
ア
フ
ガ

ー

ニ
ー

ー

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
駆
け
抜
け
た
男
―

大
船
高
校
　
　
早

　

川

　

一央

　

昭

一
　
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
圧
力
と
植
民
地
化
の
動
き
が

強
ま
る
十
九
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
政
治
的
自
立
と
イ

ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
復
興
を
模
索
し
、
具
体
的
に
各
地
を
遊
説
し
、
連
帯
を
画
策

し
続
け
た
男
が
、
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
イ
ー
ン

・
ア
ル

・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
で
あ
る
。

ジ
ャ
マ
ー
ル
ツ
デ
イ
ー
ン
と
は

「宗
教
の
美
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
む
し
ろ
宗

教
の
力
を
信
じ
て
列
強
と
の
戦
い
、
専
制
政
治
と
の
戦
い
に
取
り
組
ん
だ

一
生

だ

っ
た
。
そ
れ
は
幕
末
の
吉
田
松
陰
と
坂
本
龍
馬
を

（あ
る
い
は
寛
政
時
代
の

高
山
彦
九
郎
も
）
合
わ
せ
た
よ
う
な
活
動
で
あ

っ
た
。
彼
の
政
治
的
活
動
は
ほ

と
ん
ど
具
体
的
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
が
、
間
接
的
影
響
は
大
き
く
、
エ
ジ
プ

ト
の
オ
ー
ラ
ビ
ー
運
動
、
イ
ラ
ン
の
タ
バ
コ

。
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
、
ス
ー
ダ
ン

の
マ
フ
デ
ィ
ー
運
動
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
弟
子
の
ム
ハ
ン
マ

ド

・
ア
ブ
ド
ゥ
フ
や
サ
ー
ド

・
ザ
グ
ル
ー
ル
な
ど
を
通
し
て
、
後
世
の
パ
ン

・

イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
や
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
運
動
な
ど
を
含
む
イ

ス
ラ
ー
ム
運
動
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
冷
戦
後
の
世
界
を

理
解
す
る
上
で
必
須
の
近
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
動
き
を
、
こ
こ
で
は
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
を
通
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

ニ
　
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
思
想
と
行
動

生
い
立
ち
と
西
洋
の
衝
撃

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
フ
サ
イ
ニ
ー

（シ
ャ
リ
ー
フ
）
の
子
と
し
て
、
イ
ラ
ン
西

北
部
の
ア
サ
ダ
バ
ー
ド
で
生
ま
れ
ら
し
い

〈
だ
か
ら
ア
サ
ダ
バ
ー
デ
ィ
ー
と
も

呼
ば
れ
る
〉。
こ
れ
は
イ
ラ
ン
や
欧
米
の
説
で
あ
る
が
、
本
人
は
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
生
ま
れ
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。
十
代
ま
で
は
イ
ラ
ン
の
マ
ド
ラ
サ
で
伝

統
的
教
育
を
受
け
た
。
こ
の
段
階
で
ど
の
程
度
改
革
的
思
想
に
染
ま

っ
て
い
た

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
イ
ブ
ン

・
シ
ー
ナ
な
ど
の
合
理
主
義
哲
学
を
学
ん
で
は

い
た
よ
う
だ
。
十
代
の
終
わ
り
頃
イ
ン
ド

ヘ
行
き
、
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近

代
諸
科
学
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
と
、
イ
ン
ド
大
反

乱
を
目
撃
し
た
。
彼
は
そ
の
衝
撃
の
中
で
、
な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
圧
迫
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
を
打
破
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
を
、
哲
学
的
に
、
ま
た
政
治
的
に
模
索
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し

て
各
地
を
遍
歴
す
る
中
で
そ
の
思
索
は
深
ま

っ
て
い
っ
た
。

ま
ず
、
な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
圧
迫
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
。
そ

れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
停
滞
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
、
社
会
的
改
革
の
必
要

性
を
主
張
し
た
。
具
体
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
を
見
直
す
こ
と
で
あ
り
、　
一

方
で
西
洋
近
代
科
学
技
術
や
制
度
の
導
入
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
専
制
政
治
を
打
破
し
て
民
主
的
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
の
見
直
し
で
は
、
後
に
弟
子
の
ム
ハ
ン
マ
ド

