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パ ネル

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

か

ら
、

複
合
性、

関
係
性、

流

動
性
に

注
目
し
て

主

体
の

再
構
築
と

再
交
渉
を

読
み

取
ろ

う
と

し
て

い

る
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま

と

め

黒

　
木

雅

　
子

　

本
パ

ネ
ル

で

取
り
上
げ
る

「

ジ
ェ

ン

ダ

ー

宗
教
学
」

は、

社
会
の

周

縁

に

位
置
す

る

女

性
の

声
に

耳
を

傾
け
る

こ

と
、

男
性
中
心
主

義
と

西
洋

中

心
主
義
の

解
釈
に

疑
義
を
呈
す
る

批
判
的
な

視
点
を

も
つ

こ

と
、

そ
し
て

女
性
の

み

に

限
ら
ず

性
的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ

な

ど

の

弱

者
の

視
点
を

重
視
す

る

こ

と

を
目
指
し、

宗
教
を
包
括
的
に

論
じ

よ

う
と
す

る

も
の

で

あ
る

。

ジ
ェ

ン

ダ

ー
は

単
な
る

社
会、

文
化
的
に

形
作
ら

れ
た

性
差
と

い

う
意
味

に

と
ど
ま
ら

ず、

現
実
の

不
公

平
や
不
均

衡
を

顕
在
化
し

権
力
関
係
を

指

し

示
す
視

角
で

あ
る
。

宗
教
は

「

ジ
ェ

ン

ダ
ー

」

を

形
作
り、

人

間
を

超

え
た

存

在
の

名
の

下
に

そ

れ
を

権
威
づ

け
し

て

き

た
。

「

ジ
ェ

ン

ダ
ー

宗

教
学
」

は
、

世
界
宗
教
の

家
父

長
制
的
な

性
質
を

批
判
し

て

き
た
フ

ェ

ミ

ニ

ズ
ム

の

長
い

歴
史
に

基
づ
き

、

宗
教
が

女
性
や

少
数
者
へ

の

不

当
な

価

値
観
や

社
会
構
造
の

形
成
に

加
担
し
て

き

た
こ

と

を

明
ら
か

に

す
る
と

同

時
に、

そ

う
し

た

フ

ェ

ミ
ニ

ズ
ム

の

ア
プ
ロ

ー
チ
が
西

洋
中
心
主
義
的

啓

蒙
主

義
や

植
民
地

主
義
に

関
わ
っ

て

い

た
と

い

う
問
題

点
を

も

検
証
す

る
。

本
来、

性
別
や

人
種
や

性
的
指
向
な
ど
に

と

ら
わ
れ
な
い

「

普
遍
」

的
教
え

を

説
く
は

ず
の

仏
教
や
キ
リ

ス

ト
教
か

ら

排
除
さ
れ
て

き

た

人
々

に

対
し
て

、

宗
教

研
究
は

ど

う
向
き

合
う
事
が

出
来
る

か
を

問
う
こ

と

に

な

る

だ
ろ

う
。

　

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

活
躍
す
る

「

宗
教
と

ジ
ェ

ン

ダ
ー

」

研

究
者
の
一

人

U
・

キ
ン

グ
は、

ジ
ェ

ン

ダ
ー

の

視
点
を
積

極
的
に

活
用
す
る
こ

と

な

し

に

は
、

「

ど

の

よ

う
な

宗
教
も
も
は

や

正

し
く

記
述、

分
析

、

説
明
さ

れ

え

な
い
」

、

と

主

張
し

て

い

る

（
囚

冒
瞬

鱒

OOe

。

も
し
ジ
ェ

ン

ダ
ー
が

社

会
の

中
の

性

差
に

ま

つ

わ
る

非
対

称
性
を

あ
き

ら

か

に

す

る
の

で

あ
れ

ば
、

人
間
の

平

等
な

尊
厳
と

解
放
を
目

指
す
宗
教
と

い

う
事
象
の

研
究
に

ジ

ェ

ン

ダ

ー
の

視
点
が

欠

落
し
て

い

る

こ

と

こ

そ

が
、

そ

も
そ

も
不
適

切

で

あ
る

。

宗
教
と
は

本
来
的
に、

暴
力
や
抑
圧
を
正
当
化
す
る
の

で

は

な

く
、

社
会

的
弱
者
の

置
か

れ
た
状
況
を

是
正

し
、

す
べ

て

の

存
在
の

自
由

と

価
値
と

尊
厳
を
主

張
し

、

こ

れ
ら
を

実
現
す
る

べ

き
も
の

で

あ
ろ

う

（

『

ジ
ェ

ン

ダ

ー

で

学
ぶ

宗
教
学
』

田

中
・

川

橋
編

、

世
界
思
想
社、

二

〇

〇
七

年
）

。

ジ
ェ

ン

ダ
ー

の

視
点
を

通
し

て

宗

教、

お

よ

び

宗
教

研

究
を

見
直
す
こ

と

は
、

宗
教
を

伝
統
や

後
進
性
と

、

他
方
フ
ェ

ミ
ニ

ズ

ム

を

近
代
や

世
俗
性
と

結
び
つ

け
る

よ

う
な

二

項
対
立

的
枠
組
み

を

問
い

直

す
こ

と

で

も
あ
る

。

こ

の

作
業
を

通
じ

、

宗
教

的
実
践
を

見
つ

め

な
お

す

機
会
を
提
供
す
る

こ

と

に

も

な

ろ

う
。

ジ
ェ

ン

ダ
ー

の

問
題
は

宗
教
の

巾

に

遍
在
し

て

い

る
。

そ
れ

が

複
雑
で

多
層
的
で

あ
る

か

ら
こ

そ、

多
く
の

人
に

よ

る

さ

ま
ざ
ま
な

視
点
か

ら
の

議
論
が
求
め

ら
れ

て

い

る
。

ジ
ェ

ン

ダ

ー
は、

こ

れ
か

ら
の

宗
教

研
究
に

と
っ

て、

ま
す
ま

す
重
要
な
視
座
と

な

る
だ
ろ

う
。

　

