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き
く
影
響
し、

イ
ス

ラ

ー
ム

知
識
人
た

ち
の

知
的

営
為
と

そ
の

社
会
的
活

動
は
、

確
実
に

社
会
に

影

響
を
与
え
て

い

っ

た
。

現
在
の

若
い

世
代
の

問

に

も
自
分
た

ち
の

知
的
系
譜
へ

の

意
識
が
か

な
り
見
ら
れ
る

が、

そ

う
し

た

知
的
系
譜
と

各
世
代
の

知
的
形
成
過
程
を
辿
っ

て

い

く
こ

と

は
、

ポ
ス

ト
．

ス

ハ

ル

ト

期
の

イ
ス

ラ

ー

ム

を
理
解
す
る

う
え
で

重
要
で

あ
ろ

う
。

グ
ロ

ー

バ

ル

化
時
代
の

イ
ス

ラ

ム

に

お

け
る

ハ

ラ
ー

ル

概
念
の

展
開

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
八

木
久

美
子

　

近
年

、

十
五

億
人
と

も
二

十
億
人
と

も
言
わ
れ

る

イ

ス

ラ

ム

教
徒
の

消

費
者
に

照

準
を

合
わ
せ

た
、

「

ハ

ラ

ー

ル
・

ビ

ジ

ネ
ス
」

へ

の

関
心
が

世

界
規
模
で

高
ま
っ

て

い

る
。

イ
ス

ラ

ム

に

お

い

て

ハ

ラ

ー

ム

が

禁
じ
ら
れ

た

も
の

を

意
味
す
る

の

に
対
し
て
、

ハ

ラ
ー

ル

は

許
さ

れ

た

も
の

を
意
味

し
、

「

ハ

ラ

ー

ル
・

ビ

ジ

ネ
ス
」

と
は
、

イ

ス

ラ

ム

の

規

範
や

戒
律
に

配

慮
し

た

商

品
を

開
発、

製
造、

販
売
す
る

ビ

ジ
ネ
ス

の

こ

と
で

あ
る

。

グ

ロ

ー

バ

ル

化
の

進
行
に

よ

り、

非
イ
ス

ラ

ム

的
な
モ

ノ

や

状
況
と

接
す
る

機
会
が

急

増
し

、

イ

ス

ラ
ム

教
徒
と
し

て

の

意

識
が

先
鋭
化
し

た
消
費
者

の

二

i
ズ

に

応

え
よ

う
と

世
界
の

企

業
が

動
き
出
し
た
と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

し

か
し

な
が
ら

、

イ
ス

ラ

ム

法
学
上

の

判

断
の

結
論
と
し

て

出
さ
れ

る

も
の

で

あ
り

、

］

律
の

基
準
で

語
ら

れ

る

も
の

で

は
な
い

と
い

う
本
来

の

ハ

ラ

ー

ル

の

あ
り
よ

う
は
、

こ

う
し

た

市
場
の

論
理
に

は

不
都
合
で

あ

る
。

当
然
の

こ

と

な
が

ら
、

一

律
の

基

準
に

基
づ

い

た
、

だ
れ

も
が

認
め

る

統
一

さ
れ

た
ハ

ラ

ー

ル

の

基
準、

あ
る

い

は

イ
ス

ラ

ム

性
の

基
準
と
い

っ

た
も
の

が

求
め
ら
れ
る

。

　
そ
の

た
め

に

生
み

出

さ
れ
た

の

が

ハ

ラ

ー

ル

認
証
と
い

う
シ

ス

テ

ム

で

あ
る

。

現

在
、

東
南
ア

ジ
ア

や

欧

米
諸

国、

そ
し
て

日
本
に

は

複
数
の

認

証
機

関
が

あ
る

が、

そ
れ
に

よ

っ

て
、

第
三

者
が

権
威
を
持
っ

て

あ
る

商

品
に

つ

い

て

の
バ

ラ

！
ル

性
を

認
め

る

と
い

う
現
象
が

生

ま
れ
て

い

る
。

た
だ

現
状
で

は
、

個
々

の

認

証
機
関
の

基
準
に

ば
ら
つ

き
が
あ
り、

ど

の

認
証

機
関
か
ら
認

証
を
と
る

か

と
い

う
問
題
が

残
っ

て

い

る

も
の

の
、

マ

レ

ー

シ

ア

の

国
レ

ベ

ル

で

の

認
証
が

そ
の

厳
格
さ

に

よ

り
信
頼
を
得、

世

界
基

準
と

な
り
つ

つ

あ
る

。

こ

う
し

た

動
き
は

、

ハ

ラ

ー

ル

と
い

う
概
念

に

変
容
を
も
た
ら

す
。

一

つ

に

は

今
指
摘
し
た
と
お

り
、

ハ

ラ