・
ア
ブ
ド
ゥ

フ
が
理
論
化
し
た

「サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
」
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー

ム
自
体
の
堕
落
を
反
省
し
、
本
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
優
れ
た
価
値
を
再
認
識
す

る

一
方
、
柔
軟
で
あ

っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
点
に
戻
り
、
改
革
す
べ
き
点
に
は

積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
改
革
に
は
理
性
と
主

体
性
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ
も
そ
も
人
間
の
自
己
変
革

の
能
力
を
認
め
て
い
る
宗
教
だ
と
し
、　
蔓
延
し
て
い
る
運
命
論

（ア
ル

・
シ
ャ

ブ
ル
）
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
宗
教
と
科
学
的
事
実
は
矛
盾
す
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
仮
に
そ
う
見
え
た
と
し
た
ら
そ
れ
は
再
解
釈
の
必
要
が
あ
る
と

〓、
「イ
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ジ
ュ
テ
ィ
ハ
ー
ド

（イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
に
よ
る
教
義
解
釈
行
為
）
」
の
再
開
を

主
張
し
た
。
彼
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
西
洋
の
猿
ま
ね
で
は
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム

独
自
の
近
代
化
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た

専
制
政
治
に
つ
い
て
も
、
支
配
者
の
役
割
は
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
幸
福
や

便
宜
、
功
利
を
図
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
で
あ

？
て
は
な
ら
な

い
。
妨
げ
る
者
は
専
制
で
あ
り
、
打
倒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
圧
力
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
全
体
が
高
い
宗
教
心
を
維
持
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
分
裂
を
防
ぐ
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
の
帝

国
主
義
ゞ
植
民
地
主
義
に
反
対
す
る
運
動
と
専
制
政
治
打
倒
と
を
結
び
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

革
命
家
と
し
て
の
運
動
論

彼
は
広
範
な
民
衆
の
団
結
を
呼
び
か
け
、
専
制
政
治
打
倒
を
主
張
し
な
が
ら

も
、　
一
方
で
専
制
君
主
と
の
連
携
を
も
画
策
し
て
い
る
。
彼
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ラ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ド
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
訪
れ
、
宮
廷
政
治
に

も
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
対
抗
す
る
よ
う
仕
向
け

て
も
い
る
。
そ
こ
が
哲
学
者

・
教
育
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
清
濁
合
わ
せ
飲
む

革
命
家
で
も
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
パ
リ
で
弟
子
の
ア
ブ
ド
ゥ
フ
と
発
行
し

た

『
固
き
絆
』
で
は
、
「
バ
ル
チ
ス
タ
ン
の
民
は
イ
ギ
リ
ス
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
に
侵
入
し
た
時
、
な
ぜ
軍
勢
を
結
集
し
て
同
胞
を
援
護
し
な
か

っ
た
の
か
。

ア
フ
ガ
ン
人
は
イ
ギ
リ
ス
が
ペ
ル
シ
ア
に
介
入
し
た
時
、
な
ぜ
座
視
し
て
い
た

の
か
」
「
イ
ン
ド
反
乱
の
時
、
中
央
ア
ジ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
が

な
ぜ
背
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
攻
撃
し
な
か

っ
た
の
か
」
と
非
難
し
て
い
る
。
ま

た

「
ム
ス
リ
ム
は
民
族
や
人
種
に
よ
つ
て
結
合
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
宗
教
の

紐
帯
の
み
に
依
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
「
ス
ン
ニ
ー
派
、
シ
ー
ア
派
の
違

い
を
乗
り
越
え
て
、
政
治
的
な
違
い
も
乗
り
越
え
て
、
宗
教
的
同
胞
精
神
を
も

っ

て
団
結
せ
よ
」
と
主
張
し
て
い
る
。
実
際
彼
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
、
イ
ラ
ン
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
君
主
た
ち
を
同
盟
さ
せ
、
植
民
地
下
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と

も
共
同
戦
線
を
張
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
非
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
ア
ジ
ア
や
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
な
ど
と
の
連
携
も
模
索
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
現
で
き
な

