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．

後
に

藤
能
成
は
、

今
後
の

日

本
に

お
い

て、

外
国
人
の

目
に

映
る

宗
教

性

を
自
覚
し
維
持
し
な
が
ら

、

非
宗
教
性
と
世
俗
性
を
克
服

す
る

た
め

の

方

向
性
を
探
っ

て

い

く
必
要

性
を
指
摘
し
た

。

ポ

ス

ト

世
俗
主

義
と
公
共
性

　
　
　
代
表
者
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列

田
真
司

　
　
　
　
司
会
　

磯
前
順
一

総

論
　
ポ

ス

ト
世
俗
主
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と
公
共
性

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

磯

前
　
順
一

　

本
報
告
は、

＝
、

津
波
と

原

発
」

「

二
、

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

と

複
数

性
」
「

三
、

他

者
と

は
何
か
」

の

三

部
か
ら

構
成
さ
れ

る．、

政

治
的
公

共

性
は、

ハ

ン

ナ
・

ア

レ

ン

ト
が
言
う
ご

と

く、

他
者
と

の

複
数

性
の

場
と

し
て

成
り
立
っ

て

い

る

が
、

そ
れ

は

排
除
が

あ
っ

て

は

じ
め
て

そ
の

内
部

の

平
等
性
が
成
り
立
つ

も
の

で

あ
る

。

内
部
の

平
等
性
に
つ

い

て

は
、

ア

レ

ン

ト
は

異
な
る
も
の

の

平
等
性
を
説
く
が
、

実
際
に

は

た
え
ま
な
い

均

質

化
の

危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

お
り、

主

体
の

異
質
性
を
い

か
に

確
保
す
る

か
が

課
題
と

な
ろ

う
。

同
時
に、

排
除
さ
れ

た

外
部
は
、

ジ

ャ

ッ

ク
・

ラ

ン

シ

エ

ー

ル

が

言
う
が

ご

と

く
、

そ
の

内

部
に

代
補
さ
れ

る

余
白
と

し

て、

不
協
和
音
を
も
ち
こ

む
も
の

と

し

て

参
入
が
試
み
ら
れ
て

い

く
必

要

が

あ
る

。

原

発
以

降
の

日
本
社

会
は

内

部
を

均
質
化
さ
せ

る
も
の

と
し

て、

プ
チ
・

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

盛
行
と
、

そ

の
一

方
で

被
災
地
や
沖
縄

の

人
々

が
い

か
に

社
会
的
生
存
の

権
利
か
ら
排
除
さ
れ

て

い

る

の

か
、

グ

ロ

ー

バ

ル

資
本
主

義
が
推
し
進
め

る

地
域
格
差
の

問
題
が

露
呈

さ
れ

た

状

態
に

あ
る

。

そ

こ

で

は、

大
都
市
在
住
の

エ

リ
ー

ト
ら

自
由
に

移
動
で

き

る
人
々

と、

地
域
に

縛
り
つ

け
ら

れ

た
人
々
、

さ
ら
に

は

そ
こ

か

ら

無

理

や
り

引
き

離
さ
れ

故
郷
を
喪
失
し
た

人
々

の

格
差
に

は

目
を

覆
い

が

た
い

も
の

が
あ
る

。

私
た
ち
は

、

一

方
で

ア

ガ

ン

ベ

ン

の

い

う
剥
き
出
し

の

生

と
、

他
方
で

ス

ピ

ヴ
ァ

ク

の

い

う
メ

ト
ロ

ポ
リ
タ
ン

・

デ

ィ

ア

ス

ボ

ラ

と

い

う
言
葉
を

否
応
な
し
に

思
い

出
さ
ざ
る

を
得
な
い

で

あ
ろ

う。

　

