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日 本 に お け る イ ス ラ ム 教 認 識 は 、 歴 史 的 に

見 て 日 本 人 の 大 多 数 が 仏 教 、 な い し は 神 道 に

帰 依 し て い た 関 係 上 、 こ れ ら 仏 教 や 神 道 な ど

に 比 べ て 浅 く 、 現 代 ま で 日 本 人 に と っ て の イ

ス ラ ム 教 に 対 す る 認 識 の 低 さ に つ な が っ て い

る 。 日 本 人 に と っ て イ ス ラ ム 教 が 意 識 さ せ る

よ う に な っ た の は 、 ２ ０ ０ １ 年 の ア メ リ カ に

お け る 同 時 多 発 テ ロ 以 降 と 言 っ て も 良 い く ら

い の も の で 、 そ れ 以 前 で あ れ ば 、 １ ９ ７ ３ 年

の 石 油 危 機 、 ま た そ の 後 の イ ラ ン に お け る イ

ス ラ ム 革 命 に よ っ て ア ラ ブ 地 域 へ の 関 心 が 高

ま っ た 時 で あ っ た 。  

し か し な が ら 、 日 本 と イ ス ラ ム 圏 と の 交 流

は 、 意 外 に 古 く か ら あ る と さ れ 、 奈 良 、 平 安

時 代 に は 始 ま っ て い た と す る 本 も 有 る 。（ 東  

隆 眞 『 日 本 の 仏 教 と イ ス ラ ー ム 』 春 秋 社 ）  

ま た 、 最 大 の イ ス ラ ム 教 国 で あ る イ ン ド ネ

シ ア な ど は 経 済 的 関 係 上 に お い て 重 要 地 域 で

あ り 、 今 後 ま す ま す そ の 交 流 は 盛 ん と な る こ

と を 考 え る と 、 イ ス ラ ム 教 に 対 す る 日 本 人 の
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知 識 、 認 識 を 深 め る こ と は 重 要 と な っ て ゆ く

こ と は 間 違 い な い 。  

だ が 、 私 た ち は 、 日 常 生 活 に お い て イ ス ラ

ム に 接 す る 機 会 も 少 な く 、 自 然 、 モ ス ク が 建

っ て い て も 、 見 落 と し て し ま っ て い る 場 合 が

多 い の は 事 実 で あ る 。 そ れ は 、 調 べ て み る と

日 本 主 要 な 都 市 に は 大 小 の 差 は あ れ 、 モ ス ク

が 建 っ て い る が 、 実 際 そ の 地 域 に 住 ん で い て

も 、 意 外 に そ の 存 在 を 知 ら な い こ と が 多 く あ

る 事 か ら も 分 か る 。  

で は 何 故 一 般 の 日 本 人 は こ れ ほ ど ま で に イ

ス ラ ム 教 に 対 し て 無 関 心 で あ り 興 味 が 薄 い の

で あ ろ う か 。 日 本 で は イ ス ラ ム 教 が こ れ ま で

ど の よ う に 扱 わ れ て き た の か 見 て ゆ き た い と

考 え る 。  

日 本 人 の 多 く に と っ て 、 見 落 と し が ち な 日

本 の イ ス ラ ム 教 で は あ る が 、 そ の 活 動 は 全 国

規 模 で あ り 、 盛 ん で あ る 。  

宗 教 法 人 と し て も 、 日 本 イ ス ラ ム 教 団 を は

じ め 、 日 本 ム ス リ ム 協 会 、 イ ス ラ ミ ッ ク ・ セ
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ン タ ー ・ ジ ャ パ ン な ど が あ り 、 そ れ ぞ れ が 宗

教 活 動 を 行 っ て お り 、 学 術 団 体 と し て も 日 本

イ ス ラ ム 協 会 な ど が あ る 。  

さ ら に 、 日 本 に は イ ス ラ ム 教 国 圏 か ら 多 く

の 人 々 が 訪 れ 、 あ る い は 在 住 し て お り 、 そ の

数 は １ ０ 万 人 と も ３ ０ 万 人 と も 言 わ れ て い る 。 

ま た 、 コ ー ラ ン の 日 本 語 訳 な ど も 数 多 く 出

さ れ て お り 、 現 在 で は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 し て 閲 覧 す る こ と も 可 能 で あ る 。  