本
パ

ネ
ル

は
、

そ
う
し
た

問
題
提
起
の

ひ

と

つ

と
し
て
、

従
来
の

宗
教

学
で

は

十
分
な

議
論
を
行
っ

て

こ

な

か

っ

た
宗
教
研
究
者
の

姿

勢
を
問
題

に

し

つ

つ
、

日
本、

韓
国、

エ

ジ

プ

ト、

ア

ジ

ア

系
ア

メ

リ
カ

人
と

い

う

非
西
洋
の

女

性
た

ち
を

対
象
に
、

こ

れ
ま

で

の

宗
教
研
究
に

内
在
す
る

偏
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ハ 不 ル

向
の

問
い

直
し
を

試
み

た
。

　
コ

メ

ン

テ
ー
タ
を

含
め

た

当
日
の

質

疑
応
答
で

は、

脱
ジ
ェ

ン

ダ
ー

化

が

必

要
か

ど

う
か
、

ポ
ジ
シ

ョ

ナ
リ
テ

ィ

の

複
合
性、

ポ
ジ
シ

ョ

ナ

リ

テ

ィ

を

問
わ

れ
な
い

権
力
側
の

無
意
識
さ、

男
性
の

ジ
ェ

ン

ダ
ー
的

視
点
の

欠
如

、

男

性
に

よ
る

ジ
ェ

ン

ダ
ー

研
究
不
足
な
ど
を
め

ぐ
っ

て

意
見
が

飛

び

交
っ

た
。

　
こ

の
パ

ネ
ル

の

目
的
は

ジ
ェ

ン

ダ
ー

の

視
点
を

特
権
化
す
る

も
の

で

は

な
い

が
、

日

本
の

宗
教
研
究
の

現
状
で

は
、

こ

の

視
点
を
い

ま
だ

強
調
し

す
ぎ

て
も

強
調
し
す
ぎ
る

こ

と

は

な
い

の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

教
祖
伝
の

脱
構
築

　

　
　

　

　

代
表

者

幡
鎌

　一

弘

コ

メ

ン

テ

ー

タ
・

司
会

　
堀
内
み

ど

り

記
憶

・

ナ

ラ

テ

ィ

ヴ
・

教
祖
伝

宮

本

要

太

郎

　

教
祖
伝
を

構
成
す

る

個
々

の

出
来
事
は

、

出
来
事
と

し
て

切

り

取
ら

れ、

解
釈
さ

れ、

再
構
成
さ

れ
る
こ

と
を
通
じ
て、

初
め
て

〈

出
来
事
〉

と

し

て

知

覚
さ

れ
る

。

ま
た
、

エ

ピ

ソ

ー
ド
を

伝
え

る

人

び
と

の

記
憶

は
、

教
祖
伝
と

い

う

解
釈
の

様
式
に

お

い

て

表
現
さ

れ
る

こ

と

に

よ

っ

て

共

有
さ

れ

う
る

記
憶

、

す
な

わ

ち
〈

記
憶
〉

と

な
る
。

重
要
な

の

は
、

　
〈

出
来
事
〉

と
〈

記
憶
〉

の

間
の

循
環

関

係
で

あ
る

。

教
祖
伝
は

〈

教

祖
〉

（
を

構
成
す
る

さ
ま

ざ

ま

な
出

来
事）

を

記
憶
す
る

た
め

に

叙
述
さ

れ
る

。

し

か

し

い

っ

た
ん

教
祖
伝
が

成
立
す
る

と
、

そ

れ

は

出
来
事
の

解

釈
と
い

う
行
為
を
要
求
す
る

。

記
憶
さ
れ
た
出
来
事
（

す

な

わ

ち

教
祖
伝

を

構
成
す
る
一

連
の
エ

ピ

ソ

…
ド
）

と
、

出
来
事
に

よ

っ

て
（
再）

解
釈
を

促
さ
れ

る

記
憶
（
エ

ピ

ソ

ー

ド
の

意

味
を
探
求
す
る

こ

と
）

と

は、

教
祖

伝
に

お

い

て

循
環
し
な
が
ら

相
互
に

補
足
し
合
い

つ

つ
、

教
祖
に

つ

い

て

・

の
一

連
の

イ

メ

ー
ジ

を

構
成
す
る

（

す
な
わ
ち

教
祖
像
を

形
象
化
す
る）

。

　

こ

の

解
釈
学
的
循
環
に

お

い

て

は
、

個
々

の

出
来
事
に

つ

い

て

の

記

憶

が

時

間
軸
に

そ

っ

て

構
成
さ

れ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

教
祖

伝
の

構
築
と

い

う

新
た
な

出
来
事
が

生

じ、

さ

ら

に

そ

の

教
祖
伝
が

受
容
さ

れ
る

こ

と
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