そ
こ

で

お
そ
ら

く
私
た
ち
に

求
め

ら
れ

て

い

る
の

は
、

他
者
の

苦
痛
に

対
す
る

感

受
性
で

あ
ろ

う
。

そ
れ

が

新
た

な
公
共

性
を

形
成
す
る

基
本
的

な
感
性
的
パ

ル

タ

ー

ジ

ュ

を
形
成
し

て

い

く
こ

と
が

期
待
さ
れ

よ

う
。

し

か
し
一

方
で

、

ア

レ

ン

ト
の

言
う
複
数
性
と

は
、

そ
の

よ

う
な

他
者
に

対

す
る
感
受
性
を

持
つ

他
者
だ
け
で

な

く、

む
し
ろ

他
者
に

対
す
る

感
受
性

を
欠
如
し
た

多
数
の

他
者
か
ら

も

構
成
さ
れ
る

も
の

で

あ
る

。

複
数
性
と

は
、

ア

レ

ン

ト
が
い

う
よ
う
な
異
な
る

者
同
十
が
お
互
い

を

認
め

る

理
想

的
な
関
係
の

ま
ま
に

は

現
実
と

し

て

は

成
立
し
え

ず、

そ
の

よ

う
な
期
待

と

予
測
を
抱
く

者
の

認
識
を
超
え
出
る

、

他
者
を
認
め
な
い

他

者
か
ら
な

る

世
界
と

し
て

も
構
成
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

他
者
を

も

た

な
い

他

者
は
む

し
ろ

お
の

れ
が

本
源

的
に

抱
え

る

異
種

混
淆
性
を

恐

れ
、

均
質
な
共
同
体
に

溶
け
込
も

う
と

す
る

。

そ
う
す
る

こ

と
で

か
つ

て

他
者
の

苦
痛
に、

そ
し
て

み
ず
か
ら
の

主

体
の

抱
え
る

居
心
地
の

悪
さ
に

も
感
受
性
を
麻

痺
さ
せ

て

い

く
。

震
災
以

降
の
、

絆
と
い

う
名
の

も
と
で

の

ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ
ム

の

盛
行
と

、

瓦

礫
処
理
の

引
き

受
け
拒
否
な
ど

の
、

社
会
的
矛

盾
を
特
定
地
域
に

押
し
つ

け
よ

う
と

す
る

弱
者
切
り
捨
て

の

感

情
的
な
反
応
の

共
存
は
、

ま
さ

に

私
た

ち
の

世
俗
社
会
の

二

重

構
造
と
い
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う
欺
瞞
を
示
す
も
の

で

あ
ろ

う
。

す
な
わ
ち、

自
己
意
識
の

な
か

で

は

私

た
ち
の

社
会
は

平
等
で

民
主
的
な
社
会
で

あ
る
、

排
除
を

好
ま
な
い

社
会

で

あ
る

。

少
な
く
と

も
自
分
は
弱

者
の

切
り
捨
て

な

ど
し

な
い

優
し

い

人

間
で

あ
る
と
い

う
フ

ァ

ン

タ

ズ
マ

に

浸
る

こ

と

を
好
む

。

し
か

し
、

現
実

に
は
、

私
た

ち
の

社
会
は
、

私
た
ち
も
ま
た
そ
の

論
理
を

肯
定
す
る

も
の

と
し
て
、

弱
者
を

排
除
し、

他
者
の

苦

痛
に

鈍
感
な

主

体
性
を
立

ち
上

げ

る
も
の

と

し
て

存
在
し

て

い

る
の

で

あ
る

。

戦
後
民
主
主

義
や

、

そ
れ

を

支
え
る

世
俗
主

義
社
会
の

幻
想
と
は

、

前
者
の

よ
う
な
ハ

ー

バ

マ

ス

的
な

合
意
到
達
の

可
能
性
を

基
本
理
念
と

し
て、

私
た
ち

の

主

体
を

形
成
し
て

き
た

と

言
え
よ

う
。

し

か
し、

い

ま
ア

ガ

ン

ベ

ン

や

ラ

ン

シ

エ

ー

ル

が

指

摘
す
る

よ

う
に

、

そ
の

理
念
に
覆
わ

れ
た

苛
酷
な
矛
盾
に

満
ち
た

現
実
の

姿
を、

私
た

ち
自
身
が

そ
の

構
造
を
肯
定
す
る

当
事
者
と
し
て

認
め

る

こ

と
が

求
め

ら

れ

て

い

る

の

で

は
あ
る

ま
い

か
。

宗
教
の

可
能
性
を

語
る

の

で

あ
れ

ば
、

こ

の

よ

う
な
荒
涼
と

し
た

地
点
か
ら
以

外
に

は
、

人
々

を
勇

気
づ

け
る

言
葉
も

紡
ぎ

出
さ
れ
ま
い

。

欧
米
に

お

け

る

世
俗
主

義
と

公
共
性

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

藤
本
　
龍
児

　

