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来

事
に

象
徴
的
に
表
わ

さ
れ
て

い

る

と
い

え
る

。

発
表
者
の

関
心
は
、

オ

ッ

ト
ー

を

当
時
の

歴
史
的
文
脈
に

お

い

て

理

解
し
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ

り
、

本
発
表
で

は
、

オ

ッ

ト
ー

が
一

九
二

〇

年
に

設
立

し
た

宗
教
的
人

類

同

盟
（
国
 

目

αq
ぴ
ω

Φ
「

ζ
Φ

昌
ω
O
じ
げ

2
け

ω

σ
亘
コ

O）

を

中

心
に

、

オ

ッ

ト

ー

に

お

け
る

宗
教
と

社
会
問
題
に

関
し

て
、

考
察
を

加
え
る

。

　

宗
教
的

人
類
同
盟
は

、

国
際
連
盟
が

発
足
し
た
翌

年
、

一

九
二

〇

年
に

オ
ッ

ト
ー

に

よ
っ

て

設
立
さ
れ

る
。

そ
の

活
動
は

、

主
に

最
初
の

四

年
間

に

集
中

し
て

お

り、

最

初
の

会
議
は
、

一

九
二

二

年
に

、

国
際

和
解
同

盟
、

キ

リ

ス

ト

者
11

革
命
派
と
の

会
議
と
の

共

同
開
催
と
い

う
形
で

行
わ

れ
た

。

オ
ッ

ト
ー

は
、

一

九
二

四

年
に

、

イ
ン

ド

学
者

、

宗
教
学
者
ヤ

ー

コ

プ
・

ヴ
ィ

ル
ヘ

ル

ム

・

ハ

ウ

ア

ー

に

宗
教
的
人

類
同
盟
の

議
長
の

座
を

譲
り、

自

身
は

そ
の

後
、

典
礼
改

革
、

ア

メ

リ
カ
へ

の

講
演
旅
行、

宗

教

史

博
物
館
の

設
立
、

ア

ジ
ア
へ

の

旅
行
を
行
う

。

一

九
二

四

年
頃
か

ら
、

宗
教
的
人

類
同
盟
は

事
実
上

活
動
停
止
の

状
態
と
な
っ

て

い

た
。

一

九
二

七

年
に

は
、

宗
教
的
人

類
同
盟
を
新
た

に

し
よ

う
と

す
る

動
き
が

見
ら
れ

る
よ

う
に

な

り
、

米
国
の

教

会
平
和
連
盟
（
O
げ

母
o
げ

勺

80
Φ

q
巳
o
口）

と

共
に
、

世

界
平
和

会
議
（

ぐ
刈

O
「一
畠

勺
 

曽
∩
Φ

OO
口
h
Φ
居

Φ

【PO
 ）

を

開
催
し

た
。

し
か
し

、

一

九
三

三

年
に

宗
教
的
人
類
同
盟
は

ナ

チ
ス

に

よ
っ

て

解

散
さ
せ
ら
れ

た
。

　

オ
ッ

ト
ー

は
、

同
盟

設
立
に

先
立

っ

て
、

一

九

＝
二

年
に

パ

リ

で

行
わ

れ
た
「

自

由
キ

リ
ス

ト

教
と

宗
教

的
進

展
の

た
め

の

世
界
会
議
（
乏
o
「

匡

08

ぴq
「

窃
ω

8
門

勾

器
Φ

O
町
δ
菖
⇔

巳
q
き
臣

幻
Φ

嵩
ゆq
一

〇

昜
勺

δ
Φ9

冨
。゚

ω）
」

に
お
い

て

「

普

遍
的
な

宗
教
は
望
ま
し

い

か、

ま
た

可
能
で

あ
る

か
。

も

し
そ

う
な
ら
ば

、

そ
れ
は

ど
の

よ

う
に

し
て

得
ら
れ
る

か
。

」

と
い

う
課

題
を

与
え
ら
れ

、

こ

れ
に

つ

い

て

話
し
て

い

る
。

オ
ッ

ト

ー

は、
「

普
遍

的
宗
教
」

を

作
り
上
げ
る

こ

と

は
、

望
ま
し
く
も
な
い

し
、

可
能
で

も
な

い

と

断
言
し
つ

つ

も、

諸
宗
教
が
自
ら
の

た
め
に

共
通
の

場
を

形
成
す
る

と

い

う
可
能
性
を

探
る

こ

と

は

望
ま
し
い

こ

と

で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

こ

こ

に
は
、

後
の

同
盟
の

構
想
が

見
ら
れ
る

。

　

