ

ャ

リ
ー

ア
」

と

題
さ
れ
た
節
で、

　

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

「

『

宗
教
』

法
と

名
づ

け

ら

れ

た

こ

と

に

よ

り
、

シ

ャ

リ

ー

ア

は

西
洋
的
に

考
え
ら

れ
た

過
去
と

未
来
の

中
に

位
置
づ

け

直

　
　
さ

れ
た

。

宗
教
的
な

る

も
の

と
い

う

新
た

に

特
殊
化
さ

れ、

限
定
さ

れ
た

領
域
が

想
像
さ

れ
る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

で
、

そ

の

型
板
と

し

て

の

シ

ャ

リ

　
　
；

ア

の

諸
部
分
を
作
り
直
し、

位
置
づ

け

直
す
試
み

が

な

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
」

。

一

九

世
紀
後
半
に

オ

ス

マ

ン

朝
で

編
纂
さ
れ

た

「

民
法

典
」

、

メ

　
　
ジ
ェ

ッ

ラ

も

そ

の

ひ

と

つ

で

あ
り、

「

そ
の

焦
点
を

『

現

世
的

　
ロ

巨
「

巴・
匹
ロ

ロ

為
」

な
法
的

内
実
に

狭
め

る
」

こ

と

を
行
な

っ

た
。

し
か

し、

シ

ャ

リ

　
　
ー

ア

は

西
洋
で

法
と

認
め

ら
れ
る

以

外
の

広
大
な

領
域
も
含
ん

で

い

る
の

で、

こ

の

よ

う
な
「

編
纂
作
業
は

シ

ャ

リ

ー
ア
か

ら

『

法
』

を
分
離
す
る

こ

　
　
と

で

受
け

入
れ

ら
れ

た

の

で

あ
る
」

。

切．

ζ
Φ

器凶
∩

ぎ

§
鴨

9
黜

膏

§
ミ
ら

的

ミ

蜀
しu
霞
吋

匹
 
嘱

即

ぴ
o
ω

〉
口
屮a
Φ一
ρ

d
巳
く
Φ
「

皀

亭．
o
暁

O
帥

＝
州

o
「

三
帥

℃
「

 

ω
゜・冒

　
　
6
り

゜。’
℃

6
ピ

　
な
お
、

別
な

文
脈
か

ら

で

は

あ
る

が
、

中
m
考
（
『

イ

ス

ラ

ー

ム

法
の

存

立
構
造
』

ナ

カ
ニ

シ

ヤ

出
版、

二

〇
〇
三

年、

六

ー
七
頁）

　
　
も、

シ

ャ

リ
ー
ア

（
さ
ら
に

フ

ィ

ク

フ

も）

を
「

イ
ス

ラ

ー

ム

法
」

と

訳
す
こ

と

に

異
議
を
唱
え
て

い

る
。

（
26
）

大
塚

和
夫
「

ジ
ェ

ン

ダ
ー

空

間
の

変
容
」

（
大
塚
和
夫

編
『
現
代
ア

ラ

ブ
・

ム

ス

リ

ム

世
界』

世
界
思
想
社、

二

〇

〇
二

年
）

。

（
27
）
　
T
・

ア

サ

ド

（
中
村
圭
志
訳）

『

宗
教
の

系
譜』

岩
波

書
店、

二

〇
〇
四

年。

磯

前
順
一

『

近
代
日
本
の

宗
教
言
説
と

そ

の

系

譜
』

岩
波
書
店、

二

　
　
〇
〇
三

年、

特
に

序
章
や

島
薗
進
・

鶴
岡
賀
雄
編
『

〈

宗
教
〉

．
冉
考』

ぺ

り
か

ん

社
、

二

〇
〇
四

年、

な

ど
。

（
28
）
　
イ

ス

ラ

ー

ム

と
「

近

代
」

と

の

関
係
に

関
す
る

試
論
と

し

て

拙

著
〔
大
塚

和
夫
『
近
代
・

イ

ス

ラ

ー

ム

の

人

類
学
』

東
京
大

学
出
版
会、

二

〇
〇
〇

　
　
年）

が
あ
る

。
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