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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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わ
え
る

こ

と

も
で

き
な
い
、

と
言
わ

ざ
る

を
え
な
い

だ
ろ

う
。

　

そ
こ

で

二

〇
〇
〇
年

代
に

入
っ

た

頃
か
ら、

社
会

哲
学
や

政

治
哲
学
の

領
域
で

は
、

そ

う
し
た
リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

に

よ

る

公
共

性
の

理

論
に

修
正
が

試
み

ら
れ
る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

。

例
え
ば

J
・

ハ

ー

バ

ー

マ

ス

は
、

公

民
権
運
動
に

見
ら
れ
る

よ

う
に

、

宗
教
が
、

意
味
や

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

資
源
と

な
っ

た

り
連

帯
の

モ

テ
ィ

ベ

ー

シ

ョ

ン

に

な
っ

た

り
す
る

こ

と

が
で

き
る、

と
主

張
し
は
じ
め
た．、

公

的
領
域
か
ら

宗
教
を

排
除
す
べ

き

と
い

う
イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

を
「

置
俗
主

義
」

と

し
て

退

け
、

政
教

分
離
を
修

正
し
て
、

国
家
と

教
会
を
橋
渡
し
す
る

フ

ィ

ル

タ
ー

の

形
成
を
目

指
す
よ

う
に

な
っ

た
の

で

あ
る

。

た
だ
し、

ハ

ー

バ

r
マ

ス

の

議
論
で

は、

宗
教

的
市
民
が
公
共

性
に

参

画
す
る

こ

と
を

認
め

る

も
の

の
、

最
終
的
に

は
世

俗
的
理
性
が

優
位
に

た
つ

べ

き
だ

と

さ

れ
て

い

る
。

世

俗
的
市

民
に

は、

宗
教
的
市
民
の

主

張
を
世
俗
的
言
語
に

翻
訳
す
る
努
力
が

求
め
ら
れ
る
一

方、

宗
教
的
市

民
に

は、

リ
ベ

ラ

ル

な

政
治
文
化
を
自
発

的
に

体
得
す
る

こ

と

が
求

め
ら

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
れ

に

対
し

て

C
・

テ

イ
ラ

ー

は
、

世
俗
的
理

性
を
特

別
扱
い

す
る

こ

と
に

異
を
唱
え
た

。

近

代
に

あ
っ

て

も、

宗
教
的

世
界
観
を
含
め
多
様
な

世
界
観
が
あ
る
こ

と

を
認
め

る
べ

き
だ

と

し、

リ
ベ

ラ

ル

な
政
治
文
化
を

特
権
化
す
る

こ

と
は
で

き
な
い

と

訴
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た
二

人
の

代

表
的
な
思
想
家
の

議
論
か
ら
す
れ
ば

、

ポ
ス

ト
世

俗
主

義
に
は

、

公

共
性
に

宗
教
を
参
画
さ
せ

る

段
階
と

、

さ
ら
に

そ
の

公

共
性
の

基
盤
と
さ
れ
る

世
俗
的
理
性
や

リ
ベ

ラ

ル

な
政
治
文
化
を
問
い

直

す
段
階、

と
い

う
二

つ

の

レ

ベ

ル

が

あ
る

と

言
っ

て

い

い

だ

ろ

う
。

宗
教

を
排
除
し
た
公

共
性
や、

従
来
の

政
教

分
離
の

理
念
が
見

直
さ
れ
る

こ

と

は
間
違
い

な
い

に

し
て

も、

ど
ち
ら

の

レ
ベ

ル

を
射
程
に
お
さ
め

る

か

に

れ よ

る つ

゜

て　 、

ポ
ス

ト

世
俗
主

義
の

思
想
は

大

き
く
異
な
っ

て

く
る

と

考
え
ら

植
民
地
朝
鮮
に

お
け

る

世
俗
主
義
と
公
共

性

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

金

　
　
泰
勲

　

現
代
韓
国
社
会
は

世

俗
主

義
社
会
な
の

か
。

そ
の

判
断
は

簡
単
に
は

で

き
な
い

。

た
し
か
に

大

韓
民
国
憲

法
第、
一
〇

条
で

は
、

 
全
て

の

国
民
は

宗
教
の

自
由
を

有

す
る、

 
国

教
は

認
め

ず
、

宗
教
と

政

治
は

分

離
す

る
、

と

信
教
の

自

由
と

政
教
分
離
が

闡
明
さ

れ
て

い

る
。

し

か

し、

宗
教

と

政
治
が
分

離
さ
れ

て

い

る
と

は
い

え
、

韓
国
社
会
に

お
け
る

宗
教
は
、

世
俗
社
会
に

お
け
る

「

公
」

の

領
域
に

強
い

影
響
力
を

発
揮
し

て

い

る
。

そ
れ
は
、

植

民
地

支
配
か
ら
の

民
族
独
立
運
動

、

韓
国
戦
争
後
の

復
興、

軍
部
独
裁
下
に

お

け
る

民
主

化
運
動
な
ど、

過

去
の

歴

史
の

な
か
で

宗
教

は

決
し
て

私
的
領
域
に

と

ど
ま
る
こ

と
な

く
、

「

国
家
的
」

「

民
族
的
」

問

題
と
そ
の

生

命
力
を
共
に

し
て

き
た
か
ら
で

あ
る

。

韓
国
社

会
に

お

け
る

宗
教
の

役
割
は

、

む
し
ろ

世
俗
社
会
の

「

公
」

を
形
成

す
る

重

要
な
一

要

素
で

あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

そ
し
て

韓

国
社
会
に

お

け
る

宗

教
は

決
し
て

「

公
」

と

「

私
」

で

分

け
ら
れ
る

存
在
で

は
な

く
、

植
民
地

朝
鮮
に

お
け
る

近

代
概
念
と
し
て

の

宗
教
の

社

会
的
配

置
の

問
題
を

掘
り

下
げ
る

こ

と

で
、

わ
れ
わ

れ
は

そ
の

初
発
の

韓

国
型
政

教
関
係
の

ポ

ス

ト

コ

ロ

ニ

ア

ル

的
意

味
を
つ

か
み

と

る
こ

と
が
可

能
に

な
る

だ
ろ

う
。

　
一

九

〇
六

年、

韓
国

統
監
府
が
発

布
し
た
「

宗
教
の

宣
布
に

関
す
る

規

則
」

で

は、

神
道、

仏

教
、

キ

リ
ス

ト
教
の

み
を
公

認
宗
教
と
し
て

認
め

た
。

そ
し
て
一

九
】

五

年
の

「

布
教
規
則
」

で

は
こ

れ
ら
公

認
宗
教
以

外

に

対
し

て

は

「

宗
教
類
似
の

団
体
」

と

い

う
規

定
の

も
と
で

管
理
・

観
察
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