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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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造
が

み
ら
れ
る

の

に

対
し
て

、

h

巴

酔

に

つ

い

て

は
、

そ
の

対
象
で

あ
る

「

神
」

は

人
知
を

超
え
た

も
の

と

し

て
、

ま
た
人
そ

れ

ぞ
れ
に

応
じ
て

多

様
で

あ
る

と

し
て
、

そ
の

概

念
内

容
に

踏
み

込
む
こ

と
は
な
い
。

中
心
は

あ

く
ま
で

人
間
の

側
に
あ
る

。

「

伝

統
」

に

つ

い

て

も、

シ

ュ

オ

ン

の

場

合
、

そ
れ
は

遠
い

過
去
に

由
来
す
る

聖
な
る

伝
統
と

し
て

「

与
え
ら
れ
」 、

固
定
し
た
も
の

と

み
ら
れ
る

。

他

方
、

ス

ミ

ス

に

お
い

て

「

伝

統
」

は
、

歴
史
的
に
捉
え
ら

れ、

人
間
の

創
造
的

解
釈
に
よ
っ

て

変
化
し、

常
に

プ

ロ

セ

ス

の

中
に

あ
る

。

　

そ
の

背
景
に

何
が

あ
る

の

か
。

「

永
遠
の

哲
学
」

の

教
祖
的

存
在
で

あ

る
ル

ネ
・

ゲ

ノ

ン

に

よ

れ
ば
、

西
洋
で

は

近
代
文
明
に

よ

っ

て
伝
統
の

聖

性
は

破
壊
さ
れ

、

究
極
の

真
理
へ

の

到
達
は

不
可
能
に

な
り、

東
洋
で

直

接
導
師
に

指
導
を

仰
ぐ
し
か

な
い

。

こ

う
し
て

形
成
さ
れ

た

西
洋
エ

リ
ー

ト
集
団
の

次
に

な

す
べ

き
こ

と
は

、

失
わ
れ

た

西
洋
の

伝
統
的
文
明
を

復

活
す
る

こ

と
と
な
る

。

　

他
方、

ス

ミ

ス

の

究
極
的
狙
い

は
、

「

世
界
神
学
」

（
≦
o
「

匡

9
Φ
o
δ
ゆq
《
）

の

構
築
で

あ
る

。

こ

れ
は

、

グ

ロ

ー

バ

ル

社
会
の

到

来
に

よ

り
、

諸

宗
教

は

も
は

や

自
己
の

排
他

的
正

当
性
を
主

張
す
る

こ

と

は

不
可

能
と
な
り

、

相
互

に

正
当
性
を
認
め

、

理

解
し、

平

和
的
に

共
存
す
る

し
か
な
い

、

と

の

認
識
か

ら
出
た

も
の

で

あ
る

。

彼
は

そ
れ
を
「

比
較

宗
教
の

神
学
」

（
窪
 
o
δ
いq
鴇

oh8

ヨ
ロ

帥

話
凱
く
 

毎

轟
δ

こ

と

も
呼
ぶ

が
、

そ

れ

は

従
来

の

「

宗
教
の

神
学
」

（

9
Φ

皀
o
ぴq
く

o
闇

話
目
舮q
δ
ロ
ω）

の

枠
を

は

る
か

に

越

え
る

も
の

で

あ
る

。

　
そ
こ

で

は
、

人
類
は
一

つ

の

共
同
体
と

考
え
ら

れ
、

す
べ

て

の

宗
教
も

一

つ

の

大
き
な
流
れ

の
一

部
と
み

ら

れ
る

。

各
宗
教
は

従
来
の

よ

う
に

そ

の

個
性
を
保
持
し
な
が

ら

も
、

】

つ

の

大
き
な
人

類
宗
教
史
の
一

分
枝
と

な
る

。

む
ろ

ん
、

そ
の

た
め

に

は
、

各
宗
教
は

従
来
の

特
殊
主

義
を
改
め

る

必

要
が
あ
る

。

そ
の

よ

う
な

営
み

を

相
互

に

正
し
く
理

解
す
る

に

は
、

伝
統
の

歴
史
を

学
問
的
に

正

確
に

認
識
す
る

だ

け
で

は
な

く
、

そ
れ
が

現

在
当
事
者
た
ち
に

ど
の

よ

う
に

解
釈
さ
れ
て

い

る

の

か
を、

対
話
に

よ

っ

て

知
る

し
か
な
い

し
、

そ
の

意
味
で

理
解
の

当

否
は

当
事
者
の

判
断
に

仰

ぐ
し
か
な
い

の

で

あ
る

。

コ

プ
ト
教
会
と
総
主
教

ー
シ
ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
の

果
た
し

た

役
割

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
岩
崎
　
真

紀

　

二

〇
一

二

年
三

月、

エ

ジ

プ

ト
の

宗
教
的
マ

イ
ノ

リ

テ

ィ

で

あ
る

コ

プ

ト
・

キ

リ
ス

ト
教
（
コ

プ

ト
正

教
会）

の

第
一
一

七

代
総
主
教
シ

ュ

ヌ

ー

ダ

皿

世
（

一

九

二

三

ー
二

〇
一

二
）

が

逝
去
し

た
。

エ

ジ
プ
ト
総
人
口

の

一

〇

〜
一

五

％

を

占
め

る

コ

プ
ト
・

キ

リ

ス

ト

教
徒
に

関
し
て

は
、

雇
用

や

昇
進

、

宗
教
実
践
な
ど
に

関
す
る

差

別
が

あ
る
一

方
で、

］

九

五

二

年

革
命
以

降
は

有
力
な

政
治

家
や

団
体
が

存
在
し

な
い

た

め、

教
会
の

長
で

あ
る

総
主

教
は
、

宗

教
面
に

お

け
る

指

導
者
で

あ

る

だ

け
で

な
く、

政

治、

社

会
、

経
済
な
ど
あ
ら
ゆ

る

側
面
に

関
す
る

コ

プ

ト
正

教
会
ひ

い

て

は

エ

ジ
プ
ト
の

キ
リ

ス

ト
教
徒
全
体
の

実

質
的
な
ス

ポ
ー

ク

ス

マ

ン

と
し

て

の

役
割
を
担
っ

て

い

る
。

そ
し
て
、

そ
れ
は
と

く
に

社
会
変
動
の

大
き

い

こ

の

四
〇

年
聞
総
主
教
を
務
め

た

シ
ュ

ヌ

ー
ダ
皿

世
に

当
て

は

ま
る

。

本
発
表
で

は
、

シ

ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
の

生

涯
を

概
観
し
つ

つ
、

イ
ン

タ

ビ
ュ

i
調
査
の

結
果
か
ら
コ

プ

ト
民
衆
に

と
っ

て

シ

ュ

ヌ

ー

ダ
皿

世
と

は

ど

の

よ

う
な
存
在
で

あ
っ

た

の

か

を

明
ら

か
に

し

た
。

　
シ
ュ

ヌ

ー

ダ

皿

世
は
【

九
二

三

年
ア

ス

ユ

ー

ト
県
に

生
ま
れ

た
。

大
学

卒
業
後
は

コ

プ
ト

復
興
運

動
の

中
心
的

担
い

手
で

あ
っ

た

日
曜
学
校
運

動

220（942）
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