
〈
特
集
「
宗

教
に
お
け
る

『
信
』
の
諸
相
」
３
〉

イ
ス
ラ

ー
ム
の
視
座

か
ら

一
　

イ

ス

ラ

ー

ム

と

い

う

宗

教

イ

ス

ラ

ー

ム

と

い

う

言

葉

は

預

言

者

ム

ハ

ン

マ

ド

に

よ

っ

て

広

め

ら

れ

た

宗

教

の

名

前

で

あ

る

と

と

も

に

、

ア

ラ

ビ

ア

語

の

ひ

と

つ

の

名

詞

と

し

て

の

意

味

を

も

つ

。

ク

ル

ア

ー

ン

の

な

か

で

た

と

え

ば

「
イ

ス

ラ

ー

ム

」

と

い

う

言

葉

は

以

下

の

よ

う

な

文

脈

で

現

れ

る

。

本

当

に

神

の

御

許

の

教

え

は

イ

ス

ラ

ー

ム

で

あ

る

。
（
ｉｎ
ｎ
ａ
　
ａ
ｌ
-ｄ
ｉｎ

'
ｉ
ｎ
ｄ
　
Ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ
　
ａ
ｌ
-
ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
　
Ｑ
．
３
：
１
９
）

今

日

我

は

あ

な

た

方

の

た

め

に

、

あ

な

た

方

の

宗

教

を

完

成

し

、

ま

た

あ

な

た

方

に

対

す

る

我

の

恩

恵

を

全

う

し

、

あ

な

た

方

の

た

め

の

教

え

と

し

て

イ

ス

ラ

ー

ム

を

選

ん

だ

の

で

あ

る

。
（
ａ
ｌ
-ｙ
ａ
w

ｍ

ａ

ａ
ｋ
ｍ
ａ
ｌ
ｔ
ｕ
　
ｌ
ａ
-
ｋ
ｕ
m
　
ｄ
i
ｎ
ａ
-
ｋ
ｕ
m
 
w
ａ
-
ａ
ｔ
m
a
m
ｔ
ｕ
 
ａ
ｌ
ａ
ｙ
ｋ
ｕ
m
 
ｎ
ｉ

'
m
ａ
ｔ
ｉ
　
w
ａ
-
ｒ
ａ
　
ｄ
ｉ
ｔ
ｕ
　
ｌ
ａ
-
ｋ
ｕ
m
　
ａ
ｌ
-
ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
　
ｄ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｑ
．
５
：
３
）

鎌
　
田
　
　
　

繁

こ
こ
で

現
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
語

は
宗
教
の
名
前
と
し
て

イ
ス
ラ
ー

ム
と
名

づ
け
て

い
る
こ
と
を
意

味
す

る
と
同
時

に
、
「
イ

ス
ラ
ー

ム
」
と

い

う

ア
ラ

ビ
ア
語

の
単
語

が
意
味
し
て
い
る
も
の
が
神
の
目
に
か
な
う
人
間
の

態
度
で

あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て

い
る
と

い
え
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
語

は
大

き

な
力

の
前
に
自
ら
の
計
ら
い
を
捨
て
、
そ
の
力

に
完
璧
に
服
従
す
る
こ
と

を
意
味
す

る
。

す
な
わ
ち
、
神
の
意
思

に
す
べ
て
を
委
ね
、
そ
れ
に
服
従
・

帰

依
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
の
意
思

に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
、
と
い
う

意
味

を
こ
の
イ
ス
ラ
ー

ム
と
い
う
語

は
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
状
態
を

最

大
限

に
体
現
す
る
者
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た

ム
ス
リ

ム
で
あ
る
、
と
い
う

こ

と
に
な
る
。

ム
ス
リ

ム
と
は
イ
ス
ラ

ー
ム
と

い
う
語
の
能
動
分
詞
の
形
で

あ

り
、

ま
さ
に
「
イ
ス
ラ
ー

ム
す

る
人
」
、

神
に
従

っ
て

生
き
る
人
、
の
意

味
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
に
あ
っ
て
、
神
と
人
間
と
の
関
係
は
主
人
（
r
a
b
b
）
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と
奴
隷
（
'
a
b
d
）
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
。
「
奴
隷
」
と
し
て
の
人
間
に

と

っ
て

も

っ
と

も

優
れ

た

あ

り

方

は

も

っ
と

も

良

く

「
主

人
」

に

仕

え

る

こ

と
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
が
毎
日
の
礼
拝
時
に
か
な
ら
ず
唱
え
る
フ
ァ
ー
テ
ィ

ハ

（

ク

ル

ア

ー

ン
第

一

章

）

に
も

「
私

た

ち

は

あ

な

た

に

の

み

崇

め

仕

え

る

」
（
ｉｙ
ｙ
ａ
ｋ
ａ
　ｎ
ａ
　
ｂ
ｕ
ｄｕ
）

と

あ

り

、

イ

ス

ラ

ー

ム
と

い

う

宗

教

の

基

本

的

性

格

を

規
定

し

て

い

る

と

い

え

る
だ

ろ

う

。

た

だ

、

こ

こ
で

注
意

す

べ
き

は

、

こ

こ

で

い

う

主

人

と

奴
隷

の

関

係

は

あ

く

ま

で
も

神
と

人

間

と

の

間

に

の

み

想

定

さ

れ

る

べ
き

も

の
で

あ

っ
て

、

人

間

が
別

の
人

間

に
従

属

す

る

こ

と

を

許

す

も

の

で

は

な

い
。

む

し

ろ

、

こ

の

神

人

の
関

係

を

主

人

と

奴

隷

と

捉

え

る

こ

と

か

ら

は
、

人

間

が

神

な

ら

ざ

る

も

の
を

主

人

と

し

て

考

え

る

こ
と

を
厳

し

く

排
除

す

る

こ
と

が

導

き

出

さ

れ

る
。

神

以

外
の

も

の
を

神

と

同

等

に
扱

う

こ

と

、
被

造

物

を

神

と
す

る

こ

と

、

す
な
わ
ち
、
多
神
教
（
s
h
i
r
k
）
、
は
許
し
難
い
罪
と
み
な
さ
れ
る
。
ク
ル
ア

ー

ン

に
も本

当

に

神

は

、
（
何

も

の

を

も

）

か

れ

に

配

す

る

こ

と

（
ａ
ｎ

ｙ
ｕ
ｓ
ｈ
ｒ
ａ
ｋ
ａ
　
ｂ
ｉ
―
h
i
）
を
赦
さ
れ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
就
い
て

