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始

者
の

メ

シ

ア

性
が
特
に

批

判
さ
れ

、

七
四
年
に

は

パ

キ
ス

タ
ン

に

お
け

る

ム

ス

リ

ム

と

し
て

の

地

位
を

喪
失、

八

四

年
に

は

布
教
が

禁
止
さ

れ

た
。

同
年
四

代
カ

リ

フ

が
パ

キ
ス

タ

ン

か

ら
イ
ギ
リ

ス

に
亡

命
し、

現
在

教

団
の

本

部
は
イ
ギ
リ

ス

に
あ
る

。

教

団
員
は

ム

ス

リ
ム

の

自
覚
を
持
つ

が
、

一

般
の

ム

ス

リ

ム

か
ら
は
異

端
と

見
な
さ
れ
て

お
り、

イ
ン

ド
ネ
シ

ア

の

ユ

ド
ヨ

ノ

政

権
下
で

も、

近

年
宗
教
的
自
由
を

奪
わ

れ

た
。

　

し
か
し
海
外
宣
教
に

は
比
較
的
成
功
し

て

お
り、

西
ア
フ

リ
カ

等
で

影

響
力
を
増
し、

新
た
な
信
者
を
獲

得
し
て

い

る
。

欧

米
や
日

本
に

も
支
部

が
あ
り

、

海
外
進
出
に

活
路
を
見
出
し
た
教
団
と

言
え
よ

う
。

彼
ら
の

パ

キ
ス

タ

ン

へ

の

帰
国
可
能
性
は
低
く

、

多
く
は

ホ
ス

ト

社
会
に
永
住
せ

ざ

る
を
得
な
い

。

そ
の

た

め
か
、

ア

フ

マ

デ

ィ

ー

ヤ
の

教
団
員
は

ホ

ス

ト
社

会
の

言
語
を

意
識
的
に

習
得
す
る
傾
向
が
顕
著
で

あ
る

。

教
団
内
部
に

お

い

て

も、

ホ

ス

ト

社
会
の

言
語
し
か

で

き
な
い

二

世

代
以

降
の

若
年
層
の

宗
教
教
育
の

た

め
、

ホ

ス

ト
社
会
の

言
語
を
積
極
的
に

活
用
し
て

い

た
。

ホ

ス

ト

社
会
の

中
で

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ

ィ

を
保
ち
つ

つ

サ

バ

イ
バ

ル

す
る

こ

と
が

、

教
団
や

教
団
員
の

究
極
の

目
的
で

あ
る

と

言
え
よ

う
。

　

彼
ら

は

四

代
カ

リ

フ

の

命
に

よ

り
、

HF

と

教

団
の

活
動
を

切
り

離

し、

支
援
の

際
に

は

宗
教
色
を
出
さ

な
い
。

こ

れ
に

は
HF

と
し

て

在
日

本
パ

キ

ス

タ

ン

大
使
館
と

連
携
出
来
る

等
の

メ

リ
ッ

ト
が
あ
っ

た
。

彼
ら

の

支
援
の
一

番
の

動
機
は

「

困
っ

て

い

る

人
を

助
け
た
い
」

と
い

う
思
い

だ
が
、

副
次
的
な

目
的
は

布
教
で

は

な
く

「

ム

ス

リ

ム

に

つ

い

て

の

理
解

を

深
め

て

も
ら

う
」

「

我
々

は

怖
く
な
い

、

共
生
で

き
る
隣

人
な
ん
だ
と

思
っ

て

も
ら

う
」

こ

と
で

あ
っ

た
。

被
災
者
へ

の

調
査
か
ら

、

こ

の

目
的

は

達
成
さ
れ
た
と
い

え
る

。

被
災
者
と
の

交
流
に

は
、

彼
ら
が

磨
い

て

き

た
ホ

ス

ト
社

会
の

言
葉

、

日

本
語
が

非
常
に

役
立
っ

た
。

HF

の

支
援
の

核
を

担
っ

た
の

は

日

本
在
住
一

〇

年
の

二

〇

歳
の

青
年
だ
っ

た
。

彼
の

「

日
本
は

私
の

国
」

と
い

う
言
葉
の

意

味
が
、

被
災
者
に

ど

れ

程
伝
わ

っ

た

か
は

わ

か

ら
な
い

。

し
か
し

避
難
所
で

被
災
者
も
HF

も
「

相
手
と
つ

な

が

れ

た
」

と

思
い
、

そ
れ
を
貴
重
だ

と

感
じ

た
こ

と
は
、

調
査
か
ら

窺

え
た

。

ポ

ス

ト

災
害
社
会
に

お

け
る
宗
教

　
　
ス

マ

ト

ラ

の

事
例
か

ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

木
村

敏
明

　

