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動
で

き

な
い

か

ら

で

あ
る

。

つ

ま

り、

「

信
教
の

自
由
」

を

容
認
し

て

い

る

国
家
の

下
で

合
法
化
さ

れ
た

宗
教
で

し
か

公
共
宗
教
と
し

て

活
動
で

き

な

い

こ

と

に

な
り、

そ
も
そ

も

合
法
的
で

は

な
い

宗
教
は

国
家
か

ら

排
除

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

ま
た、

現
実
的
に

公

共
性
は、

国
家
に

よ

っ

て

認
め

ら
れ

て

初
め

て

存
立
す
る

の

で
、

宗
教
と

同
じ
く

国
家
の

下
に

し

か

形

成

で

き
な

い

可
能
性
が

あ
る

。

　

そ
し

て
、

公
共
宗
教
を
日

本
で

考
え
る

と

次
の

よ

う
な

特
質
が

関
連
し

て

く
る

。

日
本
で

の

公
共
は

「

公
」

と

い

う
歴
史
的
な

拘
束
性
が

あ
る
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

公
共
性
の

歴
史
が

浅
く
日
本
の

公
共
が

国
家
を
表

す
「

公
」

と
つ

な
が
り

や

す

い

た

め、

日

本
で

の

公
共
宗
教
は

容
易
に

国

家
宗
教
と

し
て

意
識
さ

れ

や

す
い

の

で

あ
る

。

こ

の

顕

著
な

例
が

「

公
」

の

神
社
を

掲
げ
る

靖

国
神
社
問
題
で

あ
る

と
い

え

る
。

そ
れ
を

現
在
抑
え

宗
教
問
を

共
生
さ

せ

て

い

る

の

は

政
教
分

離
規
定
で

あ
る

。

政
教

分
離
に

よ
っ

て

国
家
の

下
に

宗
教
が

位
置
し

て

い

る
こ

と

で

宗
教
問
の

対
立
は

回

避
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

公
共

宗
教
は、

「

信

教
の

自
由

」

や

政
教
分
離
の

規

定
内

の

中
で

な
け

れ

ば

活
動
で

き
な
い

。

公
共
領
域
で

の

宗

教
の

活
動
に

は

政

治
的
な

妥

協
が
求
め

ら
れ

る
こ

と

に

な
る

。

そ
し
て

こ

の

よ

う
な

中
で、

で

は

何
故
宗
教
な
の

か
、

特
に

何
故

市
民
社
会
的
な

公

共
宗
教
な

の

か

は

依
然
と

し

て

解
け
な
い

の

で

あ
る

。

な
お

そ

れ
で

も
公

共
宗
教
の

可
能
性

が

あ
る

と

す
れ
ば、

諸

宗
教
（

あ
る
い

は

諸
宗
教
間）

の

対
社
会
的
な
活

動
を
通
し

て

凵
本
の

国
家
の

枠
組
み

内
で

新
た

な
一

つ

の

公
共

性
を

生
む

可
能
性
に

あ
る

。

例
え

ば、

千
鳥
ヶ

淵
戦
没

者
墓
苑
で

の

諸
宗

教
が

営
む

よ

う
な
慰
霊

祭
の

形
で

あ
る

。

　
し
か

し、

翻
っ

て

考
え
て

み

る

と、

例
え
ば
行
基
の

社
会
活
動
の

よ

う

に
、

宗
教
は

国
家
が

行
い

え

な

い

も

の

を

代
わ

り

に

行
っ

て

き
た
と
い

う

伝

統
が

あ
る

。

つ

ま

り、

公
共
宗
教
は

伝
統
的
に

存
在
し

て

き
た
の

で

あ

る
。

現
代、

公
共
宗
教
が

い

わ
れ

て

い

る

の

は、

近

現
代
社
会
が

宗
教
を

排
除
し、

私

事
化
し

宗
教
の

活
動
を

等
閑
視
し
て

き
た

か

ら

だ

と

も
い

え

る

が
、

も
う
一

度
宗
教

活
動
の

再
確

認
が

必
要
だ
と

考
え

る
。

宗
教
概
念
に

ま
つ

わ
る

言
説
空
間

　
　

