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に

関

与
し
て

い

く
動
向
も
あ
り、

「

公
共

宗
教
」

の

用

語
が

用
い

ら

れ

て

い

る
。

ま
た
、

公
土
ハ

空
間
の

精
神
的
空

白
に
対
し、

宗
教
的
次
元
の

回
復

を

求
め

る
動
き
も
起
こ

っ

て

く
る

。

典
型
的
に
は
医
療
現
場
に
お
け
る
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

の

意
義
の

再
評
価
だ

が、

他
の

領
域
で

も
こ

う
し
た

動
き
は

起
こ

っ

て

来
て

い

る
の

で

は

な
い

か
。

　
「

無
縁

社
会
」

を
め
ぐ
る

宗
教
者
の

活
動
や
東
日

本
大
震
災
以

後
に
見

え
て

来
た
諸
宗

教
団
体
の

活
動
は
、

貧
困
者
・

孤
立
者
・

被
災
者
の

支
援

に
お
い

て

日

本
の

宗
教

界
が
宗
派
を

超
え
て

連
携
し
つ

つ

活
動
す
る

傾
向

を
指
し
示
し
て

い

る

の

か
も
し
れ
な
い

。

ま
た
、

大
量
の

死
者
に

対
す
る

追
悼
や

復

興
へ

の

祈
り
に

お
い

て

宗
教
（
長
期
に

わ

た
っ

て

死
者
の

慰
霊

を
担
っ

て

き
た

仏
教
も

神
道
に

縁
が
深
い

祭
や
伝
統
芸
能
も）

は

公
的
な

役
割
を
担

う
の

が
自
然
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
も
強
ま
っ

た
。

こ

れ
は
阪
神

大
震
災
の

場
合
と

や

や

異
な
っ

た
反
応
だ

。

　

ま
た

、

生

命
倫
理
や

反
原
発
の

動
向
に

お
い

て

宗
教
が
果
た

す
役
割
も

拡
大
し
つ

つ

あ
る

か
に

見
え
る

。

二

〇
一
一

年
に

は

多
く
の

キ
リ

ス

ト
教

団
体、

仏
教

団
体、

新

宗
教

団
体
が
脱
原
発
・

反
原
発
の

声
明
を
発
し
た

が、

こ

れ
は

宗
教
の

公

共
領
域
へ

の

関

与
の

新
た
な
あ
り
方
だ
ろ

う
。

こ

れ
ら
の

声

明
は
い

ず
れ
も
原
発
に

よ

ら
な
い

生

き
方
を
宗
教
的
な
価
値
意

識
や
倫
理

観
と

結
び
つ

け
て

い

る
。

他

方、

宗
教
集
団
の

形
を
と

ら
な
い

「

緑
の

ス

ピ

リ
チ

ュ

ア

リ

テ

ィ
」

（
拙
著
『

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

リ

テ

イ

の

興

隆
』

）

も

反
原
発
・

脱
原

発
の

動
向
に

関
与
し
て

い

る

が
、

こ

れ
は

ど

の

程
度
か
を

測
定
す
る

手
が
か
り
が
な
い

。

教
団
の

動
き
も
組
織
性
を
も
た

な
い

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

動
向
も、

世
界
的
な
公
共
宗
教
の

動
向
と

符
節
を
あ
わ
せ

て

い

る
。

9，

11
以
後
の

平
和
を
求
め
る

動
き
と

も
つ

な

が
っ

て

い

る

と

思
う
が、

多
様
な

宗
教
と

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

が
連
携

し
つ

つ
、

グ
ロ

ー

バ

ル

な
市

民
社
会
で
一

定
の

役
割
を

果
た

す
可

能
性
が

見
え
て

来
て
い

る

の

か
も
し
れ
な
い

。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と
め

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

藤

本
　
龍
児

　

報
告
者
た
ち
は
、

以
前
に
も
別
の

場
所
で

本
テ

ー

マ

に
繋
が
る
シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

を
開
き、

今
後
も
同

様
の

テ

ー

マ

の

企
画
を

準
備
し
て

お

り
、

本

パ

ネ
ル

は
そ
の

中
間
発

表
と
し
て

位
置
づ

け
ら
れ
る

。

　