か

っ
た
。
「権
力
者
が
勢
力
争
い
に
う

つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
か
ら
イ
ス
ラ
ー

ム
の
統

一
が
損
な
わ
れ
る
」
と

『固
き
絆
』
で
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後

の
賭
け
で
あ

っ
た
ア
ブ
デ
ュ
ル
＝
ハ
ミ
ト
２
世
の
パ
ン

・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

へ

の
協
力
も
、
ス
ル
タ
ン
専
制
体
制
の
維
持
を
最
優
先
さ
せ
る
路
線
と
合
わ
ず
、

挫
折
し
て
終
わ

っ
た
。

彼
は
幽
閉
先
で
亡
く
な
る
三
日
前
に
、
イ
ラ
ン
の
同
志
に
宛
て
て
手
紙
を
書

い
て
い
る
。
そ
の
中
で

「私
は
、
自
分
の
思
想
の
全
て
の
種
を
、
そ
れ
を
素
直

に
受
け
入
れ
る
人
民
の
心
の
中
へ
蒔
け
ば
よ
か
っ
た
―

あ
の
無
能
な
主
権
者

と
い
う
、
塩

っ
か
ら
い
不
毛
の
土
壌
に
、
豊
か
な
実
り
と
恩
恵
を
も
た
ら
す
私

の
種
を
、
無
駄
に
蒔
い
て
は
い
け
な
か

っ
た
。
あ
の
土
壌
に
植
え
た
も
の
は
、

枯
れ
し
ぼ
ん
で
し
ま

っ
た
。
こ
の
年
月
、
私
の
善
意
の
忠
言
も
、
何

一
つ
東
洋

の
支
配
者
た
ち
の
耳
に
は
し
み
通

っ
て
い
か
な
か

っ
た
。
」
と
嘆
き
、　
一
方
で

同
志
た
ち
に
対
し

「投
獄
や
虐
殺
を
恐
れ
る
な
、
時
を
移
さ
ず
闘
え
、
専
制
主

義
の
個
々
の
代
理
人
を
減
ぼ
し
た
り
叩
き
出
し
た
り
す
る
こ
と
で
な
し
に
、
そ

の
土
壌
を
破
壊
す
る
こ
と
に
極
力
努
力
せ
よ
。
ペ
ル
シ
ア
人
の
幸
福
を
妨
げ
て

い
る
慣
習
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
極
力
努
力
せ
よ
。
君
た
ち
と
他
の
民
族
と
の
友

好
を
妨
げ
て
い
る
障
害
物
を
取
り
除
く
よ
う
努
力
せ
よ
。」
と
訴
え
て
い
る
。

エ
ル
ネ
ス
ト
＝
ル
ナ
ン
と
の
論
争

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
学
者
エ
ル
ネ
ス
ト

・
ル
ナ
ン
の

民
族
的
偏
見
と
も
戦

っ
て
い
る
。
ル
ナ
ン
は

「
セ
ム
語
は
構
造
的
に
個
性
的
な
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神
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
唯

一
神
し
か
想
定
で
き
な
い
。
ま
た
近
代
化

に
適
合
し
な
い
不
完
全
な
言
語
で
あ
り
、
セ
ム
系
人
は
哲
学
や
学
問
と
は
無
縁

の
信
仰
だ
け
を
持
ち
、
文
明
を
創
造
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
科
学
的
合
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
独
創
的
な
発
明

が
で
き
な
い
の
で
西
洋
科
学
合
理
主
義
が
広
が
れ
ば
、
将
来
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は

消
滅
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は

「イ
ス
ラ
ー
ム
は
近
代
科
学
合
理
主
義
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
定
め
た
法
は
自
然
の
法
則

と
同

一
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
は
論
理
と
合
理
性
に
よ
つ
て
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
西
洋
に
向
か

っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
合
理
性
を

強
く
訴
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
同
胞
に
模
倣
だ
け
で
は
な
い
内
発
的
な
近
代
化
を
呼

び
か
け
て
い
る
。

ア
フ
マ
ド
＝
ハ
ー
ン

（カ
ー
ン
）
へ
の
批
判

ま
た
イ
ン
ド
の
ア
フ
マ
ド
＝
ハ
ー
ン

（カ
ー
ン
）
に
対
し
て
も
非
難
を
繰
り

返
し
た

ｏ
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
滞
在
中
に
発
表
し
た

「ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
派
の
真

実
と
ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
の
人
々
に
関
す
る
解
説
」
で
は
、
直
接
ハ
ー
ン
を
名
指
し