は
、

御

心

に
適

う

者

を

赦

さ

れ

る

。

神

に

（
何
も

の

か
を

）

配
す

る

者

は

、

ま
さ

に
大

罪

を

犯

す

者

で

あ

る

。
（
Ｑ
.４
：
４
８
）

「
前
略
」
凡
そ
神
に
何
も
の
か
を
配
す
る
者
（
m
a
n
　
ｙ
ｕ
ｓ
ｈ
ｒ
ｉ
ｋ
ｕ

ｂ
ｉ
-
　
'
ｌ
ｌ
ａ
ｈ
）
に
は
、
神
は
楽
園
（
に
入
る
こ
と
）
を
禁
じ
ら
れ
、
か
れ

の

住

ま

い

は

業

火

で

あ

る
。
（
Ｑ

．５
：
７
２
）

と

記

さ

れ

て

お

り

、

神

を

相

対

化

す

る
多

神

教

は
許

し

難

い
罪

と

し

て

、

こ

れ
を
犯
し
た
魂

は
火

獄
に
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
る
。
人
間
の

次
元
を
超
え
た
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
神
の
み

に
仕

え
る
と

い
う
視
点
か
ら

は
、
超
越
的
な
高
み

に
あ
る
神
と
は
な
ん
の
類
似
性
も
な
く
、
同
類
で
あ
る

人
間
の
間
に
は
完
全

な
平
等
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

神
の
意
思

に
従

っ
て
生
き
る
の
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と

い
う
宗
教
の
眼
目
で
あ

る
。
こ
れ
を
体
現
す

る
た
め

に
は
、
何
を
神
は
人
間

に
対
し
て
望
ん
で
い
る

か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
で
あ
る
と
神
は
意
思
し
て

い
る

か
、
を
人

間
は
知
る
必
要
が
あ

る
。
神
の
意
思
を
知
る
こ
と
な
く
、
神

に
従
う
こ
と
は

成
立

し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
神

の
意
思
を
示
し
て

い
る

も
の

の
な

か
で

、

も

っ
と
も
確
実
に
神
の
意
思
を
表
現
し
て

い
る
も
の
は
、
神
自
身
が
語
っ
た

言
葉
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
文

脈
の
な
か
で
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
い
う

テ

キ
ス
ト
が
ま

さ
に
こ
の
神
自

身
の
語

っ
た
言

葉
と

な

る
。

神
の

意
思

を

も

っ
と
も
直
接
的

に
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
こ
の

ク
ル
ア
ー
ン
の
テ
キ
ス

ト
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
神
の
意
思
に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
ク
ル
ア

ー

ン
の
教
え
る
も
の

に
従

っ
て

生
き

る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

ク
ル
ア
ー
ン
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
人
間
が
従
う
べ
き
規
範
を
引

き
出
す
こ
と

が

ム
ス
リ

ム
に
と

っ
て
き
わ
め
て

重
要

な
営
み
と
な
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
テ

キ
ス
ト
を
正

し
く
理
解
し
、
場
合
に
よ

っ
て

は
補
完
す
る
も
の
と
し
て

、
預

言
者

ム
ハ
ン

マ
ド
が
語
っ
た
り
、
行
為
し
た
り
、
承
認
し
た
り
し
た
こ
と
が

規
範
と
し
て

意
味
を
も
っ
て

く
る
。

九
世
紀
以
降
、
預

言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の

さ
ま
ざ
ま

な
言
行

録
（

ハ
デ
ィ
ー
ス
）
が
編
纂
さ
れ
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
次
ぐ

第

二
の
聖

典
の
意

味
を
も

っ
て
く

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗

教
は
、
こ
れ

ｌ　イスラームの 視座から21



ら

ク
ル
ア
ー
ン
に
体
現
さ
れ
た
神
の
言
葉
や

ハ
デ
ィ

ー
ス
に
表
れ
る
預
言
者

の
範
例

（
ス
ン
ナ
）
か
ら
神
の
意
思
を
理
解
し
、
そ
れ

に
基
づ

い
て
人
間
の

生
き
方
を
組
み
立
て
る
宗
教
で
あ
る
と

い
え

る
だ
ろ
う
。

イ
ス
ラ
ー

ム
は
人
間
の
生
き
方
全
体
が
神

の
意
思

に
合
致
す
る
こ
と
を
ね

ら
う
も

の
で
あ
り
、
人
間
の
一
局
面
だ
け
、

た
と
え
ば
内
面
的
精
神
面

だ
け
、

あ
る

い
は
外
的
な
行
動
だ
け
で
済
む
と

い
う
も

の
で

は
な
く
、
人
間

の
活
動

す
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
す
べ
て
神
の
意
思

に
従

っ
て
統

合
さ
れ

る
こ
と
が
要

請
さ
れ

る
。
イ

ス
ラ

ー
ム
は
政
教
一
致
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
が
、
政
治

の
領

域
も
我

々
が
通
常
「
宗
教
」
の
領
域
と

考
え

る
も
の
も

、
ど
ち
ら
も
人
間

の

活
動
の
ひ
と
つ

の
領
域
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で

、
宗
教

の
領
域
同
様

に
、
政

治
も
ま

た
イ

ス
ラ
ー
ム
の
教
え
を
体
現
す

る
よ

う
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
が

要
請
さ
れ

る
。
こ
の
意
味
で
政
教
一
致
で
あ

る
と
い
う
こ
と

は
で
き

る
だ
ろ

う
。
聖

俗
の
区
別
が
な

い
、
と
も

い
わ
れ
る
。
巡
礼

な
ど

の
宗
教
儀
礼

に
は

聖
俗

の
区
分
が
意
味
を
も
つ
面
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
基
本
的

に
は
、

宗
教
儀

礼
に
お
い
て
神

の
意
思

の
体
現

を
見
る
の
と
同
様
に
、
わ
れ

わ
れ
に

と

っ
て

は
俗
な
る
領
域
で
あ

る
と
思

え
る
遺
産
相
続
や
売
買

契
約
な
ど
一
般

の
社

会
生
活
上
の
問
題

も
、
神
の
意
思
に
従
う
と
い
う
形
式
が
も
と
め
ら
れ

る
。

そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
が
俗
な
る
領
域
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い

