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の

問
に

距

離
が
な
か

っ

た
わ

け
で

は

な

い

が
、

そ
う
し

た

ウ
ラ

マ

ー

と
一

般

信
徒
の

関
係
は

、

ひ

と
つ

の

連
続
体
の

両

極
と

い

う
関
係
に

あ
っ

た
。

両
者
の

問
に

は

地
域
共

同
体
に

密
着
し
た

仲
介
者
の

役
割
を
果
た

す
者
が

い

た

の

だ
。

そ
し

て

今、

新
し

い

説
教
師
の

果
た
し
て

い

る
の

は

こ

の

役

割
で

あ
る

。

ハ

ー

レ

ド

た
ち
は

、

新
し

い

メ

デ
ィ

ア

を

と

お

し
て

情
報
を

自
由
に

取

捨
選
択
し

、

ネ
ッ

ト

上
で

自
ら

の

意
見
を

表
明
す
る
と

い

っ

た

行
動
が

当
た

り
前
に

な

っ

て

い

る

人
々

の

た
め

に、

そ

う
し
た

行
動
様
式

の

延
長
線
上
に

イ
ス

ラ

ム

を

据
え、

日
々

の

生
活
と
イ

ス

ラ

ム

に

つ

い

て

考
え
語
る

と
い

う

行
為
を
つ

な
い

で

み

せ

る
。

　

十
九
世

紀
末
か

ら
の

近

代
化
政
策
は

社
会
に

お

け
る

ウ

ラ

マ

ー

の

居
場

所
を

徐
々

に

縮
小
し

て

き
た

。

子

供
の

教
育
の

担
い

手、

地
域
共

同
体
の

精
神
的
支
柱
と

い

う
側
面
は

後
退
し、

イ

ス

ラ

ム

諸

学
、

と

り
わ
け
イ
ス

ラ

ム

法
学
の

専
門
家
と

認

識
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

し
か

し

こ

れ
を
エ

ジ
プ

ト

社
会
の

「

世
俗
化
」

と

見
る

べ

き

で

は

な
い

。

な
ぜ
な

ら
イ
ス

ラ

ム

が

社
会
か

ら

後
退
す
る
こ

と

は

な

く、

ウ

ラ

マ

ー
の

退

場
に

よ

っ

て

で

き

た

隙
間
は、

一

般
の

信
徒
に

よ
っ

て

埋
め

ら

れ
て

い

っ

た

か

ら
で

あ

る
。

新
し
い

説
教
師
た

ち
は、

こ

う
し

て

ウ

ラ

マ

ー
が

不
在
に

な
っ

て

い

た

空
間
に、

新
し
い

形
で

イ
ス

ラ

ム

を
ふ

た

た

び

埋
め
込
み

、

そ

の

意
味

で

エ

ジ

プ
ト

社
会
の

再
イ
ス

ラ

ム

化
を

完
成
さ

せ

た
と
見
る

こ

と

も
で

き

る
。

ジ
ュ

ナ

イ

ド

神
秘
主
義
に

お

け

る

フ

ァ

ナ

ー

論

澤

井

真

　