は
し
な
か

っ
た
が
、
ハ
ー
ン
を
自
然
崇
拝
者

（ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
）
、
物
質
主
義

者
と
見
な
し
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
書
簡
で
問
い
か
け
を
し
て
い
る
。
「
『ネ
ー
チ
ャ

リ
ー
』
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
今
や
ど
の
町
々
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

こ
の

一
派
は
、特
に
ム
ス
リ
ム
の
間
に
確
実
に
支
持
者
を
増
や
し
て
お
り
ま
す
。

私
は

『ネ
ー
チ
ャ
ー
ル
』
の
真
実
と
は
何
な
の
か
、
い
つ
こ
の

一
派
は
現
れ
た

の
か
、
『ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
』

一
派
は
そ
の
新
奇
な
や
り
方
で
文
明
を
改
革
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
の
目
的
を
持

っ
て
い
る
の
か
、
宗
教

と
相
容
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
適
合
す
る
の
か
、
そ
れ
が
文
明
や
社
会
組
織

に
与
え
る
総
合
的
な
影
響
は
、
宗
教
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
比
べ
て

ど
う
な
の
か
‥
…
」
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
解
説
と
い
う

形
で
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
よ
る
と
、宗
教
に
は
三
つ
の
信
念
と
三
つ
の
特
色
が
あ
る
。

そ
れ
は

「人
間
が
生
き
物
の
中
で
最
も
気
高
い
」
「自
身
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

最
も
優
れ
て
い
る
」
「
人
間
は
世
界
を
よ
り
改
善
し
、
高
度
な
も
の
に
す
る
た

め
に
生
ま
れ
て
来
た
」
と
い
う
信
念
と
、
「人
間
と
し
て
の
反
省
を
も
た
ら
す

恥
の
概
念
」
「人
間
同
士
の
関
係
に
不
可
欠
の
信
頼
」
「他
人
を
不
幸
や
災
害
か

ら
守
り
救
う
誠
実
さ
」
と
い
う
特
色
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
人
間
は
自
ら
を

律
し
、
多
く
の
知
識
を
獲
得
し
、
道
徳
を
向
上
さ
せ
、
文
明
化

へ
の
前
進
を
遂

げ
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
派
は
、
「自
分
が

五
感
で
感
じ
取
る
物
事
や
物
質
以
外
は
信
じ
よ
う
と
せ
ず
、
自
然
の
摂
理

（ネ
ー

チ
ャ
ー
ル
）
に
よ

つ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
宗
教
を
通
じ
て
人
間
が

獲
得
し
て
い
る
信
念
や
特
質
を
形
骸
化
し
、
社
会
や
政
体
を
衰
退
化
さ
せ
る
。

な
の
に
ネ
ー
チ
ャ
リ
ー
は
真
実
の
神
秘
を
説
き
明
か
す
秘
教
の
奥
義
を
も
た
ら

す
者
、
偏
見
を
取
り
除
く
啓
蒙
者
、
預
言
者
、
教
育
者
、
慈
善
家
の
よ
う
に
振

る
舞
お
う
と
し
て
い
る
」
と
非
難
し
、
そ
の
後

『固
き
絆
』
で
は
ハ
ー
ン
の
実

名
を
上
げ
て
再
度
非
難
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ハ
ー
ン
の
主
張
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
を
忘
れ
ず
、
現
在
の
信
仰
、

道
徳
、
文
化
規
範
を
擁
護
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
近

代
的
科
学
、
技
術
、
知
識
体
系
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
点
で

は
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
主
張
と
基
本
的
に
は

一
致
し
て
い
た
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
自

身
が
保
守
派
か
ら
同
じ
よ
う
な
攻
撃
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ー

ン
と
の
連
帯
で
は
な
く
、
非
難

・
攻
撃
に
で
た
の
は
、　
一
つ
に
は
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー

自
身
が
保
守
派
ま
で
も
巻
き
込
ん
だ
反
植
民
地
運
動
を
展
開
す
る
た
め
に
、
意

図
的
に
正
統
派
イ
ス
ラ
ー
ム
の
擁
護
者
の
振
り
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
で
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あ
る
。
更
に
も
う

一
つ
は
、
ハ
ー
ン
の
方
向
性
が
、
新
し
い
科
学
知
識
や
技
術

の
習
得
の
た
め
に
英
語
教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
か
ら

一
歩
進
み
、
イ
ン
ド
で

の
少
数
者
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
の
社
会
的
権
益
を
擁
護
す
る
た
め
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー

側
の
反
植
民
地
運
動
か
ら
離
れ
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
体
制
へ
擦
り
寄

っ
て
い
つ

た
こ
と

へ
の
反
発
が
あ
る
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
同
じ
よ
う
な
近
代
化
の
思
想
家

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ハ
ー
ン
の
行
動
を
裏
切
り
と
感
じ
、
こ
と
さ
ら
そ
の
違
い

を
強
調
し
た
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
評
価
と
影
響

こ
の
よ
う
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
思
想
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
高
い
精
神
を
維
持
し

な
が
ら
も
近
代
化
を
受
け
入
れ
る
先
駆
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、　
一
方

で
は
そ
の
思
想
を
現
実
化
し
よ
う
と
行
動
に
走
る
革
命
家
で
も
あ

っ
た
。
そ
こ

で
政
治
的
駆
け
引
き
で
そ
の
主
張
を
変
え
る
こ
と
も
辞
さ
な
い

「打
算
的
現
実

主
義
」
の
面
を
も
色
濃
く
持

っ
て
い
た
。
そ
の
点
で
は
彼
の
思
想
は
未
完
成
の

ま
ま
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
そ
こ
が
後
世
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
し
、

「哲
学
の
師
」
と
仰
が
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

彼
と
長
年
行
動
を
共
に
し
た
ア
ブ
ド
ウ
フ
は
、
『堅
き
絆
』
に
つ
い
て

「
思

想
は
す
べ
て
我
が
師
か
ら
、
表
現
は
す
べ
て
私
の
筆
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
。

後
に
別
れ
て
エ
ジ
プ
ト
に
帰
り
、
司
法

・
教
育
に
尽
く
し
た
が
、
そ
の
弟
子
の

ラ
シ
ー
ド
＝
リ
ダ
ー
が
発
行
す
る

『
マ
ナ
ー
ル

（灯
台
）
』
は

『堅
き
絆
』
を

受
け
継
ぎ
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
、
ア
ブ
ド
ゥ
フ
ら
の
思
想
は
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
。

三
　
参
考
文
献

小
杉
　
泰

　
「
ア
フ
ガ
ー

ニ
ー
東
方
の
連
帯

・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
復
興
」

歴
史
学
研
究
会
編

『講
座
世
界
史
七

「近
代
」
を
人
は
ど
う
教

え

て
き
た
か
』
　

　

　

　

　

　

東
大
出
版
会

　

一
九
九
六
年

加
賀
谷
寛
　
「
ア
ル
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ム
ハ
ン
マ
ド
・ア
ブ
ド
ウ
フ
」
前
嶋

信
次
ら
編

『オ
リ
エ
ン
ト
史
講
座
六
』
学
生
社

　

一
九
八
六
年

大
石
高
志
　
「
ァ
フ
ガ
ー
ニ
ー
と
ア
フ
マ
ド

・
カ
ー
ン
」
川
田
順
造
ら
編

『岩
波
講
座
・開
発
と
文
化
二

歴
史
の
中
の
開
発
』
一
九
九
七
年

山
内
昌
之
　
『近
代
イ
ス
ラ
ー
ム
の
挑
戦
』
『世
界
の
歴
史
二
ｏ
』

中
央
公
論
社

　
一
九
九
六
年

加
藤
　
博
　
『イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
危
機
と
改
革
』

『世
界
史
リ
ブ
レ
ツ
ト
三
七
』
　

山
川
出
版
社

　
一
九
九
七
年

小
松
久
男
　
『危
機
と
応
戦
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
』

『岩
波
講
座
世
界
歴
史
二

一
』
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
八
年

板
垣
雄
三
　
『イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
思
想
』

『岩
波
講
座

（旧
版
）
世
界
歴
史
二

一
』
　

　

　