て

も
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
儀
礼

に
つ
い
て
と
同
様
の
手
法
を
も
ち
い
て

規
範
を

導
き

出
し
て
い
く
。
人
間
の
活
動
す
べ
て
が
神
の
意
思
に
従
う
こ
と
が
イ
ス

ラ
ー

ム
の
ね
ら

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
礼
拝
そ
の
他
の
宗
教
儀
礼
も
日
常

の
社
会
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
決

め
も
人
間
の
活
動
の
一
部
で

あ
る
以

上

、
神

の
意
思

に
基
づ
く

規
範

に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

る
の
で

あ
る
。

人
間

の
も
つ
あ

ら
ゆ

る
局
面
で
人
間

は
神
の
意
思
に
従

っ
た
生
き
方
を
す

る
こ
と
を
要
求
す

る
の
が

イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
、
イ

ス
ラ

ー

ム
は
全
人
間

的
宗
教
で

あ
る
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
な

か
に
は
人
間
が
実
践
す

べ
き
規
範
が
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
示

さ
れ
て

い
る
。

天

が
、
微

塵
に
裂
け

る
時

諸
星
が
散
ら
さ
れ

る
時
、

諸
大
洋
が
溢
れ
出

さ
れ
る
時
、

墓
場

が
あ
ば
か
れ

る
時
、

そ
れ
ぞ
れ

の
魂
は
、
既
に
し
た
こ
と
と
、
後
に
残
し
た
こ
と

を
知
る
。

人
間
よ
、

何
が
あ

な
た
を
恵
み
深

い
主

か
ら
惑
わ
せ

（
背
か
せ
）

た
の

か
。

か
れ
は
あ
な
た
を
創

造
し
、
形
を
与
え
、
（
均
整

の
と
れ
た
体

に
）

整

え
、

か
れ
の
御
心
の
優
に
、
形
態
を
あ
な
た
に
与
え
ら
れ
た
御
方
で
あ
る
。

い
や
、
あ
な
た
が
た

は
審
判
を
嘘
で
あ
る
と
言
う
。

本
当

に
あ
な
た
が
た

の
上

に
は
二
人
の
看
守
（
天
使
）
が

い
る
が
、

か
れ
ら
は
気
高
い
記
録
者
で
、

あ
な

た
が
た
の
所
行
を
知

っ
て
い
る
。

敬
虔
な
者

は
、
必
ず
至
福

の
中

に
い
る
。

罪
あ

る
者

は
、
き

っ
と
火

の
中

に
い
て
、



審

判

の

日

、

か

れ

ら

は

そ

こ

で

焼

か

れ

、

そ

こ

か

ら

、

逃

れ

ら

れ

な

い

。
（
Ｑ

．　８
２
：
１
-１
６
）

と

人

間

の

創

造

と

と

も

に

終

末

の

復

活

と

裁

き

を

不

気

味

な

イ

メ

ー

ジ
を

と

も

な

っ
て

伝

え

る

言

葉

が

見

ら

れ

る

と

同

時

に
、

以

下

の

よ

う

に
遺

産

相

続

の

具

体

的

な

分

割

方

法

を

述

べ

た

り

も

す

る

。

神

は

あ

な

た
が

た

の

子

女

に

就

い

て

こ

う

命

じ

ら

れ

る
。

男

児

に

は

、

女

児

の

二

人

分

と

同

額

。

も

し

女

児

の

み

二

人

以

上

の
と

き

は
遺

産

の

三

分

の

二

を

受

け

る

。

も

し

女

児

一

人

の

時

は

、

二
分

の
一

を

受

け

る

。

ま

た

そ

の

両

親

は

、

か
れ

に

遺

児

の

あ

る
場

合

、

そ

れ

ぞ
れ

遺

産

の

六

分

の

一

を

受

け

る

。

も

し

遺

児

が

な

く

、

両

親

が

そ

の
相

続

者

で

あ

る

場

合

は

、

母

親

は

そ

の

三

分

の

一

を

受

け

る

。

ま

た
も

し

か
れ

に
兄

弟

が

あ

る

場

合

は

、

母

親

は

六

分

の

一

を

受

け

る

。
（

い
ず

れ

の

場

合

も

）

そ

の

遺

言

し

た
も

の

と

、

債

務

を

清

算

し

た

残

り

（

の
分

配

）

で

あ

る
。

あ

な

た

が

た

は
自

分

の

父

母

と

自

分

の
子

女

と

の
、

ど

ち
ら

が

あ
な

た

が

た

に
と

っ
て

、

よ

り

益

が

あ

る

か

を

知

ら

な

い

。
（
こ

れ

は

）

神

の

掟

で

あ

る
。

本

当

に
神

は
全

知

に
し

て

英

明

で

あ

ら

れ

る
。
（
Ｑ

．４
：
ｌ
ｌ
）

神

が

人

間

の
す

べ
て

の

局

面

に
た

い
し

て

規
範

と

な

る

指

針

を

ク

ル

ア

ー

ン
と

い
う

一

冊

の
書

物

の

な

か
で

直

接

的

に

あ

る

い

は
間

接

的

に
与

え

る

と

考

え

ら

れ

て

お
り

、

そ
の

指

針

を

そ

の
な

か

か
ら

く

み
取

り

自

ら

の

生
き

方

と

す

る

こ

と

が

ム

ス

リ

ム

に
求

め
ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ク

ル

ア

ー

ン

の

な

か

で

イ

ス

ラ

ー

ム
と

い
う

語

を

用

い
て

は

い

な

い

が

、

そ

れ
と

同

じ

意

味

で
理
解
で
き
る
b
i
r
r
（
敬
虔
、
正
し
く
仕
え
る
こ
と
）
と
い
う
語
の
説
明
は

イ

ス

ラ

ー

ム
の

宗

教

の
姿

を

よ

く

示

し

て

い

る

と

い

え

る

だ
ろ

う

。

す

な

わ

ち

、

正
し
く
仕
え
る
（
b
i
r
r
）
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
顔
を
東