ー

ル

は
一

律
に
統
一

さ
れ
た

基
準
に

基
づ

く
カ

テ

ゴ

リ
ー

へ

と

変
容
し

つ

つ

あ
る

。

も
う
一

つ

は
、

イ
ス

ラ

ム

法

学
と
は

行
動
規

範
で

あ

り
、

人
間
の

行
為
に

つ

い

て
、

そ
の

是
非
を
問
う
も
の

で

あ
る

が、

認

証
の

場
で

の

ハ

ラ

ー

ル

は

商
品
と
い

う
モ

ノ

に

対
し
て

の

評
価
で

あ
り、

い

わ
ば

商
品
規
格
で

あ

る
。

さ
ら

に

重
要
な
の

は
、

イ
ス

ラ

ム

法
学
で

は
個
々

の

行
為
を

義
務

行

為、

推
奨
行
為、

許
容
行
為、

忌
避
行

為、

禁
止
行

為
の

五

つ

の

範
疇
に

分
け、

基
本
的
な
解
釈
で

は、

ハ

ラ

ー

ル

は
禁
止
行
為
つ

ま
り

ハ

ラ

ー

ム

以
外
の

四

つ

す
べ

て

を

指
す

。

つ

ま
り

特
に
神
に

禁
じ
ら
れ
た
も
の

以

外

は
、

人
間
の

行
為
は

基
本
的
に

は

ハ

ラ

ー

ル

だ

と
い

う
考
え
方
で

あ
る

。

し
か

し

な
が
ら
、

バ

ラ

！

ル

認
証
の

場
で

採
用
さ
れ
て

い

る

考
え
方
は

そ

の

逆
だ

。

つ

ま

り
基
本
は

す
べ

て

疑
わ

し

い

も
の

で

あ
り、

イ
ス

ラ

ム

の

規
範
に

照
ら
し

て

完
璧

な
も
の

を

例
外
と

し
て

括
り
だ

す
と
い

う
発
想
で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

グ

ロ

ー

バ

ル
・

ビ
ジ

ネ
ス

の

場
に
投
じ
ら
れ

る

こ

と

に

よ

り
、

ハ

ラ

ー
ル

性
あ
る

い

は

イ
ス

ラ

ム

性
を
め

ぐ
る

理
解
は

大
き
く
変
容

し

つ

つ

あ
る
と
言
え
よ

う
。

し
か

し
こ

れ
を
も
っ

て

ハ

ラ

ー

ル

性
あ
る

い

は

イ

ス

ラ

ム

性
の

物
象
化
と

見
る
の

は

単

純
に

過

ぎ
る

。、

な

ぜ

な
ら
ば

「

ハ

ラ

ー

ル
・

ビ

ジ

ネ
ス
」

は

二

重
の

意
味
で

拡

大
を
続
け
て

お
り、

そ

の
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先
に
大
き
な

可
能
性
が
見
え
て

い

る
か
ら
で

あ
る

。

一

つ

は

今
の

と
こ

ろ、

食
品
と

金
融
と
い

う
二

つ

の

領
域
が

突
出
し
て

い

る

も
の

の
、

教
育
産
業

や
ツ

ー

リ
ズ
ム

ま
で

含
め

た

他
の

多
く
の

領
域
に
も
拡
大
し、

将
来
的
に

は

人
々

の

生

活
の

全
方
位
に
広
が

る

こ

と
が
予
想
さ

れ

る
。

も
う
一

つ

は、

人
々

が

商
品
の
ハ

ラ

ー

ル

性
あ
る

い

は

イ

ス

ラ
ム

性
を
認
め

る
基
準
は

必

ず
し
も
豚
や
酒

、

あ
る

い

は

利
子
の

不
在
だ
け
で

は

な
く、

た
と

え
ば

そ

の

商
品
の

売
り
上

げ
が
慈
善
の

た

め

に

使
わ
れ
る

な
ど

道
徳
的
な
基
準
と

い

う
も
の

も
あ
り

、

実
際
に

そ
の

よ

う
な
意
味
で

イ
ス

ラ

ム

性
を
訴
え
る

商
品
も
生
ま
れ
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

こ

れ
に

は

現

在、

世

界
各
地
で

注

目
を

集
め
て

い

る

ロ

ハ

ス

や
エ

シ

カ

ル

消

費
と
い

っ

た

考
え

方
と
重
な
る

と

こ

ろ

が
あ
る

。

つ

ま

り
、

商
品
を
通
し
て
一

つ

の

信
念
や

理
想
の

下
に

生

産
者、

販
売
者、

そ

し

て

消
費
者
が
つ

な
が
る

。

日
々

の

消
費
と
い

う

行
動
を

通
し
て

自
ら
の

信
念
を

社
会
に

訴
え
る

と
い

う
行
為
で

あ
る

。

　