次 に 、 こ れ ま で の 日 本 人 と イ ス ラ ム 教 と の

関 わ り と い う も の は ど の よ う な も の で あ っ た

の で あ ろ う か 。 日 本 人 と イ ス ラ ム 教 と の 接 触

に つ い て み て ゆ き た い と 考 え る 。  

日 本 人 と し て 初 め て イ ス ラ ム 教 徒 と な っ た

人 物 に は ア ブ ド ル ・ ハ リ ル 新 月 こ と 山 田 虎 次

郎 （ １ ８ ６ ６ － １ ９ ５ ７ ） や ア フ マ ッ ド ・ 阿

馬 土 こ と 有 賀 文 八 郎 （ １ ８ ６ ８ － １ ９ ４ ６ ）

ら が 挙 げ ら れ 、 ま た 、 初 め て メ ッ カ 巡 礼 を 行

っ た 日 本 人 イ ス ラ ム 教 徒 と し て 、 山 岡 光 太 郎

と い う 人 物 が 挙 げ ら れ 、 そ の 様 子 は 彼 の 著 書
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『 世 界 乃 神 秘 境 ア ラ ビ ア 縦 断 記 』（東 京 東 亜 堂

書 房 、明 治 ４ ５ 年 ）に 詳 し く 述 べ ら れ て い る 。  

彼 は 、 明 治 ４ ２ 年 か ら ４ ３ 年 に か け て メ ッ

カ へ と 巡 礼 し 日 本 人 初 の 「 ハ ッ ジ 」 と な っ た

わ け で あ る が 、 こ の 人 物 は 元 々 イ ス ラ ム 教 徒

と し て 巡 礼 を し よ う と し て い た わ け で は な く 、

「 邦 人 未 踏 の 亜 刺 比 亜 神 府 指 し て 」 ア ラ ビ ア

半 島 、そ し て メ ッ カ へ と 行 こ う と し て い た が 、

そ の 途 上 の ボ ン ベ イ に お い て 急 遽 イ ス ラ ム 教

徒 と な っ た 。 す な わ ち 言 い 方 は よ く な い が 、

「 に わ か イ ス ラ ム 教 徒 」 で あ っ た の で あ る 。

そ の 証 拠 に 、「イ ス ラ ム に つ い て の 知 識 は 怪 し

げ な も の で 、 礼 拝 殿 を 出 た の ち 、 ム ラ ー ド に

向 っ て 『 何 が た め 四 方 拝 せ る や 』『 神 格 は 何 処

に 』『 こ れ を 標 象 せ る 神 体 は 那 辺 に あ り や 』 な

ど 、愚 問 を 連 発 し た り 、カ ム ラ ン 検 疫 所 で は 、

大 便 を 紙 片 で 拭 っ た と こ ろ を 見 と が め ら れ 、

教 徒 の 間 に 物 議 を か も し た り す る 失 敗 も あ っ

た 」（ｈ ｔ ｔ ｐ ： ／ ／ ｉ ｓ ｌ ａ ｍ ｃ ｅ ｎ ｔ ｅ ｒ ．

ｏ ｒ ．ｊ ｐ ／ j ｐ ｎ ／ ａ ｓ ｓ ａ ｌ ａ ｍ ／ Ａ ｓ ｓ
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ａ ｌ ａ ｍ Ｎ ｏ ． ４ ． １ ． ｈ ｔ ｍ よ り 引 用 ） そ