ま

た

は
西

に
向

け

る
こ

と

で

は

な

い
。

つ

ま

り
正

し

く
仕

え

る

と

は

、

神

と
最

後

の

（
審
判

の

）

日

、

天

使

た

ち

、

諸

啓

典

と
預

言

者

た

ち

を

信

じ

（
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
　
ｂ
ｉ
-…

…

）
、

か

れ

を

愛

す

る

た

め

に

そ

の

財

産

を

、

近

親

、

孤

児

、

貧
者

、

旅

路

に
あ

る

者

や

物

乞

い

や

奴
隷

の
解

放

の

た

め

に

費

や

し

、
礼

拝

の

務

め

を

守

り

、

定

め

の

喜

捨

を
行

い
、

約

束

し

た

時

は

そ

の

約

束

を
果

た

し

、

ま

た

困

苦

と

逆

境

と

非
常

時

に
際

し

て

は

、

よ

く

耐

え
忍

ぶ

者

。

こ

れ

ら

こ

そ

真

実

な

者

で

あ
り

、

ま

た

こ

れ

ら

こ

そ

主

を
畏

れ

る
者

で

あ

る

。
（
Ｑ
.
２
:１
７
７
）

こ

こ

で
示

さ

れ

て

い

る
よ

う

に
、

神

や

預

言

者

な

ど

を

心

の

な

か
で

真

実

の

も

の

で

あ

る

と
受

け

入
れ

、

神

に
よ

っ
て

定

め

ら

れ

た

行

い

を

心
を

こ

め

て

実

践

す

る

こ

と

、

こ

の

よ
う

に
精

神

と

身

体

と

い

う

人

間

の

全
体

で

、

神

の

意

思

に

従

っ
て

生

き

て

い
く

こ

と

が

イ

ス
ラ

ー

ム
と

い

う

宗

教

の
目

指

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

ニ
　

イ

ス

ラ

ー

ム
に

お
け

る
信

上
で

見
て
き

た
よ
う
に
、
イ

ス
ラ
ー
ム
に
あ

っ
て
は
人
間
の
全
局
面
が
神

の
意
思
に
従
う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
も
し
も
人
間
の
活
動
を
外

的
身
体
的

側
面

と
内
的
精
神
的
側
面
と

に
分
け
て

考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
面

に
お

い

て
人

間
は
神
に
従
う
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
「
信
」

あ
る
い
は
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「
信
仰
」
と
い
う
日
本
語

は
、
仏

教
用

語
と
し

て
も

キ
リ

ス
ト
教
的

な
意

味

あ
い
で
も
、
内
面
的
、
精
神

的
な
面

を
第
一
義
的

に
は
指

し
示

し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で

は
、
こ

の
「
信
」
と

い
う
語

は
、
身
体
的
な
行
動

を
規
制
す
る
よ
う
な
側
面
を
含
ま
な

い
と

い
う
点
で
、

イ
ス
ラ
ー

ム
の
宗

教

の
要

請
す
る
全
体
の
半
分
し

か
示
し
て

い
な

い
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

イ
ス
ラ
ー

ム
の
文
脈
で
こ

の
「
信
」
あ
る

い
は

「
信
仰
」

に
も

っ
と
も

よ

く
対

応
す

る

ア
ラ
ビ
ア
語

は
イ

ー
マ
ー
ン

（
ｉｍ
ａ
ｎ
）

と
い

う
語
で
あ

る
。

こ
れ

は
何
か
を
正

し

い
と
考
え
る
、
承
認
す
る
、
を
原
義
と
し
て
も

つ
。
こ

の
語

は
動
詞
の
原
形
の
形

（
マ
ス
ダ
ル
）
で

ク
ル
ア

ー
ン
に
四
六
例
あ
り
、

さ
ら

に
こ
の
語
か
ら
派
生
す
る
動
詞
や
名
詞
も
数
多
い
。
こ
の
語
の
能
動
分

詞
形
ム
ウ
ミ
ン
（
m
u
'
m
i
n
）
は
信
仰
者
と
い
う
意
味
で
ム
ス
リ
ム
（
m
u
s
-

ｌｉｍ

）
と

い
う
語

と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
用

い
ら
れ
る
。

こ
の
語
は
a
r
n
a
n
a
 
b
i
-
…
…
と
い
う
前
置
詞
b
i
を
と
も
な
う
動
詞
形
で

「
b
i
―
以
下
を
信
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
な

か
で

こ
の
信
仰

（
イ

ー
マ
ー

ン
）
の
対
象
と
し
て
現
れ
る
も
の

に
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

神
と
最
後
の
日
　

２
:８

，　２
：６
２

，　
４：
３
９

，　５：
６
９

神

、
我
ら
に
下

さ
れ
た
も
の
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー

ム
に
下

さ
れ
た
も
の

２
:１
３６

，　３：
８
４

神

、
最

後
の
日
、
天
使
た
ち
、
諸
啓
典
、
預
言
者
た
ち
　

２：
１
７
７

神

か
ら
下

さ
れ
た
も
の
　

２
:２
８
５

神

、
天

使

た

ち

、

諸

啓

典

、
使

徒

た
ち
　

２
:２
８
５

神

と
最

後

の

日
　

９
:１
８

お

前

た

ち

の

主

（
神

）
　
３
６
:２
５

万

世

の

主
　

７
:１
２
１

，
　
２
６：
４
７

（

Ｉ

ル

ー

ン
と

ム
ー

サ
ー

の
主
　

２
０
:７
０

神

と
使

徒
　

２
４
:４
７

，
　
４
:１
３
６

，　
４
:１
５
２

，　
７
:１
５
８

主
の
し
る
し
（
a
y
a
t
）
　
７
:
１
２
６

神

の
下

し

た

啓

典
　

４
２
：
１
５

我

ら

に
下

さ

れ

た

も

の

、

お
前

た

ち

に
下

さ

れ

た

も

の
　

２
９
:４
６

使

徒

た

ち
　

５
:１
２

神

と

、

下

僕

に

く

だ
し

た
も

の

（
啓

示

）
　
５
:５
９

，　
８
:４
１

神
　

３
：
３

，　
１
０
:８
４

，
　
２
９
:１
０

，　
４
０
:８
４

虚

偽

（
ｂ
ａ
ｔ
ｉｌ
）

を

信

じ

神

に
背

く

（
ｋ
ａ
ｆａ
ｒ
ｕ
）

者
　

２
９
:５
２

ク
ル

ア

ー

ン
で

の

表

現

は
さ

ま

ざ

ま

で

あ

る

が

、
否

定

的

な
意

味

合

い

で

語

ら

れ

て

い

る

「
虚

偽

を
信

じ

る
」

と

い

う

の

を

除

く

と

、
こ

こ

で

信

仰

対

象

に

な

っ
て

い

る

の

は

、
神

、

預

言

者

、

天

使

、

啓

典

、
最

後

の
日

に
集

約

さ

れ

る

。

先

に
引

用

し

た

ク

ル

ア
ー

ン
の

一

節

「

神
と

最

後

の

（
審

判

の

）

日
、
天
使
た
ち
、
諸
啓
典
と
預
言
者
た
ち
を
信
じ
（
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
　
ｂ
ｉ
-
…
…
）
」