ー
現

代
日

本
の

場

合

1
近

　
藤

光

博

　

本
発
表
は
、

現

代
口

本
に

お

け
る
宗
教

概
念
の

言

説
論
的
布
置
の

モ

デ

ル

化
を
お

こ

な

う
こ

と

で、

《

ポ

ス

ト

宗
教
概
念

批
判
の

宗

教
学
》

の

構

想
と

い

う
課
題
へ

の

示
唆
を

得
よ
う
と

し
た

。

　

 
ま

ず
宗

教
概
念
と

そ
の

周

辺
に

形

成
さ
れ

る

言
説
空

間
を

確
認
し

た
。

具

体
的
に

は、

「

宗
教
」

と

い

う
語
の

も
っ

と

も

顕
著
な
意

味
内
容

が

教
団、

主
と

し

て

「

新
興
宗
教
」

を
指
す
こ

と
。

そ

こ

に

は
、

犯
罪
行

為
や
「

狂
信
」

と

い

っ

た

社
会
的
に

評
価
さ

れ
な

い

事
柄
と

の

強
い

観
念

連
合
が

あ
る

こ

と
。

一

方
、

「

宗

教
」

と

い

う
語
が

肯
定
的
な

価
値
を
も

つ

場

合
と
し
て

、

］

人
ひ

と

り
の

内
面
性
の

純
化
／
立
て

な

お

し

や

日

常

規
範
の

確
立
が

優
先
し

て

い

る

こ

と

な

ど

を
確
認
し

た
。

　

 
古
代
史
の

文

脈
に

お

け

る

「

宗
教
的
儀
式
」

と

い

う
表
現
に

注
目
し

た
。

そ

こ

か

ら、

古
代
人
が

執
り
行
う

儀
礼
そ

の

も

の

と

し

て

の

《

宗
教

的
な

も

の
》

と

い

う
観
念
を

抽
出
し

た
。
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次
に

、

世
俗
概
念
の

不

在
、

お

よ

び

そ
の

代
替
概
念
の

不
在
を

指
摘

し

た
。

こ

れ

は
、

宗
教

概
念
と

の

対
比
で
、

社
会
問
題
へ

の

取
り
組
み
の

た

め
に

参
照
さ

れ、

公

的
な
空

間
を

維
持
す
る、

現
代
的
な
も
の

の

観
念

に

は

特
定
の

語
が

与
え
ら
れ
て

お

ら

ず
、

世

俗
概
念
は
そ

の

役
割
を
担
う

に

は

い

た
っ

て

い

な

い

こ

と

を

意
味

す
る

。

そ

し

て
、

（
a
）

「

科
学
」

「

理

性
」

「

合
理

性
」 、

（

b
）

「

ふ

つ

う
」

「

常
識
」

、

（

C
）

「

経
済
」

な
ど

の

語
も

同
様
で

あ
る

こ

と
が

確
認
さ

れ
た

。

　
 