ま
た
、

宗
教
的
人
類
同
盟
の

第
一

回

会
議
に

お

け
る

講
演
「

宗
教
的
人

類
同
盟
に

関
し
て

1
世
界
良
心
と

そ
こ

へ

の

道
」

で

は
、

「

世
界
良
心
」

に

係
留
す
る

こ

と

な
し
に

は
、

ど
の

よ

う
な
企
て

に

も

価
値
が
な

く
、

国

際
連
盟
と
い

う
政
治
団
体
を
倫
理
的
な
側
面
か
ら
補
完
す
る

こ

と
が

宗
教

的
人

類
同
盟
の

役
割
で

あ
る

こ

と
が

述
べ

ら
れ

る
。

　

先
行
研
究
に
お

け
る

宗
教
的
人

類
同
盟
の

「

政
治
団
体
」

と
し
て

の

評

価
の

低
さ
は
、

む

し
ろ
、

設
立

当
初
の

同
盟
の

理
念
か
ら
必
然

的
に

導
き

出
さ
れ

る

も
の

で

あ
る

と
い

え
る

。

つ

ま

り、

同
時
代
に
隆
盛
を

誇
っ

た

社
会
主

義
が

目
指
し
た

政
治
権
力
獲
得
と
い

う
よ
う
な
こ

と

は
、

宗
教

的

人

類
同
盟
は

当
初
か
ら

目
指
し
て

お
ら

ず、

あ
く
ま
で

も
国
際
連
盟
と

い

う
政

治
団
体
を

倫
理
的
な
側
面
か
ら

補
完
す
る

と
い

う
こ

と

が
目
指
さ
れ

て

い

た
の

で

あ
る

。

宗
教
的
人

類
同
盟

は、

ル

タ
ー

派
教
会
内
に

お

い

て
、

宗
教
と

社
会
と
の

峻
別
が

揺
る
が

さ

れ

て

い

た

と

い

う
事
態
に
お
い

て
、

そ
の

峻
別
が
、

オ

ッ

ト
ー

と
い

う
人

物
を

通
じ

て

現
れ

た
一

つ

の

形

態
で

あ
っ

た
と
い

え
る

だ
ろ

う
。

ハ

イ
ラ

ー

の

祈
り

論
の

現
代
的
意

義

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

宮
嶋
　
俊
一

　

今
回
の

大
会
で

「

祈
り

」

が
重
要
な
テ

ー

マ

の

ひ

と
つ

で

あ
る

の

は
、

言
う
ま
で

も
な
く

東
日

本
大
震
災
後
の

日

本
に

お

け
る

宗
教
の

意
味
や

役

割
に
大
き
な

関
心
が

寄
せ

ら
れ
て

い

る
か
ら
で

あ
ろ

う
。

管
見
で

は
、

そ
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れ
を

宗
教
「

学
」

の

役
割
と
し
て

で

は

な

く
、

ひ

と
つ

の

宗

教
「

現
象
」

と

し

て

捉
え
て

い

く
必

要
が

あ
る

と
は

思
わ

れ
る

が
、

事
実
と
し
て

「

祈

り
」

を
タ

イ
ト
ル

と
し
た

書
籍
が

多
く
書
店
に

並
ぶ

現
状
を

考
え
る

な
ら

ば
、

「

祈

り
」

研
究
が

現
代
的
な
ト
ピ

ッ

ク
の

ひ

と

つ

で

あ
る

こ

と
に

違

い

は
な

い
。

　