と

い

う

部

分

に

こ

れ

が

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

イ

ー

マ

ー

ン
は

人

間

の

内
面

的

精

神

面

に
関

わ
る

と

い
う

こ

と

が
で

き

る
で

あ

ろ
う

。

す

な

わ

ち
、

イ

ス

ラ

ー

ム
と

い
う

宗

教

が

人

間

の

全
局

面

を
覆

う
も

の
で

あ

る
の

に

、

そ

の

中

核

的

な

内

面

性

に

か
か

お

る

の

が

イ

ー

マ

ー

ン
で

あ

る
と

い
え

る

だ

ろ

24



う
。
こ
の
文
脈
で
考
慮
で
き

る
の
が
以
下

の
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
で
あ

る
。

砂
漠
の

ア
ラ

ブ
た

ち
は
、
「
わ

た
し

た
ち

は
信
仰
（
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
ａ
）
し
ま

す
。
」
と
言
う
。
言

っ
て
や

る
が
い
い
。
「
あ
な
た
が
た

は
信
じ
て

は
い

な
い
。

た
だ

『
わ

た
し
た

ち
は
服
従

し
ま

し
た

（
ａ
ｓ
ｌａ
ｍ
ｎ
ａ
）
』

と
言

い
な
さ
い
。
信
仰
（
a
l
-
i
ｍ
ａ
ｎ
）
は
ま
だ
あ
な
た
が
た
の
心
の
中
に

入

っ
て
は
い
な

い
。

も
し

あ
な
た
が

た
が
、
神

と
そ

の
使

徒

に
従

う

（
t
u
t
i
u
）
な
ら
、
か
れ
は
そ
の
行
い
に
就
い
て
、
少
し
も
（
報
奨
を
）

軽
減
さ
れ
る
こ
と

は
な

い
。
本
当

に
神

は
寛
容

に
し
て
慈
悲
深
く
あ
ら

れ
る
。
（
Q
.
4
9
:
1
4
）

こ
こ
で
は

ム
ハ
ン

マ
ド
た
ち
の
都
市

に
居
住
す
る

ア
ラ
ブ
と
対
比
し
て
砂

漠
の
遊
牧
民
た
ち
の
信

仰
の
あ
り
方

に
触
れ
て

い
る
。
遊
牧
民
た
ち

は
過
酷

な
砂
漠
の
環
境
の
な
か
で
生
き
る
知
恵
と
し
て
そ
の
場
そ
の
場
で
の
状
況

に

応
じ
て
都
合
の
い
い
側
に
つ
く
と

い
う
。
神
へ
の
深

い
信
仰
で
は
な
く
、

ム

ハ
ン

マ
ド
の
陣
営
に
つ
く
方
が
利
益
が
多

い
と
判
断
し
て
去
就
を
決

め
る
よ

う
な
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
砂
漠
の

ア
ラ
ブ
は
イ

ー
マ
ー
ン

を
も

っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
う
で

は
な
く
、
単

に
イ

ス
ラ
ー

ム
を
も

っ
て

い
る
だ
け
で

あ
り
、
心
の
な
か

に
は
イ

ー
マ
ー
ン
は
な

い
、
と

ク
ル

ア
ー
ン

は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
神
と
使
徒

に
従

っ
て

い
る
か
ぎ
り
、
報

い
を

減
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
楽
園

に
入
る
こ
と
は
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
心

の
な

か
の
信
仰
と
し
て
イ
ー

マ
ー
ン

を
捉
え

、
外
面

的
な
信

仰
の
あ
り
方
、
神
や
預
言
者
の
言
葉
に
従

っ
た
行
動

を
と

る
こ
と
、
を
イ

ス
ラ
ー

ム
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ク

ル

ア

ー

ン

に

次

ぐ
宗

教

上

の
意

味

を

も

つ

預

言
者

ム

ハ
ン

マ

ド

の
伝

承

（

ハ
デ

ィ

ー

ス

）

に

信

仰

（
イ

ー

マ

ー

ン
）

に
関

す

る
以

下

の

よ

う

な

言

葉

が

あ

る
。

そ

の

な

か
で

は

最
終

的

に

は
啓

示

を

伝

え

る
役

割

を

果

た
す

天

使

で

あ

る

ジ

ブ

リ

ー

ル

（
ガ

ブ
リ

エ
ル
）

と

預

言

者

ム

ハ
ン

マ
ド

と

の
対

話

で

あ

る

こ
と

が

明

か

さ
れ

る
。

ひ
と

り

の
男

が

そ

こ

に

来
て

こ

う

い

っ

た
。
「
神

の
使

徒

よ

、

イ

ー

マ

ー

ン
と

は
何

で

す

か

」

こ

れ

に

た

い

し

て

使

徒

は
、
「
神

と

そ

の

天

使

た

ち
、

啓

典

、
（
最

後

の

審

判

の

日

に
）

神

に

お

会

い
す

る

こ

と

、

そ
の
使
徒
ら
、
そ
し
て
来
世
に
お
け
る
復
活
（
a
l
-
b
a
'
t
h
 
ａ
ｌ
-
ａ
ｋ
ｈ
ｉ
ｒ
）

を

信

仰

す

る

こ
と

で

す

」

と

答

え

た

。

彼

は
さ

ら

に

「
神

の
使

徒

よ

、

イ

ス
ラ

ー

ム
と

は

何

で

す

か
」

と

問

う

た
、

使

徒

は
こ

れ

に
対

し

て

次

の

よ

う

に

答

え

た
。
「
イ

ス

ラ

ー

ム

と

は
神

の
み

を
崇

拝

し

（
ｔａ
’ｂｕ

ｄ
ａ
　
Ａ
ｌ
ｌａ
ｈ
）
、

神

以

外

い

か

な

る

も

の

を
も
拝
さ
ぬ
（
ｌ
ａ
　
ｙ
ｕ
ｓ
ｈ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ
　
ｂ
ｉ
―
h
i
）
こ
と
、
義
務
と
し
て
課
せ
ら