本
報
告
は
、

欧

米
に

お
け
る
世
俗
主
義
と

公
共
性
の

議
論
に

は

ど
の

よ

う
な

問
題
が

あ
る

の

か
、

と
い

う
こ

と

を
問
う
も
の

で

あ
る

。

そ

の

よ

う

に

問
う
こ

と
に

よ
っ

て
、

ポ

ス

ト
世
俗
主
義
と

公
共
性
に

か
ん

す
る

課
題

の
一

端
を

明
ら

か
に

す
る

こ

と
が
目
的
で

あ
る

。

　
近

年
の

欧

米
諸

国
で

は
、

投
票
率
の

低
下
な
ど
、

民
主
主

義
が

機
能
不

全
に
陥
っ

て

い

る
。

「

公

共
性
」

は、

私
的

領
域
を
超
え
る

た

め

の

機
能

や、

国
家
に

た
い

す
る

批
判
原
理
と

し
て
、

つ

ま
り
リ
ベ

ラ

ル
・

デ

モ

ク

プ

シ

ー

に
資
す
る

も
の

と

し
て

期
待
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

し
か
し、

現

在
の

「

公
共

性
」

の

理

論
に

は

問
題
点
が

多
い

と

言
わ

ざ
る

を

え

な

い
。

お

も
に
12

ベ

ラ

リ
ズ

ム

の

理
論
に

よ

っ

て

構
成
さ

れ
て

き
た

現
代
の

「

公
共
性
」

が、

限

界
を
露
呈
し
て

き
た
と

言
っ

て

よ
い

だ
ろ

う
。

　

例
え
ば
フ

ラ

ン

ス

に

は
、

公
的
領
域
か
ら
一

切
の

宗
教
性
を
排
除
す
べ

き
だ

と

す
る

「

ラ

イ

シ

テ
」

の

原
理
が
あ
る

。

し
か
し、

ス

カ

ー

フ

問
題

に

代
表
さ
れ

る

よ

う
に

、

ラ
イ
シ

テ
が
ム

ス

リ
ム

の

信
仰
の

自
由
を
抑
圧

し

て

い

る

の

で

は

な
い

か
、

と
い

う
疑
念
が
深
刻
化
し

て
い

る
。

こ

こ

に

は
、

公

共
性
か

ら

宗
教
を

切
り
離
す
こ

と
の

問
題
の
一

つ

が

端
的
に

表
れ

て

い

る
、

と

言
え
よ

う
。

ま
た

例
え
ば

ア

メ

リ

カ

で

は
、

フ

ラ

ン

ス

と

は

逆
に、

主
と
し

て

福
音
派
や
宗
教
右
派
と

呼
ば

れ

る

人
々

に

よ

っ

て

公
的

領
域
へ

の

参
加
が

積
極
的
に

な
さ
れ

て

い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

そ
う
し
た

政

治
運
動
に
た
い

し

て

は

「

政
教
分
離
」

の

理
念
に

反
す
る
と

し
て

批
判
さ

れ

る
こ

と
が

多
い

。

　

し
か

し、

そ
の

批
判
に

は

ダ

ブ
ル

ス

タ

ン

ダ

ー

ド
が

あ
る

と

考
え
ら
れ

る
。

「

政

教
分
離
」

の

理
念
は

、

解
釈
に

幅
が

あ
る

と
は

い

え
、

公

共
性

と

宗
教
の

あ
り
方
を
め

ぐ
る

中
心
的
な
考
え
方
と

し
て

欧
米
諸
国
で

取
り

入
れ
ら

れ
て

き
た

。

日
本
で

も、

な
る
べ

く
政
治
と

宗
教
を
分
離
す
べ

き

と

主
張
す
る

人
は

多
い

。

と

こ

ろ
が
例
え
ば
、

ア

メ

リ
カ

の

公
民
権
運
動

が

政
教
分
離
違
反
と

し
て

批
判
さ
れ
る
こ

と

は

ま
ず
な
い

。

言
う
ま
で

も

な
く
こ

の

運
動
で

は
、

教
会
が

重
要
な
担
い

手
と

な
り、

中
心
に
は

キ
ン

グ

牧
師
が
い

た
。

　

以
上

の

よ

う
な
こ

と
を

直
視
す
れ
ば
、

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

に

よ
っ

て

構
成

さ
れ
て

き
た

政
教
分
離
や

公
共
性
の

理
論
は
、

近
年
の

政
治
と
宗
教
を
め

ぐ
る
問
題
に

は

対
応
で

き
な
い

し、

そ
れ
ば

か

り
か
一

貫
し
た
説
明
を
く
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