祈

り
研

究
の

古

典
と

し
て
、

フ

リ
ー

ド

リ
ッ

ヒ

・

ハ

イ

ラ

ー

の

『
祈

り
』

が
挙

げ
ら

れ
る

。

『

祈
り

』

が
出

版
さ
れ

た

の

は

今
か
ら

お

よ
そ
一

〇
〇

年
前
の
一

九
一

八

年
で

あ
る

。

い

わ
ゆ

る

「

古
典
」

と
し
て

の

地

位

は

今
日

に

お
い

て

も
揺
ら

い

で

は
い

な
い

が
、

そ
の

現
代
的
な
意

義
に

つ

い

て

顧
み
ら
れ

る

こ

と

は

殆
ど

な
い

。

『

祈

り
』

は

ヴ
ァ

イ
マ

ー

ル

共

和

制
期
ド
イ
ツ

に

お

け
る
ベ

ス

ト
セ

ラ

ー

で

あ
っ

た

が
、

第
一

次
世

界
大
戦

に

破
れ

荒
廃
し
た
ド
イ
ツ

に

お
い

て、

こ

の

書
物
は

研
究
者
に

向
け
た

専

門

書
と

し
て

で

は
な
く

、

当

時
の

い

わ
ゆ

る

教
養
市

民
層
ら
に
一

般
的
な

読
み

物
と
し
て

受
け
入
れ

ら
れ
て

い

っ

た
。

本
書
の

序
章
に

続
く

本
論
は

祈
り
の

起
源
と
し
て

の

「

未

開
人
の

祈

り
」

の

分
析
か
ら
始
ま

り
、

そ
の

冐
頭
は

祈
り
の

「

動
機
」

論
と

な
っ

て

い

る
。

エ

リ
ア

ー
デ

に
お

け
る

「

宗
教

的
人
間
」

と
同

様
、

ハ

イ
ラ

ー

に

と
っ

て
、

人
間
と
は

「

祈
る

存

在
」

で

あ
っ

た

が、

こ

の

祈
り
の

動
機
は

「

未

開
人
」

に

限
ら

ず、
「

人

間
に

と

っ

て

普
遍
的
な

現
象
」

で

あ
る

祈
り
の

動
機

論
で

あ
る

。

そ
の

最

初
に

挙
げ
ら
れ
た
動
機
が
「

苦
悩
」

で

あ
る

。

人
間

は
誰
も
が

祈
る

、

そ

の

最
初
の

き
っ

か
け
は

「

苦

悩
」

で

あ
る

。

こ

う
し

た

考
え

方
は、

第
一

次
世
界
大
戦
で

荒
廃

し
た

ド

イ
ツ

の

人
々

に

訴
求

力
を

持
っ

て

い

た
。

（
な
お、

そ
れ

以

外
の

動
機
と

し
て
、

願
望

、

日

常
の

規
則

的
な
動

機
、

利
他
主

義
的
共
感、

感
謝、

さ
ら
に

は

神
秘
主

義
的
な

祈
り
な
ど
が

含
ま

れ
る

。

）

こ

こ

で

ハ

イ
ラ

ー

が

言

う
「

祈
り

」

と
は

特
定
の

宗
教
的
形

式

に

よ

る

も
の

で

は
な

い
。

ハ

イ
ラ

ー

に

と
っ

て

「

祈
り

」

の

理
想
は

「

自

由
な
心
の

吐

露
」

で

あ
っ

た
。

つ

ま
り

、

苦
悩
を

苦
悩
と

し
て
、

感
謝
を

感

謝
と

し
て

口

に

出
す
こ

と
、

そ
れ

こ

そ
が

「

祈
り

」

で

あ
り、

形
式
化

し
た
祈

り
は
む
し
ろ

批
判
の

対
象
と
さ
れ
た

。

こ

う
し
た

「

祈
り

」

論
が

生
じ

、

ま
た

受
容
さ

れ

て

い

く
状
況
は

、

今
日

の

日

本
と

き
わ

め

て

類
似

し
て

い

る

と

言
え
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

他
方

、

ハ

イ

ラ

ー

の

「

祈
り

」

論
の

問
題
点
と
し

て
、

そ
れ
が

き
わ
め

て

キ

リ

ス

ト

教