本
発
表
で

は
、

復
興
過
程
を
含
む
災
害
経
験
に

よ

り
何
ら
か
の

影
響
を

蒙
っ

た

社
会
を

、

そ
の

災
害
と

の

連
関
で

分
析
す
る

た
め

の

概
念
と

し
て

ポ

ス

ト
災

害
社
会
と
い

う
語
を
用
い

、

「

宗

教
」

を

め

ぐ
る

状
況
に

与
え

る

影
響
を

考
察
す
る

。

イ

ン

ド
ネ
シ

ア

の

ス

マ

ト
ラ

は

今
世
紀
に
限
っ

て

も
二

〇

〇

四

年
一

二

月
の

ス

マ

ト
ラ
沖
地
震
に

は
じ

ま

り、

二

〇
〇
五

年

三

月
の

ニ

ア

ス

地

震、

二

〇
〇

九
年
九

月
の

西
ス

マ

ト

ラ
地
震
な
ど

マ

グ

ニ

チ
ュ

ー
ド
七
・
五

を
超
え
る

巨
大
地
震
を
四

度
経
験

し、

二

〇

万
を

超

え
る

死

者
を
だ
し

て

お

り、

ポ

ス

ト
災
害
社
会
と
い

う
視
点
か
ら
分
析
す

る

こ

と
は

大
い

に

意
義
が

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
。

　

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

社
会
に

お

け
る

宗
教
の

位

置
づ

け
の

問
題
を

考
え

る

際、
「

宗
教
」

概
念
と

国
民

国
家
が
持
つ

特

別
な

関
係
に

注
意
を

払
う
こ

と
が

必

要
で

あ
る

。

多
民
族
国
家
イ

ン

ド
ネ
シ

ア

の

誕
生
に

際
し、

宗
教

の

も
つ

凝
集
力
に

注
目
し

た

1
同
時
に

そ
の

排
斥
力
を

恐
れ

た

1
当
時
の

リ

ー

ダ

ー

た
ち
は
、

新
国
家
の

基
礎
原
理
を

定
め
た
「

建
国
五

原
則
」

の

一

つ

に

1
特
定
の

宗
教

、

と

り
わ

け
イ

ス

ラ

ー

ム

で

は

な
く
ー

「

唯
一

神

の

信

仰
」

を
と

り
い

れ

国
造

り
の

柱
と

し
た

。

こ

れ

を

受
け
て

行
政

機

構、

教

育
、

民

法
な
ど
の

公

的

分
野
に

宗
教
が

組
み

込
ま

れ
る

と

と

も
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に
、

一

方
で

公
認
五

（
現
在
六
）

宗
教
が

定
め

ら

れ

「

宗
教
」

概
念
の

外

延
は

国
家
に

よ

っ

て

管
理
さ
れ

る

こ

と
に

な
っ

た
。

と

り
わ

け
反
共
産
主

義
を

旗
印
に

成
立

し
た

ス

ハ

ル

ト

体
制
下
に

お
け
る

「

無
宗
教
11

共
産
主

義
者
」

と
い

う
言
説
の

登

場
は、

「

宗
教
」

概
念
に

不
可
疑
の

権

威
を

与

え
る

結
果
と

な
っ

た
。

　