こ

の

可

能
性
を

考
慮
に

入
れ
れ
ば

、

「

ハ

ラ

ー

ル
・

ビ

ジ

ネ
ス
」

の

台

頭
に

つ

い

て
、

そ
れ
を

イ
ス

ラ
ム

性
が

グ

ロ

ー

バ

ル
・

ビ
ジ

ネ
ス

の

論
理

に

よ
っ

て

変
容
を

迫
ら
れ
た

と

見
る

だ

け
で

な

く、

一

人
ひ

と

り
の

イ

ス

ラ
ム

教
徒
を

社
会
と

つ

な
ぐ
新
し

い

チ

ャ

ン

ネ
ル

が

生
ま
れ

た
と

見
る

こ

と

も
で

き
る

の

で

あ
る

。

F
・

シ

ュ

オ
ン

と
W

・

C
・

ス

ミ
ス

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

中

村
廣
治

郎

　
F
・

シ
ュ

オ
ン

（
一

九
九
八

没）

と
W
・

C
・

ス

ミ

ス

（
二

〇

〇
〇

没）

の

対
応
関

係
に

つ

い

て

は
す
で

に

種
々

指
摘
さ
れ
て

き
た

。

こ

こ

で

は

前

者
の

「

 
ω

o
冨
民
ω

日

と

Φ

罵
08

ユ
ω

ヨ
」

、

後
者
の

「

邑
9
と

時

巴
三

8
」

の

対
概
念
に

つ

い

て

考
え
る

。

シ
ュ

オ
ン

に

よ
れ

ば
、

宗
教
の

現
実
態
は

様
々

で

あ
る

が
、

そ

れ

ら
の

言
説
を
超

え
た

主
客
未
分
の

超
越

的
な
無
文

節
的

本

質
・

「

秘
教
」

（
霧
o

融
ユ
ω

日
）

に

お
い

て

は

同
一

で

あ
る

（

「

超

越
的
同
一

性
」）

。

こ

の

本
質、

つ

ま
り

「

超
存
在
」

（
ゆ
Φ

団
o

巳−
しu
 

冒
Φq）

が

「

存

在
」

（

ゆ
Φ

ぎ
oq）

の

レ

ベ

ル

を
へ

て

現

象
世

界
に

顕

現
す
る
。

こ

れ

を
「

顕

教
」

（

 
×
O
冖

貧団
ω

ヨ
）

と

呼
ぶ

。

「

顕

教
」

と
は
、

「

秘
教
」

を

言

語
や

象
徴
に

よ
っ

て

表
現
し
た

も
の

で
、

「

伝

統
」

ρ

冨
島
自
o
巳

と

も
呼
ば

れ
る

。

人
間
は

こ

れ
ま
で

い

ず
れ
か
の

伝
統
に
帰
属

す
る

こ

と
で

真
理
と

の

関

係
を

維
持
し
て

き
た

。

　

他
方

、

ス

ミ

ス

に

よ
れ
ば

、

鬥

巴
ゆq
す
ロ

（
同

巴
σq

◎

は
、

元
々
、

「

恐
ろ

し
い

力
、

そ
れ

に

対
す
る
人

間
の

感
情
・

敬
虔
」

を
意

味
し
て

い

た

が
、

近

代
を

経
て

そ

の

概
念
内

容
は

変
化
し

、

教
義
・

儀
礼
・

組

織
・

共
同

体

へ

と

実
体
化
さ
れ

（

話

身）
、

ま
た

そ

れ
ら
の

包

括
的

名
称
と

な
っ

た
。

さ

ら
に

近
代
の

世
俗
化
の

流
れ

の

中
で

、

話

蒔
δ
口

は

人
間
に

本
質
的
な

も
の

で

は

な
く、

自
由
に

選
択
可
能
な
中
立
的
存
在
と

な
っ

た
。

こ

れ
は

本
来
の

『

亀
ゆQ
ざ
p

の

逸

脱
で

あ
り

、

こ

の

語
を
そ
の

ま
ま

使
用

す
る

こ

と

は
、

こ

の

逸
脱
を

容
認
し、

宗
教
の

正
し
い

あ
り
方
・

理
解
の

道
を

閉
ざ

す
こ

と
に

な
る

。

そ
こ

で

ス

ミ

ス

は
、

そ

れ

に

代
わ

る

語
と

し
て

巨
陛

と

穹
餌
α

三
〇
ロ

を

提
案
す
る

。

周

巴

曄

と

は
、

「

（
超

越
へ

の
）

信
仰
・

帰

依
」

と

い

う
普
遍
的
な
人
間
の

資
質
で

あ

り
、

そ
れ
を

表
現
し

、

保
持
・

育
成
す
る

も
の

と

し

て

集
積
さ

れ、

伝
達
さ

れ
た

も
の

の

総
体
が

肓
午

α

三
〇

口

で

あ
る

。

両

者
は

不
離
の

関
係
に

あ
る

が
、

中
心
は
あ

く
ま
で

人

間
の

頃

巴

荘

に

あ

る
。

「
巴

9
と

は、

こ

の
冖

蠢
〇

三
〇

p

が

当
事
者
に

と

っ

て

も
つ

意

味
な
の

で

あ
る

。

　

以
上

の

よ

う
な

類
似

点
も、

よ

り
深
く
み

れ
ば

違
い

も
目

立
つ

。

ま

ず、

 
ω

o
叶

興
δ

B
と
隔

巴

昌

に

つ

い

て

み

る

と
、

前
者
の

顕
現
に

階
層
構
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