う で あ る 。  

山 田 虎 次 郎 や 有 賀 文 八 郎 は 純 粋 に イ ス ラ ム

教 に 対 し て 共 感 し た か ら こ そ 改 宗 し た わ け で

あ る が 、 山 岡 光 太 郎 の 場 合 イ ス ラ ム 教 に 必 ず

し も 関 心 が あ っ た わ け で は 無 か っ た こ と が 分

か る 。  

学 術 研 究 と い う 立 場 か ら 、 現 在 で は 各 大 学

に お い て 広 ま っ て き た イ ス ラ ム 教 に つ い て の

研 究 ・ 講 義 で あ る が 、 そ の 始 ま り は ど の 辺 り

に あ る の で あ ろ う か 。 日 本 に お け る イ ス ラ ム

研 究 に つ い て み て ゆ き た い と 思 う 。  

日 本 に お け る イ ス ラ ム 教 研 究 と い う も の も

歴 史 と し て は あ ま り 古 く な い 。  

主 に こ の 研 究 が 始 ま っ た の は 明 治 時 代 に 入

っ て か ら で あ り 、 特 に 研 究 が 盛 ん に な っ た の

は １ ９ ３ ０ 年 代 、 日 中 戦 争 の 勃 発 と と も に 中

国 西 北 部 侵 攻 と と も に 中 国 ム ス リ ム に 対 す る

軍 事 政 策 上 重 要 度 が 増 し た こ と や 、 大 東 亜 共

栄 圏 の 名 の 元 に 南 進 を 推 し 進 め て ゆ く 上 で 、
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東 南 ア ジ ア の ム ス リ ム に 対 す る 政 策 的 関 心 の

高 ま り に よ っ て 、 い わ ば 時 局 便 乗 的 な 形 で イ

ス ラ ム 研 究 が 形 成 、 組 織 化 さ れ て い っ た 。  

 し か し こ の 時 局 便 乗 的 な 研 究 は 、 軍 部 、 外

務 省 、 大 東 亜 省 な ど の 官 僚 主 義 的 利 害 関 係 か

ら の 競 合 の 間 で 十 分 な 組 織 化 が 行 え ず 、 さ ら

に 敗 戦 に よ っ て イ ス ラ ム 研 究 者 が 定 着 す る 間

も 無 く 、そ の ま ま 消 滅 し て ゆ く こ と と な っ た 。 

ま た 、 こ の 頃 に 研 究 機 関 と し て イ ス ラ ム に

関 す る 膨 大 な 書 籍 の 収 集 を 行 っ て き た 「 東 亜

経 済 調 査 局 」 は 戦 後 に 廃 止 さ れ 、 そ れ に 伴 っ

て 、 そ の 膨 大 な 蔵 書 の ほ と ん ど が ア メ リ カ に

流 れ る か 、 行 方 不 明 に な っ た こ と に よ っ て 失

わ れ た こ と も 、 戦 後 の 研 究 の 立 ち 遅 れ に 影 響

を 与 え て い た と い え る 。  

こ の よ う な 中 で 、『 日 本 人 に と っ て イ ス ラ ー

ム と は 何 か 』（ 筑 摩 書 房 、 １ ９ ９ ８ 年 ） と い う

著 書 の 中 で 鈴 木 規 夫 は 、 大 川 周 明 の イ ス ラ ム

研 究 に 対 す る 戦 前 、 戦 後 を 通 じ て 果 た し た 役

割 の 大 き さ を 評 価 し 、 戦 後 、 大 川 周 明 が 国 家
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主 義 者 と し て の イ メ ー ジ の 強 さ ゆ え に 、 正 当

に 評 価 さ れ て こ な か っ た 事 実 を 挙 げ て い る 。  

そ れ に よ る と 、 大 川 は イ ス ラ ム 教 が 西 欧 の

キ リ ス ト 教 に よ っ て 標 準 化 さ れ た 錯 誤 の イ メ

ー ジ を 塗 り 固 め ら れ た こ と に よ っ て 、 本 来 そ

う で は な い に も 拘 ら ず 、 常 に 錯 誤 さ れ た イ メ

ー ジ で 意 識 さ れ る こ と と な っ た こ と と 、 同 じ

く 西 欧 か ら イ メ ー ジ を 塗 り 固 め ら れ る 受 身 の

立 場 に 有 る 日 本 人 に は 共 通 点 が あ る の で は な

い か と し て お り 、 西 欧 に 対 し て 「 下 に 置 か れ

た 者 」 同 士 と し て の 意 識 か ら イ ス ラ ム へ の 関

心 を 強 く し た の で は な い か と 考 え 、 で あ る か

ら こ そ 、こ の イ ス ラ ム 教 の 正 し い 認 識 こ そ が 、

日 本 人 と し て の 自 己 認 識 へ と 繋 が る と 考 え て

い た と 説 明 し て い る 。  

で は 何 故 一 般 的 日 本 人 が こ れ ほ ど ま で に イ

ス ラ ム 教 に 対 し て の 知 識 と 理 解 が 無 い の で あ

ろ う か 。  

上 記 の 学 術 的 研 究 の 動 機 は お お む ね 国 家 的

理 由 な ど が 主 な も の で 、 本 人 の イ ス ラ ム 教 や
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ア ラ ブ 地 域 へ の 興 味 関 心 か ら 研 究 へ と 発 展 し