本
発
表
で

と
り
あ
げ
る

の

は
、

西
ス

マ

ト
ラ
の

事
例
で

あ
る

。

西
ス

マ

ト
ラ

に

数
多
く
暮
ら
す
ミ

ナ
ン

カ

バ

ウ
人
は
、

母
系
社
会
と

し
て

よ
く
知

ら

れ
て

い

る

が、

イ
ン

ド
ネ
シ

ア

の

中
で

も
と

り
わ

け
熱
心
な
ム

ス

リ
ム

と

し
て

知
ら
れ
て

い

る
人
々

で

あ
る

。

一

九

世
紀
前
半
に

は
、

メ

ッ

カ

に

留
学
し
て

ワ
ッ

ハ

ー

ブ

派
の

影
響
を

う
け
た

ミ

ナ
ン

カ

バ

ウ
人
に

よ
っ

て

イ

ス

ラ

ー

ム

改
革
運
動
が
こ

の

地
に

起
こ

り、

慣
習

法
を
重
要
視
す
る

グ

ル

ー

プ

と

の

間
で

パ

ド
リ

戦

争
が

勃
発
し
て

い

る
。

　
二

〇

〇
九
年
九

月
三

〇
日、

西
ス

マ

ト
ラ

沖
で

発
生
し
た

地
震
で

は
、

州
都
パ

ダ
ン

で

は

多
数
の

建
造
物
が

倒
壊
し
大
き
な
被
害
が
出
た

。

し
か

し
最
も
大
き
な
被

害
が
出
た
の

は
、

西
ス

マ

ト
ラ

州
の

タ
ン

デ
ィ

ケ
県
に

あ
る

山
間
の

三
つ

の

村
で

あ
っ

た
。

こ

れ
ら
の

村
で

は

大
規
模
な
が
け
崩

れ
が
起
こ

り、

数

百
名
が
生
き
埋

め

に
な
っ

て

し
ま
っ

た
の

で

あ
る

。

こ

れ
ら

の

被
害

者
の

捜
索
が

難
航
す
る

中、

西
ス

マ

ト
ラ

州
政
府
は

間
も
な

く
捜

索
の

打
ち
切

り
を

考
え

始
め
、

そ
れ
を
正

当
化

す
る

た

め
に

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

ウ

ラ

マ

ー

評
議

会
（
MUI

）

に
「

フ

ァ

ト
ワ
」

の

諮
問
を
お
こ

な
っ

た
。

そ
れ
に

答
え
る

形
で

MUI

は
、

捜

索
の

打
ち
切
り
と
、

村
を

そ
の

ま
ま

集
団
埋

葬
地
と
し
て

も
構
わ
な
い

と
の

「

フ

ァ

ト
ワ
」

を
出
し

た
。

と
こ

ろ

が
こ

の

「

フ

ァ

ト
ワ

」

に

対
し

、

地
元

住
民
は

あ
く
ま
で

身

内
の

捜
索
継
続
を
も
と
め

て

反
発
し
た

。

さ
ら
に
パ

リ

ア

マ

ン

県
政
府
も

住
民
た

ち
に

同
調
し
て

、

「

フ

ァ

ト
ワ
」

に
従
わ

ず
に

捜
索
を

継
続
す
る

こ

と

を
主
張
し
た

。

パ

リ
ア

マ

ン

県
知
事
は

テ

レ

ビ

番
組
で

MUI

の

西

ス

マ

ト
ラ

支
部
長
と

討
論
し

「

フ

ァ

ト
ワ
」

は

宗
教
と
し
て

は

正

論
だ
が
、

住
民
の

感
情
や

慣
習
法
に

も
配
慮
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

と

述
べ

た
。

特

に

彼
が
強
調
し
た
の

は
、

埋

葬
に
関
し

て

母
系
社
会
の

ミ

ナ

ン

カ
バ

ウ

で

は

男
性
の

死
者
は

出
身
村
に

帰
っ

て

埋

葬
す
る
必
要
が
あ
る

と

い

う
点
で

あ
っ

た
。

震
災
に
よ

っ

て

日
常
的
な
葬
送
シ

ス

テ

ム

が

機
能
し
な

く
な
る

中、

普
段
は

意
識
さ
れ
な
い

「

民
俗
」

と

「

宗
教
」

の

「

ず
れ
」

が
表
面

化
し
た

も
の

と

い

え
る

。

ま
た

そ
の

後
の

ネ
ッ

ト
等
で

の

議

論
な
ど
を

見

て

も、

こ

の

出
来
事
を
き
っ

か

け
に、

従
来
疑
わ
れ
る
こ

と
の

な
か
っ

た

「

宗
教
」

概

念
に

再

帰
的
な

視
線
を

向
け
る

人
々

が

表
れ
つ

つ

あ
り、

イ

ン

ド
ネ
シ

ア

社
会
に

お
け
る

「

宗
教
」

概
念
は
震
災
を

機
に

大
き
な
変
化

に

直
面
し
つ

つ

あ
る

と

い

え
る

。

霊
場
の

意
味
付
と
顕
在
化
す
る

「

違
和
感
」

　

　
　

災
害
後
の

熊
野
を
事

例
に

−

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

天
田

　
顕
徳

　
二

〇

＝

年
。

そ
れ
は

災
害
の

年
と

呼
べ

る

か
も
し
れ

な
い

。

多
く
の

犠
牲
者
を
出
し

た
三

月
十
］

日
か
ら
半
年
ほ

ど
の

九
月

初
旬、

紀
伊
半

島

は

豪
雨
に

襲
わ

れ
て

い

た
。

台
風
十
二

号
に

よ
る
「

紀

伊
半

島
豪
雨
」

で

あ
る

。

こ

の

記
録
的
な
豪
雨
は
、

紀
伊
半

島
に

深
い

爪

痕
を

残
し、

様
々

な
も
の

を

暴
力
的
に

奪
い

去
っ

た
。

多
く
の

命
や

日

常
生
活、

家
屋、

財

産

　
　、

そ

う
し
た

傷
つ

け
ら

れ、

場
合
に

よ
っ

て

は

失
わ
れ
た

数
多
く

の

も
の

の
】

つ

に
、

長
い

信
仰
の

歴
史
を

持
つ

熊

野
の

社
寺
や

宗
教
的
な

風

景
が

あ
る

。

本

報
告
で

は
、

ま
ず
 
紀

伊
半
島
豪
雨
に

よ

り
被
災
し
た

日

本
の

代
表
的
な
霊
場
熊
野
の

被
災
状
況
を
概

観
し

、

 
宗

教
者
と

地
元
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