初
期
ス

ー
フ

ィ

ズ
ム

の

代
表
的
ス

ー
フ

ィ

ー

の
｝

人
で

あ
る

ジ
ュ

ナ
イ

ド

（

巴
山
直

昌
帥
団

ρ

9
津
O）

は
、

神
的
合
一

（
タ
ウ

ヒ

ー

ド
）

を

論
じ

る

過
程
に

お

い

て、

フ

ァ

ナ
ー

（

融
昌

魁）

の

語
と

そ
の

対

概
念
で

あ
る

バ

カ

i
（
び

岱
剛）

の

語
を

中
心

に

彼
の

神
秘
主
義
論
を

展
開
し

た
。

ス

ー

フ

ィ

ー

の

さ

ま

ざ
ま
な
テ

ク
ニ

カ

ル

・

タ
ー

ム

と

同

様
に、

こ

れ
ら
の

語

も

共
に

ク
ル

ア

ー
ン

に

由
来
し

て

お

り、

フ

ァ

ナ

ー

の

語
は

「

消
滅
」

を、

バ

カ

ー

の

語
は

「

存

続
」

を
意
味
し
て

い

る
。

　
ク

ル

ア

ー

ン

に

お

い

て

「

原
初
の

契
約
」

（

邑
昏
餌

巳

と

し
て

知
ら
れ

て

い

る
一

節
（
第
七
章
一

七
二

節
）

は、

ジ
ュ

ナ

イ
ド

が

神
的
合
一

を
論

じ

る

う
え
で

重

要
な

役
割
を
果
た
し
て

い

る
。

こ

の

句
は、

創
造
以

前
に

あ
っ

て

神
が
ア

ダ
ム

の

腰
か

ら

子
孫
を

取
り
出
し

て
、

神
が

主
で

あ
る

こ

と

を

証
言
さ
せ

た
と

い

う

内
容
で

あ
る

。

「

原
初
の

契

約
」

と

は
、

こ

の

出
来
事
に

依
拠
し

て

い

る
。

　
こ

の

「

原
初
の

契

約
」

と

の

関
わ
り

に

お

い

て
、

彼
は
自
ら

の

フ

ァ

ナ

ー

論
を

展
開
さ

せ

た
。

す

な

わ
ち、

神
は

創
造
以
前
と

い

う
始
ま

り
の

な

い

永
遠
性
が

消
滅
す
る

と

き

入

間
の

前
に

顕
現
す
る

。

こ

の

と

き
、

人
間

は

未
だ

現
世
的
存
在
を

有
し

て

お

ら
ず、

人
間
は

肉
体
と

し

て

の

存
在
で

も
な
く

、

ま

た

非
存
在
で

も

な
い

中
間

的
性
格
を

有
す
る

者
で

あ
る

。

こ

の

状
態
に

お

い

て

人

聞
は

現
世
的
な

在
り
方
か

ら

消
滅
（

フ

ァ

ナ

↓

し

て

い

る

た
め

、

人
間
は

消
滅
の

状
態

に

お

い

て

消
滅
し、

存
続
の

状
態
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（

バ

カ

ー
）

に

お

い

て

存
続
す
る
。

　

さ

ら

に
、

タ
ウ

ヒ

ー

ド
に

お

け

る
ジ
ュ

ナ
イ
ド
の

議
論
も
ま
た、

フ

ァ

ナ
ー

と

バ

カ

ー
の

語
を

使
用
す

る

こ

と

で

論
じ
ら

れ
て

い

る。

彼
は

自
己

が

タ
ウ

ヒ

ー

ド

へ

到
る

前
提
と

し
て

、

自
己

そ
の

も
の

に

よ

っ

て

神
的
合

｝

が

妨
げ
ら

れ
て

い

る

こ

と

に

言
及
し
て

い

る
。

彼
に

よ

れ
ば
、

自
己
の

願
望
に

よ
っ

て

タ

ウ

ヒ

ー
ド

へ

到
る

こ

と

は

骨
折
り

作
業
で

あ
り

、

神
に

よ

っ

て

も
た

ら
さ

れ

る

も
の

で

あ
る

と
い

う。

ま
た
、

選
ば
れ

た

者
た
ち

だ

け
バ

ラ

ー
（
び

巴
鋤”
）

と

呼
ば

れ
る

苦
痛
を

伴
う

試
練
を

通
し

て

タ

ウ

ヒ

ー

ド

へ

向
か

う
こ

と

が

で

き
る

。

こ

の

バ

ラ

ー
に

お

い

て

も、

彼
は
ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

や

自
己
と

い

う
人

間
の

外
形
的
形
態
の

強
調
が、

タ

ウ

ヒ

ー

ド

の

妨
げ
と

な
っ

て

い

る

と

み
な

し
て

い

る
。

　