的
で

あ
る

こ

と

も
こ

れ

ま
で

夙
に

指
摘
さ
れ

て

き
た

。

す

な
わ
ち、

ハ

イ

ラ

ー

に

と
っ

て

祈
り
の

本
質
と
は

「

神
と
の

生
き
生

き
と

し
た

交
わ

り
」

で

あ
り

、

神
を
リ

ア

ル

に

感
じ
と
る

こ

と
で

あ
っ

た
。

単

純

化
す
れ

ば

「

人
は

誰
で

も
祈
る
」

が
、

そ

れ
は

「

神
と
の

生

き
生

き
と

し
た

交
わ

り
」

で

あ
る

（
べ

き
だ
）

と
い

う
キ

リ

ス

ト

教
中
心
宅

義
的
な

見

方
に

は
、

こ

れ

ま
で

も

疑
問
が

呈
さ

れ
て

き
た

。

非
宗
教
的
で

自
由
な

表
現

形
式
に

よ

る

心

情
の

吐
露

を
「

祈

り
」

と

見
な
す
こ

と

が

出
来
る

か
、

「

祈
り

」

が

宗
教
的
な

現
象
で

あ
る

と

す
れ

ば
、

何
ら

か

の

形

式
的

な

枠
組
み

が

必
要
と
な
る

の

で

は

な
い

か
、

そ

う
し

た

形
式
の

な
い

自
由

な

表
現
ま
で

も
「

祈
り
」

と

見
な
せ

る

と
し

て
、

そ
れ

を
「

宗
教
」

現
象

と

規
定
し
う
る

の

か
、

も

し
そ

れ

が

可
能
な
ら

、

本
人

が
そ
う
自
覚
し

て

い

な
い

に

も

関
わ

ら
ず
人

間
は

誰
し

も
が

「

宗
教

的
人

間
」

と
い

う
こ

と

に

な
る
の

か
、

「

宗
教
」

と
い

う
表
現
に

問
題
が

あ
る
の

で

あ
れ
ば
そ
れ

を

「

ス

ピ
リ

チ
ュ

ア

ル
」

や
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

と

言
い

換
え
れ

ば
、

問
題
は

解
決
す
る

の

か
。

こ

こ

で

ま
た

し

て

も
私
た

ち
は

「

宗
教
」

概
念
の

問
題
に

直
面
す
る

こ

と
と
な

る
。

タ

ラ

ル
・

ア

サ
ド

は

宗
教
的
主

体
を
ビ

リ
ー

フ

と
プ
ラ

ク

テ
ィ

ス

の

重
な

り
合
い

と
し

て

捉
え、

両
者
の

分
断
の

背
後
に

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
的
な
宗
教
理

解
が

存
在
す
る
こ

と
を

指
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摘
し

た
。

ハ

イ

ラ

ー

の

祈
り
論
は

こ

う
し
た

宗
教
理
解
を
乗
り
越
え
よ

う

と

す
る

可
能
性
を

持
つ

。

両

者
の

区
別
の

な
い

「

叫
び
」

を
祈
り
の

起
源

と

見
な
そ
う
と

す
る
そ
の

ね
ら
い

は

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
的
宗
教
概
念
批

判

と
し

て

も
興
味
深
い

も
の

だ
が

、

他
方
で

そ
こ

に
自
ら
の

理
想
と

す
る

宗

教
性
（

福
音
主

義
的
カ

ト
リ
ッ

ク

性）

を
読
み

込
ん

で

い

っ

た
と

こ

ろ

に

そ
の

限
界
が

あ
っ

た
。

フ

ォ

ー

マ

ッ

ト

と

し
て
の

宗

教
施
設

　
　
　
プ
ル

ー

ラ

リ
ズ

ム

と
宗
教
の

役

割

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

松
野

　
智

章

　