一
九
七
九
年

小
川
　
中
心

『原
理
主
義
と
は
何
か
―
ァ
メ
リ
カ
、
中
東
か
ら
日
本
ま
で
―
』

講
談
社
現
代
新
書

一
六
六
九
　
一
一〇
〇
三
年

湯
川
武
編
　
『イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
理
念
と
現
実
』

『講
座
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
五
』

栄
光
教
育
文
化
研
究
所
　
一
九
九
五
年

官
田
　
律
　
『物
語
イ
ラ
ン
の
歴
史
』
　

中
公
新
書

王
全
ハ
　
一
一〇
〇
二
年

『岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
波
書
店
　
一
一〇
〇
二
年

大
川
周
明
　
『復
興
亜
細
亜
の
諸
問
題
』
　
　
　

中
公
文
庫

　
一
九
九
三
年

野
原
四
郎
訳
　
『あ
る
東
洋
の
改
革
者
の
手
紙
』

『世
界
史
事
典
二
三

資
料
編
東
洋
』
　

　

　

　

　

平
凡
社
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四 アフガーニーの年譜

<その足跡はアフガニスタン・インド・イラン・エジプト・トルコからヨーロッパまで>
。1838/39      アフガニスタンで生まれ、そこで子供時代を送ったと自称。イラン西北部

のアサダバードで生まれた (イ ラン・欧米の説)ので『アサダバーデイー』
とも呼ばれる。<ア フガン人の一家がイランに追放されたか、ィラン人
の父がアフガニスタン 駐在中に生まれたか ?>ム ハンマ ドの孫フサイ
ンの子孫である「フサイニー<サ イイド (シ ヤリーフ)の 1つ >」 の血

統 に属すとしているからアラブ人でもある
。1848頃 (9/10歳) イランのカズヴィーンのマ ドラサで学ぶ
。1850頃 (11/12歳) イランのテヘランのマ ドラサで学ぶ
。1852頃 (13/14歳)イ ラクのナジャフで学ぶ <イ ブン・シーナなど合理主義の哲学を学ぶ>
。1856(17/18歳) イランのブーシェフルで学ぶ
。1854?～ 56/57?   インドを旅する(?)西洋近代諸科学に触れる、インド大反乱に衝撃を受ける

《この頃までの足跡は不明なことが多い》
。1861頃 (22/23歳) メッカ巡礼
・1865～ 66(26/27～ 27/28歳)テヘラン
・1866(27/28歳)  インドからアフガニスタンに入国<ア フザル・ハーン及びアーザム・ハー

ンに寵を得て外交顧問 (?)と して活躍、反英政策具申、君主がシール・

アリーに代わり国外追放
。1869(30/31歳) ボンベイ、カイロ<ア ズハル大学に招かれる>
。1869       イスタンブル 政府高官やタンジマー ト後半期の改革主義者と交わる。

改革による帝国再建主張
。1871(32/33歳) 新設の学芸の館 (ダ リュル・ヒュヌン)で講演<産業や知識を人体の器官

にたとえて近代的産業育成の重要性を説いた>シ ェイヒュル・イスラー

ム (イ スタンブルのムフティー<教令を発する最高権威者>)の反感を買
い国外追放

。1871～ 1879    エジプトに渡る リヤード・パシャ (首相)か ら年俸を供与される。
カイロ、アレキサンドリアなどで信奉者に囲まれる<カ イロでは自宅を

教場としてアブ ドゥフ、ザグルールなどの弟子を育て、哲学・神学 。法

学 。天文学などを講じた。アズハル大学の教授 。学生に影響与える (ア

ズハル大学でも教えた ?)イ ジュテイハー ドの再開を唱える。また毎夕
コーヒー店でも若者に革命を説いた>立憲主義改革を求める知識人・官

僚らの組織化にも寄与 後の国民党につながる
。1876       《エジプトはョーロッパ人内閣の下で英仏による財政の二重管理を受ける

ようになる》
。1876       《「アフラーム」紙創刊、アブドゥフら反植民地の論陣を張る》
。1877       週刊紙(誌?)「 ミスル (エ ジプト)」 を弟子たちが創刊》
。1878       《週刊紙(誌 ?)「テイジヤーラ (商業)」 を弟子たちが創刊》

アフガーニーも変名で寄稿<イ スマーイールの暗殺計画も立てた?>
。1879(40/41歳) 《列強の圧力でエジプト副王 (ヘデイーヴ)イ スマーイールが廃位とな

り、息子のタウフィークに代わる》アフガーニー国外追放、インド・ボ
ンベイに渡る 《オーラビー運動の中心となる「国民党」結成 (綱領はア

フガーニーの影響大)》
・1880/81^-82?(41/42～ 43/44売疑)