れ

る
礼

拝

を

行

い
、

定

め

の

ザ

カ
ー

ト
を
提

供

し

、

ラ

マ
ダ

ー

ン
月

の

断

食

を

守

る

こ
と

を

意

味

し

ま

す

。
」

質

問

者

は
さ

ら

に
続

け

て

「
神

の

使

徒

よ
、

善

行

（
イ

フ

サ
ー

ン
）

と

は
、

ど

の
よ

う

な

こ

と

で

す

か

」

と
問

う

た
。

使

徒

は

以

下

の

よ

う

に
答

え

た

。
「
神

を

あ

た

か
も

あ

な

た

の

目

前

に
座

す

か

の

よ

う

に

崇

拝

す

る
こ

と

で

す

。

た
と

え

あ

な

た

が
神

を

み

る

こ

と

が

で

き

な

く

て

も

神

は
あ

な

た
を

み

て

お

ら

れ

る

の
で

す

。
」
（
以

下

略

）

…
…
使
徒
は
、
こ
の
折
り
、
「
あ
の
方
は
、
人
々
に
宗
教
（
ａ
ｌ
-
ｄ
i
ｎ
）
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に
つ

い
て
教
え
る
た
め
来
ら
れ

た
ジ
ブ
リ
ー
ル
な
の
で
す
」
と

い
わ
れ

た
。
（
ア
ブ
ー
・
フ
ラ
イ
ラ
の
伝
え
た
も
の
）

こ
こ
で
は
イ
ー
マ
ー
ン
：
イ
ス
ラ
ー
ム
：
イ
フ
サ
ー
ン
の
三
つ
の
段
階
か

ら
宗
教
信
仰
の
諸
相
を
示
し
て

い
る
。
先

に
引

い
た
ク
ル
ア
ー
ン
の
言

葉
と

対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思

わ
れ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
は
身

体
的
な
外

に
現
れ
た
行
為
と

い
う
面
が

強
い
の
に
対

し
、
イ
ー
マ
ー
ン
は
正

し
い
信
仰
対
象
を
認

め
る
こ
と
、
内

心
の
信

仰
の
内

容
を
規
定
し
て

い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
イ

フ
サ
ー

ン
は
神
学
や
教

義
学
で
は
あ
ま
り
大
き

な
議
論

と
は
さ
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
神
秘

家
が
内
面

的
な
神
信
仰

の
あ
り
方

を

議
論
す
る
際

に
言
及
し
た
り
し
て

い
る
。
こ
れ

ら
三

つ
の
段
階

は
重

な
る
面

も
あ
る
が
、
イ

ス
ラ
ー

ム
、
イ

ー
マ
ー
ン
、

イ
フ
サ
ー
ン
の
順
で
人
間

の
信

仰
の
あ
り
様
が
身
体
的
外
面
的
な
様
態

か
ら
精
神
的

な
よ
り
深

い
内
面
的
な

次
元
の
も
の
を
指
し
示
し
て

い
る
と

い
え

る
だ
ろ
う
。

イ

ス
ラ
ー
ム
と

い
う
宗
教

に
あ

っ
て
人
間

が
目
的
と
し
て

い
る
究
極

的
な

救
済
は
、
神
の
終
末

に
お
け
る
審
判
を
経
て

、
成
功
裏
に
楽
園

に
は
い
る
こ

と
で
あ

る
と

い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

ク
ル
ア
ー
ン
の
な
か
に
は
ど
の

よ
う
な
者
が
楽
園

に
入

る
か
、

さ
ま
ざ

ま
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
な
か

で
特
徴

的
な
記

述
は
、
楽
園

に
は
い
る
た
め
に
は
信
仰
と
善
行

の
ふ
た
つ
を

並
列
さ

せ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。

た
と

え
ば
。

神
は
、
信
仰
し
て
善
い
行
い
に
勤
し
む
（
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｕ
　
w
ａ
　
a
m
i
l
u

a
l
-
s
a
l
i
h
a
t
）
者
を
、
川
が
下
を
流
れ
る
楽
園
に
入
ら
せ
ら
れ
る
。

（
Ｑ

．２
２：
１
４
）

と

い

う

。

こ

の

よ

う

な

信

仰

と

善

い

行

い

と

の

二

つ

を

、

い

わ

ば

車

の

両

輪

の

よ

う

に

し

て

神

の

最

高

の

報

酬

へ

の

手

だ

て

と

す

る

。

同

様

の

記

述

は

７
:４
２
-
４
３
,　
１
０
:９
,　
２
２
:２
３

，　
２
２
:５
６

，　
８
５
:１
１

に

見

ら

れ

る

。

そ

の

ほ

か

、

楽

園

へ

行

く

と

い

う

記

述

で

は

な

い

が

、
「
神

を

懼

れ

信

仰

を

も

ち

（
ａ
ｍ

ａ
ｎ
ｕ

）

正
し
い
行
い
を
す
れ
（
’
ａ
m
ｉ
ｌ
ｕ
　
ａ
ｌ
-
ｓ
ａ
ｌ
ｉ
ｈ
ａ
ｔ
）
ば
、
心
配
な
い
」
（
Q
.
5
:
9
3
）
、