そ
も
そ

も
本
パ

ネ
ル

が
企

画
さ

れ
た

き
っ

か

け
は

「

ポ

ス

ト

世
俗
主

義
」

に

か
ん

す
る

現
在
の

理

解
が

、

非
常
に
一

面
的
な
も
の

に

な
っ

て

い

る

の

で

は
な
い

か
、

と

い

う
問
題
意
識
に

よ
る

も
の

で

あ
っ

た
。

ポ
ス

ト

世

俗
主

義
は
、

宀

示

教
復
興
を

事
実
と

し

て

認
識
し、

「

宗
教
」

を

肯
定

的

な
も
の

と
し
て

公
的
領
域
に

導
入

す
る

、

と
い

う
こ

と

の

み
を
指

す
の

で

は

な
い

。

そ
れ
だ

け
で

は

「

世

俗
／
宗
教
」

と

い

う
二

分
法
に

囚
わ
れ
た

ま
ま
に

な
り
か
ね
ず、

そ
こ

に

貼
り
合
わ
さ
れ
て

い

る

「

公
／
私
」

の

区

別
を
含
め
た

従
来
の

解

釈
図

式
や

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

を
根
本
か
ら
問
い

直
す

こ

と
は

で

き
な
い

。

だ

か
ら
こ

そ
、

本
パ

ネ
ル

は

「

ポ

ス

ト
世
俗

化
」

で

は

な
く

「

ポ
ス

ト
世
俗
主

義
」

を

掲
げ

、

公
共

性
と

の

関
係
を
問

う
た
の

で

あ
る

。

　

