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ウズ ベ キ ス タ ン ・ イ ス ラ
ー ム 大学 を巡 る葛藤

社会変動 と国民統合 シ ン ボ ル とし て の 宗教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木之下健
一

（
一

橋大学大学院）

　中央ア ジ ア に位 置す る ウズ ベ キ ス タン は、

1991年に ソ ヴィ エ トか ら独 立 し た 新興国家で

あ る。独 立 に 伴 っ て 国 内 で 大きな議論 と な っ た

の は、「ウズ ベ キス タ ン とは どうい っ た特性 を

もつ 国 か 」、「ウズベ キ ス タ ン 国民 とは どうい っ

た 特性を もつ 人 々 か 」 とい っ たナ シ ョ ナ ル ・ア

イデ ン テ ィテ ィ に関する 点 で あ る s これは政府

が 指導 的に意義付けを行 う
一

方、人 々 の 問 で も

大きく議論 を呼 ぶ 事とな っ た。独 立 に伴 っ て そ

れ ま で ソ ヴィ エ ト国民 で あ っ た人 々 は、自らの

ア イ デ ン テ ィ テ ィ を規定 し、語 る 上 で の 岐路に

立 た され る こ と に な っ た の で あ る。

　国家の 特性や国民 の 資質 が盛ん に議 論 され

る
一方で 、こ うし た点 につ い て ウズ ベ キ ス タ ン

独 自の 特性を積極的に 語 る こ とは 容易 で は な

か っ た。そ れ は ウズ ベ キ ス タ ン が 多民族国家 で

ある
一
方、近隣諸国 との 民族的、伝統的均質性

が高い た め に、伝統、歴史、民族、言語 とい っ

た 要 素を、独 自の 要 素 と して 表現する こ とが で

きなか っ た ためで あ る。

　 こ う し た議 論 の 最中 で 、も う
一

つ の 統合 の シ

ン ボ ル と し て 期待 された の が 「宗教 ＝イ ス ラ
ー

ム 」で あ っ た。独 立 当初、実 際に 「イ ス ラ
ーム 」

は 国民 を統合する シ ン ボ ル と して 多用 され た 。

それ は 例 えば、大統領が コ ーラ ン に 手 を置い て

就任 の 宣誓 を した り、地域 コ ミ ュ ニ テ ィ で 推薦

された人が 、 メ ッ カ へ の 巡礼が出来る よ うな制

度を導入 する な ど と い っ た政策上 の 出来事で

あ る。多くの 新興国 と同様 に 、ウズ ベ キ ス タ ン

に お い て も こ う した イ ス ラ
ーム の あ り方は国

民統合 の た め の シ ン ボ ル と し て 順調 に 機能す

る か と 思 わ れ た。

　 しか し予測 に 反す る よ うな事態 は、隣国の ア

フ ガ ニ ス タ ン に お い て 戦争 が起 きた時期 と前

後 して 起 こ る よ うにな っ た。イ ス ラ
ー

ム を掲 げ

る武装 勢力が国内外 に 存在 し活発 に 活動 を開

始す るとともに、貧困地域 を中心に急進 的なイ

ス ラ
ー

ム 勢力が 人 々 の 支持 を集 め る よ うに な

っ て い っ た。こ の よ うな状況 に 対 し て政府は、

国民統 合 シ ン ボル と して の イ ス ラーム と うい

う方針 に対 して 、転換 を迫 られ るよ うにな っ た。

イ ス ラ
ーム は、人 々 を統合す るため の シ ン ボ ル

で もあ りなが ら、国家制度を窮地に追い 込む最

大勢力 と し て 政府 の コ ン トロ
ー

ル の 及 ば な い

巨大な勢力 に 発展す る 恐れ が存在 した の で あ

る。

　イ ス ラ
ー

ム は 人 々 を統合す る シ ン ボ ル な の

か 、政府 を転覆 させ か ね ない 危 険な勢力 な の か 、

こ う したジ レ ン マ を抱え た時期 の 1999年 、大統

領令に よ っ て首都 タ シ ケ ン トに 「イ ス ラーム 大

学」が 設置 され た。そ れ は セ キ ュ ラ ーな高等教

育機 関 として の 制度 を整 える
一

方 で 、イ ス ラ
ー

ム 史研 究やイ ス ラ
ー

ム の 道徳 1生な どに つ い て

の 研 究 が 行 わ れ る機 関 で あ っ た 。こ こ に 大 きな

疑問 が 残る。政府 は なぜ 政治的な緊張関係 が 顕

在化 した時期に、イ ス ラーム の名を冠 し た、宗

教系 の 大学を創設 した の か。イ ス ラ
ー

ム 大学 を

設 立 す る こ とは 、本 当 に 国 民 統合 を促進す る 上

で 有効 と考えられ て い た の か
。 政府 の 意 図をよ

そ に 、 イ ス ラーム 大学は 独 自の 発展 を遂 げて 、

政府 の 描 くよ うな理 想像 を大 きく逸脱す るよ

うな 心 配 は そ こ に は無か っ た の か 。
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　本報告は 、上 記 の よ うな問題意識 に 立 ちなが