「
信
仰
し
行
い
を
正
し
く
す
る
者
（
m
a
n
 
a
ｍ
ａ
ｎ
ａ
　
ｗ
ａ
-
ａ
ｓ
ｌ
ａ
ｈ
ａ
）
は
恐
れ

る

こ

と

は

な

い

」
（
Ｑ

．６
：
４
８
）

と

い

う

よ

う

に

、

信

仰

と

正

し

い

行

為

を

す

る

な

ら

ば

、

最

後

の

審

判

に

つ

い

て

恐

れ

た

り

心

配

し

た

り

す

る

こ

と

は

な

い

、

と

い

う

記

述

も

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

信

仰

と

正

し

い

行

い

と

の

二

つ

の

面

を

実

現

す

る

こ

と

が

究

極

的

な

救

済

に

至

る

道

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

イ

ス

ラ

ー

ム

の

教

説

に

つ

い

て

一

般

に

六

信

五

行

と

い

う

ま

と

め

か

た

で

説

明

が

行

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

六

信

は

信

仰

す

べ

き

六

つ

の

対

象

を

列

挙

し

た

も

の

で

あ

り

、

神

、

天

使

、

啓

典

、

預

言

者

、

終

末

、

天

命

を

指

し

、

五

行

は

実

践

す

べ

き

行

為

を

五

つ

数

え

た

も

の

で

あ

り

、

信

仰

告

白

、

礼

拝

、

斎

戒

（
断

食

）
、

救

貧

税

、

巡

礼

を

指

す

。

内

心

の

信

仰

の

対

象

と

実

際

に

行

う

べ

き

行

為

と

い

う

二

系

列

の

項

目

を

あ

げ

て

お

り

、

こ

れ

は

ク

ル

ア

ー

ン

に

出

て

く

る

信

仰

と

正

し

い

行

為

と

の

二

つ

を

体

現

す

る

こ

と

が

救

済

に

預

か

る

条

件

で

あ

る

と

す

る

表

現

を

具

体

的

に

述

べ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

、

イ

ス

ラ

ー

ム

の

何

で

あ

る

か

を

適

切

に

述

べ

て

い

る

も

の

で

あ

る

と

評

価

で

き

る

だ

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

信

、

信

仰

に

あ

た

る

イ

ス

ラ

ー

ム

の

言

葉

と

し

て

は

イ

ー

マ

ー

ン

と

い

う

言

葉

が

該

当

す

る

こ

と

は

す

で

に

述

べ

た

。

ク

ル

ア

ー

ン

に



あ

っ
て

は

そ

の

言

葉

は

し

ば

し

ば

、

正

し

い

行

為

と

対

に
用

い
ら

れ

、

そ

の

場

合

は

、

身

体

的

実

践

と

対

比

さ

れ

る
意

味

あ

い
で

、

心
の

な

か

に

う

ま
れ

る
信

仰

を

指

す

と

考

え

ら

れ

る
だ

ろ

う

。

し

か
し

な

が

ら

、

ク

ル

ア

ー

ン
の

用
語

法

、

あ

る

い
は

イ

ス
ラ

ー

ム
思

想

の

表

現

に

お

い
て

も

時

に
当

て

は

ま

る
よ

う

に

思

う

が

、

一

つ
の

語

が

つ

ね

に
分

析

的

に
同

一

の
概

念

内

容

を
も

つ

も

の

と

し

て

用

い

ら

れ

る
と

は
限

ら

な

い
。

井

筒

俊

彦

が

指

摘
し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

が

、

先

の

砂

漠

の

ア
ラ

ブ

た
ち

の

心
の

な

か

に

イ

ー

マ
ー

ン

は

入
っ
て
い
な
い
と
い
う
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
（
Q
.
4
9
.
1
4
）
で
は
、
確
か
に

イ

ー

マ
ー

ン

が

内

面

的

な

局

面

を

表

し

て

お
り

、

イ

ス

ラ

ー

ム
が
身

体

的

な

実

践

的

な
局

面

を

指

し

て

い

る
と

考

え

ら

れ

る
。

こ

れ

は
、

と

く

に
こ

の
文

脈

に

お

い

て

は

イ

ー

マ
ー

ン
と

イ

ス
ラ

ー

ム
と

が

並

列

的

に
対

照

さ
れ

て

表

現

さ

れ

て

い

る

た

め

、

ふ

た

つ

の

用

語

が

異

な

る
意

味

内

容

を

も

つ

こ

と

に

な

っ
て

い

る

、

と

い

う

こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

よ

う

な

並

列

的

表

現

が

さ
れ

て

い
な

い

場

合

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か
。

た
と

え

ば

。
神
は
、
男
の
信
者
に
も
女
の
信
者
（
ａ
ｌ
-
m
ｕ
’
ｍ
ｉ
ｎ
i
ｎ
ａ
　
w
ａ
-
ａ
ｌ
-

m
ｕ

’ｍ

ｉｎ
ａ
ｔ
）

に

も

、

川

が

永

遠

に
下

を

流

れ

る

楽

園

に

住

む

こ

と

を

約

束

さ

れ

た
。
（
Ｑ

．９
:７
２
）

と

い

う

ク
ル

ア

ー

ン
の

言
葉

で

は
、

男

女

の

信

仰

者

た

ち

（
イ

ー

マ
ー

ン

を

も

つ
男

女

の

者

た
ち

と

い
う

意

味

）

は
楽

園

に

入

る

、

と

い

う

こ

と

を

い

っ

て

お

り

、

楽

園

に

入

る
条

件

は
イ

ー

マ

ー

ン
を

も

つ

者

で

あ

る

、

と

い

う

意

味

に

と

る

こ

と

が

で

き

る
。

し

か
し

、

先

に
引

用

し

た

ク

ル

ア

ー

ン

の

言

葉

(Ｑ
．２
２：
１
４
な
ど
）

で
は
楽
園

に
入

る
条
件
は
信
仰

（
イ
ー

マ
ー

ン
）
と
正

し

い
行
為
と
で

あ
る
、
と

の
べ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

、
楽
園

に
入
る
条

件

は
信
仰

の
み

、
あ
る
い
は
信
仰
と
正

し
い
行
為

の
両
方

、
と

い
う
二
つ
の

「
矛
盾
」
す

る
考
え
が
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
見
ら
れ

る
、
と
結
論
づ
け

る
こ
と

が
で
き

る
か
も

し
れ
な
い
。
し

か
し
、
イ
ス
ラ
ー

ム
と

い
う
宗
教

の
全
体
像

か
ら
考

え
る
と
、
楽
園

に
入
る
と

い
う
救
済
の
実
現

は
全
人
間
的
観
点
か
ら

達
成

さ
れ

る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
む

し
ろ
、
こ
こ
（
Ｑ

．９：
７
２
）
で

の
イ
ー
マ
ー
ン
は
砂
漠

の
ア
ラ
ブ
た
ち

（
ｃ
・
台
‥に

）
の
イ

ス
ラ
ー

ム
の
面

を
も
包
含

し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
の
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、

イ

ス
ラ
ー
ム
と
対

比
的
に
用
い
ら
れ
れ
ば
イ
ー
マ
ー
ソ
は
内
面
的
な
信
仰
の

面
を
指
す

、
と

い
う
こ
と

は
で
き
る
が
、
単
独
で
用

い
ら
れ

る
場
合
に
は
、

内
面

お
よ
び
外
面

的
な
信
仰
の
実
現
を
指
し
示
す

と
い
う
こ
と
が

い
え
る
の

で

あ
る
。

イ
ス
ラ
ー

ム
の
宗
教
に
あ
っ
て

は
、
内
面
的
精
神
的
な
局
面

、
外
面
的
身

体
的
局
面

、
そ
の
両
者
を
包
み
込

ん
だ
全
体
が
救
済
を
実
現
す

る
主
体
を
形

成
し
て
い
る
。
一
般
的
な
用

い
方
と
し
て
信
あ
る
い
は
信
仰
と
い
う
日
本
語

は
基
本
的
な
含
意
と
し
て
内
面
的
精
神
的
な
側
面
に
力
点
を
お
い
て
い
る
よ

う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
他
の
宗
教
と
の
対
比
を
考
慮
す
る
と
、