さ

ら

に
、

現
代
日

本
の

言
説
空
間
に

お

い

て
、

「

宗
教
」

や
「

世
俗
」

の

語
の

観
念
包
接
力
が

お

よ
ぶ

範
囲
は
き

わ
め

て

狭
小
で、

そ
の

《

あ
い

だ
》

の

空

間
が

ほ
と

ん
ど

で

あ
る

こ

と

を
確
認
し

た
。

そ

の

分

析
と
し

て
、

《

文
化
慣
習
》

〔
占
い

、

年
中
行
事
／
イ
ベ

ン

ト
）

、

《

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル
》

、

《

フ

ァ

ン

タ
ジ

ー
》

（
童
話、

小
説、

マ

ン

ガ、

映
画）

、

《

宗
教

代

替
機
能
》

（

ナ

シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム
、

恋
愛、

芸
術
体
験
）

と

い

う
実

体
論
的
な

分
類
を
ま

ず
示
し
た

。

そ
の

上
で

、

そ

こ

に

言
語
存
在
論
的
な

位
相
を

見

い

だ
し
た

。

具
体
的
に

は、

（
a
）

不
気
味
な
も
の

／
非
日

常
的
な
も
の

／

非
現
実
的
な

も
の、

（
b
）

高
度
に

抽
象
的
な
も
の、

す
な
わ
ち
理

念、

理

想、

価
値

、

（

c
）
比
喩、

（

d
）

激
情
あ
る

い

は

狂
気
を

抽
出
し
た

。

こ

れ

ら
の

要

素
は
、

宗
教
／

世
俗
の

二

分
法
を

回
避
し
た

、

あ
る
い

は

そ
れ

に

回

収
さ

れ
え
な
い

人
聞

存
在
の

諸
要
素
の

は

た
ら
き
を

強
く
想
定
さ
せ

る

と

と
も
に

、

「

宗
教
」

「

世
俗
」

と

い

う
二

つ

の

語
そ
れ

ぞ

れ
の

周
辺
に

形

成
さ
れ

る

《

重
力
場
》

に

も
は

た

ら

い

て

い

る

こ

と
を

確
認
し
、

あ
る

種

の

世
界
観
の

構
築
に

資
す
る

可
能
性
が
あ
る

こ

と
を

指
摘
し
た

。

　
 
最
後
に
、

三

つ

の

示
唆
を
お

こ

な
っ

た
。

す
な
わ

ち
、

（
a
）

宗
教
概

念
の

使
用
と

観
念
包
接

力
に

関
す
る、

実
証
的
な
研

究
が
お

こ

な
わ
れ
る

べ

き
で

あ
る

。

宗
教
概
念
は

観
念
上
の

構
築
物
で

あ
る

だ

け
で

な
く、

実

生

活
に

お

い

て

流
通
し、

既
存
の

言
説
11
制
度
的
な
秩
序
（
権
力）

を
さ

さ

え
る

具
体

的
な

語
で

も
あ
る

。

今、

こ

の

様
態
に

こ

そ
注
目
す
べ

き
で

あ
る

。

（
b

）

《

「

世
俗
」

の

宗
教

学
》

の

確
立
が

急

務
で

あ
る

。

宗
教
／

世
俗
の

二

分

法
は

、

現

時
点
で

極
度
に

観
念
的
な

レ

ベ

ル

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
。

歴

史
的
な

文
脈
の

な
か

で

そ

れ
を
跡
づ

け
て

い

く
必
要
が

あ
る
。

（
c
）

《

宗
教
と

世
俗
の

あ
い

だ
》

に

関
す
る

研
究
が

促
進
さ

れ

る

べ

き

で

あ
る

。

必
須
な
の

は

個
別
具

体
的
な

文
化
事
象
の

研
究
で

あ
る

が
、

そ

こ

に

は
、

言
語

存
在
論
的
な
、

そ
れ
ゆ

え

あ
る

種
の

普
遍
性
を
も
っ

た

世
界

観
（

人
問
と

社
会
と

歴
史
に

関
す
る

包
括
的
理

解
）

の

構
想、

少
な

く
と

も
そ

れ

へ

の

視
線
が
と

も

な

わ
ね
ば
な
ら
な
い

。

な
ぜ

な
ら、

要

請
さ

れ

て

い

る

の

は、

実

際
に

通
用
し

て

い

る

11
支
配
的
な

言
説

構
造
（
モ

ダ
ニ

ズ
ム

と

ポ

ス

ト
モ

ダ
ニ

ズ
ム

と

ポ
ス

ト

モ

ダ
ニ

ズ

ム

批
判
の

全
て）

へ

の

批

判
だ
か

ら
で

あ
る

。

1
こ

れ
ら

の

道

筋
を

丁

寧
に

踏
査
す

る

こ

と

で、

《

ポ

ス

ト

宗

教
概

念
批
判
の

宗
教

学
》

は

分
析
と

批
判
の

可

能
性
を

あ
ら
た
に

す
る

こ

と

が
で

き

る

だ

ろ

う、

と

結
論
づ

け
た

。
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