ら、2008年に行 っ た 同大学 で の 調査を も と に 分

析 を行 っ た もの で あ る。

　同大学の在 り方に っ い て は 、関に よ る指摘が

重要な示唆を 与 え て い る。関 に よれ ば、政府に

よ る イ ス ラーム 大学設置 の 目的は 、科学を 触媒

に宗教勢力の 政治化 を緩和す る こ とで あ り、宗

教重視 の 姿勢 を貫きつ つ も、宗教 エ リ
ー

トの 要

請 をある程度国家の 管理下 に 置き た い 、とい う

もの で あ る 1
。 こ の 指摘に 沿 っ て言えば、指導

者層に対する コ ン トロ ー
ル の 促進 で あ り、政府

の 方針か ら逸脱 する こ と を 回避する よ うな取

り組み で ある。ロ ーカ ル な場で の 宗教指導者に

期待 され るよ うな役割とは異な り、こ こ で は国

や国際機関 の ト ッ プを管理 する こ と で 、安定性

を確保す る戦略が存在す る。そ れ は 、先 に 述 べ

た よ う なイ ス ラーム を 掲げ る 武装勢力や 、政府

と異な る 見解 を掲げ る宗教指導者が政府 の 中

枢に影響力 を与 え る 事を回避す る こ とで あ り、

国民統合 を行 う上 で 欠かせ ない 点 で ある。

　一方 で 、ロ
ーカ ル な場 に お い て 人 々 の 意識 に

直接 的 に 影響 を 与 え る の は モ ス ク や マ ド ラ サ

の 指導者で ある こ と を考え る と、こ の 分野 に お

け る イ ス ラーム 大学は 、国民 統合 上 の機能 に つ

い て 限界 を抱 えて い る。ただ し 政府 の 方針 と し

て は、高等教育機 関に対す る管理 の 他 に、モ ス

ク や マ ドラサに対す る管理 を並行 し て 行 う立

場 を取 っ て お り、イ ス ラーム 大学 が 影響力 を行

使 で きな い 分野 に関 して は、そ の 他 の 機 関 が 影

響 力 を持つ よ うな形で補完が 行 わ れ る よ うに

な っ て い る。

　ま た 、今後の 動向 と 関連 して 注意が 必 要 と な

る 点 は 、 意識調査 の 結果に見 られ る よ うな 人 々

の 宗教や宗教活動に 対す る意識が今後変化 し

て い く可能性で あ る。ソ ヴ ィ エ ト時代 に抑圧 さ

れ て い た イ ス ラ
ー

ム が 、活 発 に 活 動を行 うよ う

に な っ て か らも うす ぐ 20 年 が 経 と うと し て お

り、また イ ス ラ ーム 大学も本年で 設立後 10 年

を 迎 え る。こ の 間に社会 に お い て 影響力 の ある

年齢層は 大きく交代 しつ つ ある 。 こ の よ うな状

況 か ら、イ ス ラーム に 対す る意識 が 今後高ま っ

て い く事が 予想され る 。 そ の 時に 、政府が進 め

る よ うな 「公 の イ ス ラ
ー

ム 」 が 、 様 々 な勢力 を

コ ン トロ
ー

ル 下 に 置く事が出来 る か、とい う点

が今後重 要 と な る 。 イ ス ラ
ー

ム 大学 の 研究者 、

卒業生、学生 は、国内 に お け る イ ス ラ
ー

ム に っ

い て の 意識 を向上 させ る こ と に 大 きく貢献 し

て お り、彼ら 自身が政府の意図 を越 えて 独 自の

影響力 を持 つ よ うになる可能性 も十分 にある。

そ う した 時 に は、政府 の 思 い 描 く国民統合像 が

予想外の 結果 へ とつ なが っ て い く こ ととなる 。

　結論 と し て は、イ ス ラ
ー

ム 大学は指導者層 を

中心 に国民統合 を促進す る よ うな形 で機能 し

て い るが 、ロ
ーカ ル 場 で の 影響力が 限定的 で あ

り、ま た 今後 人 々 の 意識 の 変化 に よ っ て は 、国

民統合を阻害す る よ うな機能を 果 た す可能性

もあ る、とい うもの で あ る 。

1 関啓子 （2002）「ウズ ベ キス タ ン に お け る民 族 ・宗教 ・

教育」、『多民 族 社会 を 生 き る
一転換期 ロ シ ア の 人 間 形

成』、新 読書 社、250 頁 。
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