こ

う
し

た

前
提
に

基
づ

い

て
、

ジ
ュ

ナ

イ
ド

は

タ

ウ

ヒ

ー

ド
へ

到
る
過

程
と
し
て

の

フ

ァ

ナ
ー
を
三

つ

の

段
階
か

ら

説
明
し

て

い

る
。

第
 

段
階

の

フ

ァ

ナ

ー

は、

自
己

自
身

を

取
り

巻
く

様
々

な

属
性、

言
い

換
え
れ

ば
、

「

私
」

の

「

私
」

性
を

消
し

去
る

こ

と

で

あ

る
。

方

法
と

し

て

は
、

神
に

よ

っ

て

定
め

ら
れ

た
シ

ャ

リ
ー

ア

に

埋
没
す
る

形
で

進
め

ら
れ、

低

次
の

自
己
で

あ
る

ナ

フ

ス

の

統
御
を

通
し

て

行
な
わ
れ

る
。

第
二

段

階
の

フ

ァ

ナ

ー
は
、

神
へ

の

服
従
を

通
し
て

得
ら

れ
る
喜
び
か

ら

の

消
滅
で

あ

る
。

こ

の

理
由
は、

彼
が

儀
礼
と

い

う
人

間
と

神
の

介

在
物
を

取
り
去
る

た

め
で

あ
る

。

さ
ら

に、

第
三

段
階
の

フ

ァ

ナ

ー
は、

神
の

眼
差
し

に

よ

っ

て

自
己

自
身
が

消
滅
す

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

段
階
に

お

い

て

は
、

自

己
は

名
前
や
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

が

消
滅
（
フ

ァ

ナ
ー）

し、

自
己
で

は

な

い

神
の

な

か

で

存
続
（
バ

カ

ー
）

す
る

こ

と

に

な
る

。

す
な

わ

ち、

自
己

は

神
の

な

か

で

消
滅
す
る

と

同
時
に
、

神
と

い

う
「

一

者
」

の

存
続

を

通
じ

て

存

在
す
る

。

各
段
階
の

フ

ァ

ナ

ー
を

経
た

自
己
は
も
は

や

前
段

階
の

自
己
と

は

異
な
っ

て

い

る
。

　
ジ
ュ

ナ

イ

ド

に

よ
れ
ば、

神
的
合
一

に

際
し

て
、

神
は

「

合
一
」

に

お

い

て

自
己
を

不

在
か

ら

存
在
へ

と

も
た

ら

し、

「

分

離
」

に

お

い

て

自
己

を

不
在
か

ら

存
在
へ

導
く

。

こ

の
一

連
の

過
程
は
、

神
と

人

間
の

あ
い

だ

の

断
絶
と
い

う

「

第
】

の

分

離
」

か

ら

合
一

の

状
態
へ

と

到
り

、

再
び

神

と

分
離
す
る

と

い

う
「

第
二

の

分
離
」

と

し

て

知
ら

れ

る

状
態
を

指
し

て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

こ

の

と

き
、

ジ
ュ

ナ

イ

ド

の

神
的
合
一

に

お

け

る

フ

ァ

ナ
ー

は
、

「

第
一

の

分

離
」

以

前
で

あ
る

「

原
初
の

契

約
」

に

お

い

て

自
己
が

現

世
的
な

在
り
方
か

ら

消
滅
し
、

か

つ

存
続
し

て

い

た

状
況
を

現

実
化
し、

再
帰
化
す
る

も

の

で

あ

る

と

言
え

よ

う
。

仏
教
儀
礼
論
の

可
能
性

　

ー
カ

ッ

シ

ー

ラ

ー
、

ア

サ

ド

を

手
掛
か

り
に

小

　
野

真

　

日

本
の

仏
教
儀
礼
が、

欧
米
の

近

代
儀
礼
論
を

援
用
し

て

説
明
さ

れ
る

こ

と

は
そ

れ

ほ

ど

多
く
な
い

。

そ

も
そ

も

仏
教
儀
礼

論
自
体
が

日

本
で

は

低
調
で

あ

り
、

欧

米
に

お

い

て

儀
礼

論
が

盛
ん

に

な

さ

れ

て

い

る

こ

と
を

思
え

ば、

非
常
に

特
徴
的
で

あ
る

よ
う
に

思
わ

れ
る

。

こ

れ
は、

欧
米
の

儀
礼
論
の

構
え

が

そ

も
そ
も

仏
教
儀
礼
を

語
る

の

に

ふ

さ

わ
し

く
な
い

要

素
を

も
っ

て

い

る

か

ら
で

は

な
い

で

あ
ろ

う
か

。

　
わ

れ
わ
れ

の

問
題
意

識
を

よ
り
明
確
に

す
る

た

め、

西
洋
の

立
場
か

ら

の

日

本
仏
教
儀
礼
に

つ

い

て

の

言
説
と

し
て
、

エ

ル

ン

ス

ト
・

カ

ッ

シ

ー
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