も
ち
ろ

ん
、

そ
う
し
た

試
み

を
お
こ

な

う
に

は
、

宗
教
学
の

み
な
ら

ず

政
治
学
に

ま
で

わ

た
る

考
察
を
必

要
と
し、

従
来
の

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

に

よ

っ

て

構
成
さ
れ
て

き
た

「

公

共
性
」

の

概
念
を

見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
こ

で
、

公
共
性
の

議

論
に

詳
し
い

政
治

学
者
で

あ
り、

タ
ラ

ル
・

ア

サ
ド
の

翻
訳
者
で

も
あ
る

荊
田

真
司
氏
を
コ

メ

ン

テ

ー

タ

に

迎
え
た

。

茹
田
氏
は、

リ
ベ

ラ

リ
ズ
ム

の

理
論
を
打
ち
立
て

た

J
・

ロ

ー
ル

ズ

の

転
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向
に

始
ま
っ

て
、

そ
の

批

判
者
で

あ
る

M
・

サ

ン

デ

ル

の

宗
教

論
や、

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

多
元
性
を

重
視

す
る
「

闘
技
デ

モ

ク

ラ

シ

i
」

論

（

C
・

ム

フ
）

、

さ

ら

に

は

異
な
る

形
而
上

学
的
・

宗
教
的

背
景
を
も
つ

者

ど

う
し
の

「

ア

ゴ

ー

ン

的
敬
意
」

（
W
・

コ

ノ

リ
ー
）

に
つ

い

て

説
明
し

た
。

そ

の

う
え
で

、

本
テ

ー

マ

に

関
わ
ら
せ

て、
「

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

構
成
す
る

宗
教
」

と
「

連
帯
の

源
泉
と
な
っ

て

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

に

資
す

る

宗
教
」

と
い

う
宗
教
の

二

つ

の

意
義
と

、

そ
の

相
克
の

問
題
を
指
摘
し

た
。

菰
田

氏
の

コ

メ

ン

ト
は、

藤
本
報

告
を
よ
り

大
き
な
政
治
理
論
の

流

れ
の

な
か
に

位
置
づ

け
、

そ

の

応
用
と

も
言
え
る

磯
前
報

告、

金
報
告、

島
薗
報
告
を
理
論
的
に

補

完
す
る

も
の

で

あ
っ

た
と

言
え
よ

う
。

磯
前
報

告
の

「

総
論
」

と
合
わ
せ
て、

本
パ

ネ
ル

の

筋
道
を
示
し
た
も
の

と

も
言

え
る

。

　
と
こ

ろ

が
残
念
な
が
ら、

聴
衆
と

の

質
疑
応
答
は

活
発
な
も
の

に

は

な

ら

な
か

っ

た
。

そ
の

理
由
は

お
そ

ら

く
「

世
俗
開

公

的
領
域
／
宗

教
四

私
的

領
域
」

と
い

う
二

分

法
の

問
題
は

認
識
さ
れ
て

い

る

も
の

の、

そ
の

解
釈

図
式
を

再
編
す
る

際
の

問
題
や
位
相
が

共
有
さ
れ
て

い

な
か
っ

た
か
ら

だ

と

考
え
ら

れ
る

。

　
そ

う
し

た

問
題
や
位
相
に

つ

い

て

の

説
明
は

、

前
提
と
な
る

議
論
を

扱

っ

た

藤
本
報
告
が
担
っ

た
の

で

あ
る

が
、

そ
の

任
を
十
分
に

果
た
す
こ

と

が
で

き
な

か
っ

た
。

こ

の

問
題
を

聴
衆
に
理
解
し
て

も
ら
え
れ
ば、

磯
前

報
告
の

「

複
数
性
と

排
除
」

と

い

う
問
題
提
起
や

、

金
報
告
の

「

植
民
地

公

共
性
」

（

植

民
地
の

公
共

性
が

帝
国
の

公

共
性
に

よ

っ

て

収

奪
さ
れ

る

な
か
で

、

そ
れ

で

も
グ

レ

ー

ゾ

ー

ン

に

辛
う
じ

て

形
成
さ
れ
る

対
抗
的
な

公

共
性
）

と
い

う
問
題
提
起
が
、

よ

り
鮮
明
に

受
け
止
め
ら
れ

た
は

ず
で

あ
る

。

ま
た

、

質
疑
応
答
に

あ
っ

た

「

国
家
神
道
と

公
共
性
」

の

か
か

わ

り
も

、

よ

り
明
確
に

で

き
た
に

違
い

な
い

。

　
共

有
す
べ

き
前
提
を
改
め
て

詳
述
す
る

こ

と

は
で

き
な
い

が
、

幸
い

島

薗
報
告
に

お

い

て

「

ポ
ス

ト
世
俗
主
義
」

の

意
味
が

規
定
さ

れ
た

。

 
世

俗
化

論
の

限
界
が

明
ら
か
に

な
り、

近

代
化
の

進

展
に

も

拘
ら

ず
、

宗
教

的
な
も
の

の

機
能
が
衰
え
な
い
、

あ
る
い

は
新
た
な

展
開
を
と

げ
る

こ

と

を
重
視
す
る

考
え

方
。

 
政
教
分

離
11

世
俗
主
義
を

強
く
と

っ

て、

公

共

空
間
で

の

宗
教
の

役
割
を
排
除
す
る、

あ
る
い

は
小
さ

く
限
定
し
よ
う
と

す
る

意
識
か
ら

の

脱
却
の

考
え
方

。

 
自
ら
が
「

世

俗
」

の

側
に

い

て、

「

世
俗
の

知
」

こ

そ
が

世

界
を
統

御
す
る

主

体
だ
と
い

う
意
識
の

脱
却
の

考
え
方

。

以
上
の

三
つ

に
、

磯
前
報
告
の

骨
子
た
る

宗
教
概
念

論、

こ

こ

で

は
「

世

俗
と

同
時
に

宗
教
の

対
概
念
そ
の

も
の

を

問
う

」

と

い

う
仕

方

を
加
え
れ
ば

、

本
パ

ネ
ル

の

成
果
を
示
し
た
こ

と
に
な
る

だ
ろ

う
。

も
ち

ろ

ん、

各
報
告
者
の

考
え
が
こ

こ

に

収

斂
す
る
わ
け
で

は
な
い

が、

こ

れ

が
「

ポ

ス

ト

世

俗
主

義
と

公

共
性
」

を

論
じ

る

際
の

共
通

了
解
を

形
成

し、

今
後
の

宗
教
研
究
お
よ

び
そ
れ
を
越
え
た
研
究
領
域
の

前

提
に

な
る

だ
ろ

う
と

考
え
ら
れ
る

。
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