藩王国ハイデラバードでイギリスの監視を警戒して2年間過ごす。
・1881～82     「ネーチャリー派の真実とネーチャリーの人々に関する解説 (物質主義者ヘ

の反論)」 を公刊、対英従属路線を強めるアフマド・ハーン (カ ーン)を批判
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・1881～82     《エジプトでオーラビー革命、82・ 9イ ギリス軍にオーラビー降伏、
セイロンに流罪》

・1882(43/44歳) カルカッタ<オ ーラビー革命への影響を恐れたイギリスはアフガーニー

がカルカッタから動かぬように命じる、オーラビー降伏後解除>《アブ

ドゥフがエジプトから国外追放される》
・1883(44/45歳) ロンドン
・1883～ 85(44/45～46/47歳) パリ アブドウフと行動を共にする
。1884(45/46歳 )3月 ～10月  パリで「固き絆 (ア ルウルワ。アルウスカー)」 誌発行 (18号

まで出す)<秘密結社「固き絆協会」の機関誌として「東方の人々全体

およびムスリムたち」に向けて発行、アフガーニー発行責任者 。アブド

ウフ編集長>「インドの物質主義者たち」(固 き絆に掲載)で再びアフマ

ド=ハーンを批判。フランスの文献学者ルナンと論争
。1885(46/47歳) ロンドン イギリスの帝国主義政策を改めさせようと政府 。世論に働き

かける(83?)ス ーダンのマフデイー運動へも対応 《この頃アブドゥフと別

れる、アブドゥフはその後単独でベイルート滞在、1889許されて帰国》
。1886(47/48歳)  イランのナースィル・ディーン・シャーの招きでイランに渡る (帰国?)

ブーシェール、シーラーズ、イスファハーン、テヘランなど各地を訪間

政府の顧間格として司法上の改革などを推進、すぐにシャーと対立(?)、

保守的な首相・官僚の妨害で逮捕され、国外追放となる
。1887(48/49歳) モスクワ                     '
。1888～ 89(49/50～ 50/51歳) サンクト=ペテルブルク ロシアの保守派とも接触
。1889頃        ミュンヘン
・1889～90     再びイランのシヤーに招かれてテヘランヘ渡る
。1890        《イランでタバコ専売権がイギリス系のペルシャ帝国タバコ会社に転売さる》
。1890(51/52歳)  シャーと対立、アフガーニーは病身だったがシャーの命令で国外追放となる
。1891(52/53歳)  ケルマンシャー (イ ラン)、 バグダード、ロンドン
・1891       《2月 シャーがタバコ専売権を売り渡したことが公表さる、反対運動起

きる》アフガーニーはロンドンからシャーを断罪した手紙を大アヤトツ

ラーに送る 《12月 タバコ禁上の教令出される<タ バコ・ボイコット運動

頂点に>92・ 1専売権撤回》
・1892(53/54歳)  ロンドン滞在中にアブデュル・ハミト2世の招きを受けイスタンブルに渡る
。1892～97     イスタンブル滞在 アブデュル・ハミト2世の提唱するパン・イスラーム

主義の運動に協力を要請される。アフガーニーはアガー・ハーン・ケル

マーニーらイランからの亡命者 3人 と共に各地のシーア派指導者にパ

ン・イスラーム運動への協力を呼びかける。イランのシャーヘの非難は

禁止されるが、イランからはアフガーニーらの運動はカージャール朝打

倒を意図したものだと抗議 《オスマン政府はアガー・ハーン・ケルマー

ニーら3人 を監禁入獄さす》アフガーニーは次第にスルターンと対立、

しかし出国は許されず。
・1896(57/58歳) 《弟子のレザー・ケルマーニーがナースイル・ウッディーン・シャーを暗

殺》イラン政府はシャー暗殺を教唆したとしてアフガーニーらの引き渡

しを要求。アブデュル・ハミト2世はアフガーニーはイラン人ではない

として引き渡しを拒否、他のイラン人亡命者 3人は引き渡されタブリー

ズで処刑される。アフガーニーはイスタンブルを離れることが許されず

幽閉状態
。1897(58/59歳 )3月 幽閉先からイランの同志に最後の手紙を送る 3月 9日 病没

(毒殺説もある)
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