信
あ
る
い
は
信
仰
に
も

っ
と
も

相
応
し

い
イ
ス
ラ
ー

ム
の
用
語

は
イ
ー
マ
ー

ン
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
ろ
う
。

ク
ル

ア
ー
ン
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
は
、

こ
の
イ
ー
マ
ー
ン
の
語
の
ふ
く
む
意
味
内
容
は
文
脈
に
よ

っ
て
微
妙

に
そ
の

広
が
り

を
異
に
し
て
い
る
。
し

か
し
、
内
面
的
精
神
的
な
も
の
を
核
と
し
て
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も

っ
て

お
り
、
場

合
に
よ
っ
て

身
体
的
局
面
に
ま
で
広
が
る
こ
と
が
あ

る
、

と

い
う
点
に
お

い
て

、
も
っ
と
も
信
に
相
応
し
い
語
で
あ
ろ
う
。
後

に
六
信

と
し
て
ま

と
め
ら

れ
る
信
仰
対

象
の
ほ
と
ん
ど
が
ク
ル
ア
ー

ン
に
あ

っ
て
も

イ

ー
マ
ー
ン
の
対

象
と
し
て

数
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ー

マ
ー

ン
と

い
う
語
が

身

体
的
実

践
の
側
面

と
は
別
の
内
心
の
信
仰
を
一
般
的
に
指
示
し
て

い
る
か

ど

う
か
は
、
発
話

の
文

脈
に
よ

っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
イ

ー

マ
ー
ン
と
い
う
語
で
表
現

す
る
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
内
心
の
信
仰
だ
け
で

は
イ

ス
ラ
ー
ム
と

い
う
宗
教
の
全
人
間
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
覆
う
こ
と

に

は
な
ら

な
い
、
と

い
う
点
だ
け

は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（

１

）
　

本

稿

で

は

ク

ル

ア

ー

ン

の

訳

文

は

日

本

ム

ス

リ

ム

協

会

発

行

『

日

亜

対

訳

注

解

聖

ク

ル

ア

ー

ン

』

昭

和

五

八

年

第

二

版

に

基

本

的

に

よ

っ

て

い

る

が

、

「

ア

ッ

ラ

ー

」

を

「

神

」

に

置

き

換

え

た

。

（

２

）
　

ハ

デ

ィ

ー

ス

の

意

義

に

つ

い

て

は

、

鎌

田

繁

『

新

イ

ス

ラ

ー

ム

講

座

二
　

ハ

デ

ィ

ー

ズ

」

『

イ

ス

ラ

ム

世

界

』

第

三

九

／

四

〇

号

（

一

九

九

三

年

三

月

）
、

九

五

～

一

一

〇

お

よ

び

「

座

談

会
　

『

ハ

デ

ィ

ー

ス

』

を

め

ぐ

っ

て

」

『

イ

ス

ラ

ム

世

界

』

第

三

九

／

四

〇

号

（

一

九

九

三

年

三

月

）
、

一

一

一

～

一

三

五

参

照

。

（

３

）
　

ム

ス

リ

ム

編

／

磯

崎

定

基

・

飯

盛

嘉

助

・

小

笠

原

良

治

訳

『

日

訳

サ

ヒ

ー

ブ

ー

ム

ス

リ

ム

』

日

本

サ

ウ

デ

ィ

ア

ラ

ビ

ア

協

会

、

昭

和

六

二

、

第

一

巻

、

二

九
～
三
〇
頁
。
訳
文
を
一
部
改
め
た
。
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
キ
ス
ト
は
Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｉ
m
’

Ｓ
ａ
ｈ
ｉ
ｈ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｉ
ｍ
 
（
Ｊ
ａ
ｍ
'
　
Ｊ
ａ
w
ａ
ｍ
'
　
a
l
-
Ｉ
Ａ
ｈ
ａ
ｄ
i
ｔ
ｈ
　
w
ａ
-
ａ
ｌ
-
Ａ
ｓ
ａ
ｎ
ｌ
ｄ
　
Ｍ
ａ
ｋ
ｎ
ａ
ｚ

ａ

ｌ
-
Ｓ

ｉ
ｈ

ａ

ｈ

　
ｗ

ａ
-

ａ

ｌ
-
Ｓ

ｕ

ｎ

ａ
ｎ

　
w

ａ
-

Ｍ

ａ
ｓ

ａ
ｎ

ｌ
ｄ

）
， 　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｓ
ａ

ｕ

ｒ
ｕ

ｓ

　
Ｉ
ｓ

ｌａ

ｍ

ｉ
ｃ
ｕ

ｓ

　
Ｆ

ｏ

ｕ

ｎ
-

ｄ
ａ

ｔ

ｉｏ

ｎ

，
　
２
０

０
０

， 　

Ｖ

ｏ

ｌ
．

１

，　
ｐ

ｐ

．
２

４
-

２
５

，
　

Ｎ

ｏ

．
 １
０

６
.

（

４

）
　

Ｔ

ｏ

ｓ

ｈ

ｉ
ｈ

ｉ
ｋ

ｏ

　
Ｉ
ｚ

ｕ

ｔ
ｓ

ｕ
,
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｃ
ｏ

ｎ
ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
　
ｏ
ｆ

　
Ｂ

ｅ

ｌ
ｉｅ
ｆ

　
ｉｎ

　
Ｉ
ｓ

ｌａ

ｍ

ｉｃ

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｌｏ
ｇ
ｙ

，

Ｔ

ｏ

ｋ

ｙ
ｏ

，
　

１
９

６
５

，
　
ｐ

ｐ
.

 ７
９
-

８
０

で

イ

ブ

ン

ー

タ

イ

ミ

ー

ヤ

に

基

づ

い

て

指

摘

し

て

い
る
。

（
か
ま

だ
・
し

げ
る
、
イ

ス
ラ

ー
ム
思
想
、

東
京
大
学
東

洋
文
化
研
究
所
教
授
）
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