た と は 言 い が た い 事 か ら も わ か る 。  

『 イ ス ラ ム 教 を 知 る 事 典 』（ 東 京 堂 出 版 、 １

９ ９ ９ 年 ） の 渥 美 堅 持 は 、 そ の 理 由 を 、 日 本

に 沙 漠 的 環 境 が 無 い こ と や 、 大 陸 と 離 れ た 島

国 で あ る こ と な ど の 地 理 的 環 境 に 日 本 人 の 異

文 化 に 対 す る 性 格 が 特 徴 付 け ら れ た と 見 て い

る 。  

す な わ ち 、 民 族 的 交 流 の 激 し い 大 陸 的 環 境

に 対 し 、 日 本 で は 「 島 国 と い う 地 理 的 環 境 は

異 民 族 の 侵 略 か ら 身 を 守 る 天 然 の 要 塞 を 形 成

し た 反 面 、 他 民 族 ・ 異 文 化 と の 接 触 を 希 薄 な

も の に し た 」（『 イ ス ラ ム 教 を 知 る 事 典 』 ６ ２

頁 ） と し て い る 。  

ま た 、 自 然 環 境 は 沙 漠 な ど に 比 べ る と 、 人

間 の 英 知 を 持 っ て 乗 り 切 る こ と が 出 来 る ほ ど

の 温 暖 な も の で 、 そ れ が 為 「 日 本 は 人 間 を 中

心 と し て 動 く 社 会 と な っ た 」（同 上 書 、同 上 頁 ）

と し 、「創 造 主 の 律 法 が 中 心 と な っ て で き る 世

界 で は な い 」（ 同 上 書 、 同 上 頁 ） と し て い る 。 
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さ ら に は 、 日 本 人 が 水 田 の 土 の よ う に 容 易

に 姿 を 変 え る の に 比 べ 、 沙 漠 の 住 人 は 砂 粒 の

よ う に 、 そ れ ぞ れ が 一 つ の 粒 と し て 「 個 」 の

存 在 で あ り 、 そ れ 以 上 に も そ れ 以 下 に も 姿 を

変 え な い 、「 部 族 の な か に あ っ て も 、 自 分 の 存

在 を 明 示 し 、 常 に 集 団 化 さ れ な い 性 格 を 持 っ

て い 」（ 同 上 書 、 ６ ９ 頁 ） る と し て い る な ど 、

日 本 人 と 大 陸 、 特 に ア ラ ブ の 人 々 と の 違 い を

示 し 、 日 本 に は 一 神 教 が 根 付 き に く い と し て

い る 。  

こ れ ら の 要 因 が 日 本 人 の イ ス ラ ム に 対 す る

関 心 の 低 さ に つ な が っ て い る と 考 え ら れ る 。  

世 界 の 三 大 宗 教 で あ り な が ら そ の 接 点 の 低

さ か ら 、 日 本 で は あ ま り 関 心 が 払 わ れ て こ な

か っ た イ ス ラ ム 教 で あ る が 、 グ ロ ー バ ル 化 の

進 む 現 代 社 会 に お い て 、 日 本 に と っ て こ の イ

ス ラ ム 教 国 や イ ス ラ ム 教 徒 の 人 々 と の 関 わ り

は 無 視 で き な い も の と な っ て き て い る の は 確

か で あ る が 、 こ れ ま で の よ う な 態 度 の ま ま で

は イ ス ラ ム 教 は お ろ か 、 世 界 の 情 勢 に 対 し て
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も 疎 く な る 危 険 性 が 有 り 、 こ の よ う な 宗 教 に

対 す る 無 関 心 さ は 改 め る 必 要 が あ る と 同 時 に 、

異 文 化 理 解 と そ の 尊 重 が 、 逆 に 日 本 文 化 の 再

認 識 に つ な が る も の と な る は ず で あ る 。  
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