宗
教
／
宗
教
施
設
の

役
割
に
つ

い

て
、

政
治
哲
学
者
の

W
・

コ

ノ

リ
ー

の

プ

ル

ー

ラ

リ
ズ
ム

（
多
元
主
義）

の

観
点
か

ら
捉
え
直
し
た
い

。

コ

ノ

リ
ー

は

T
・

ア

サ

ド
を

引
用
し
つ

つ
、

世
俗
主

義
の

論
理
の

脆
弱
性
を
指

摘
す
る

。

世
俗
主

義
国

家
の

論
理
は

抽

象
的
で

空
虚
で

あ
り
偽
善
で

あ
る

と

い

う
。

し
か
し、

そ
の

批
判
は、

多
文
化
主

義
的
視
座
の

よ
う
に

諸
宗

教
を
保
護
す
る

と

い

う
形

式
の

も
の

で

は

な
い

。

リ
ベ

ラ
ル

の

よ

う
に
線

引
き
を

し
て
一

律
に

正

教

分
離
を

強
制

す
る

の

で

は

な
く

、

前
向

き
に

個
々

の

信
仰
の

エ

ー

ト
ス

を
肯
定
す
る

の

で

あ
る

。

重
要
な
の

は

個
々

の

信
仰
で

あ
り、

キ

リ
ス

ト
教、

仏
教、

神
道
と
い

う
諸
宗
教
の

抽
象
概
念

で

は

な
い

。

諸

宗
教
が

信
者
に

対
し
て

権
力
性
を
帯
び

る

と

き、

個
体
を

抑
圧
す
る
可
能
性
を
考

慮
す
る

か
ら
で

あ
る

。

多
元
主
義
は
、

文
化
相
対

主
義
や

絶
対
的
な
寛
容、

あ
ら
ゆ

る

基
準
の

放
棄
な
ど

で

は

な
く、

文
化

を
同
心
円
性
の

次
元
だ

け
で

定
義
し
な
い

だ

け
で

あ
る

。

つ

ま
り、

主
体

は
個
体
に
あ
る

。

　
コ

ノ

リ
ー

の

思
想
を

考
慮
し

つ

つ

世
俗
主

義
の

問
題
と

モ

ラ
ル

の

問
題

に

顧
み

る

と
き、

世
俗
主

義
に

は
公
教
育
を
除

け
ば

、

個
人
に

徳

性
を

反

省
さ
せ

る

シ

ス

テ

ム

が
な
い

。

そ
れ
故
に
、

コ

ノ

リ

ー

の

い

う
宗

教
的
工

ー

ト
ス

を
育
む
場
と
し
て

の

宗
教
施

設
が
重
要
に

な
る

。

　

具
体
的
な
サ

ン

プ
ル

と

し
て

「

神
社
」

を
分

析
す
る

。

神
社
は、

寺
や

教

会
と
は
著
し

く
異
な
る

点
が
あ
る

。

神
社
は

、

参
拝
者
と
宗
教

者
（
神

職
）

、

ま
た
は

参
拝
者

間
忙

お
け
る

「
神
道
」

理

解
の

差
が

は

げ
し
い

。

そ
の

原
因
は、

宗
教
者
と

参．
拝
者
の

宗
教

言
語
の

繋
が

り
の

希
薄
さ
が

決

定
的
な
要
因
で

あ
る

。

つ

ま
り、

仏
教
や

キ

リ

ス

ト

教
に

対
し
て

言

説
の

共

有
が
欠
け
て

い

る
。

儀
礼
宗
教
と

称
せ
ら

れ
る

よ

う
に

、

儀
礼
に

お

け

る

参
拝
者
の

行
動
の
一

致
は

見
ら
れ
て

も
、

そ
の

内
実
が
同
様
の

も
の

で

あ
る
か
は
分
か
ら
ず、

む

し
ろ

多
様

性
を

有
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

れ

は
、

神
職
間
で

も
同
様
で

あ
る

。

つ

ま
り
、

神

社
の
コ

ン

テ

ン

ツ

は

各
人

が
持
ち
込
む
も
の

で

あ
り、

神
社
は

祈
り
の

場
と
し

て

の

フ

ォ

ー

マ

ッ

ト

と

し
て

機
能
し
て

い

る

と

分
析
で

き
る

の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で、

八

〇

年
代
の

サ
ブ

カ

ル

論
的
に

「

初
音
ミ

ク
」

を
取

り
上

げ

な
い

わ

け
に

は

い

か
な
い

。

初
音
ミ

ク

は
ボ
ー

カ

ロ

イ
ド
と

言
わ
れ
る

コ

ン

ピ
ュ

ー

タ
ー

上

の

CG

キ
ャ

ラ

ク
タ

ー

で

あ
る

が、

ア
ニ

メ

の

キ
ャ

ラ

ク

タ
ー

の

よ
う
に

人
格
設
定
が
な
さ
れ
て

い

な
い

。

あ

く
ま
で

も
ユ

ー

ザ

ー

が
初
立

冂

ミ

ク

に

人
格
を

与
え
る

。

そ
し
て

、

こ

の

よ

う
な
キ
ャ

ラ

ク

タ

ー

が
コ

ン

サ
ー

ト
を
開
く
ま
で

発
展
し
た

文
化
的

事
象
は、

世

界
に

例
を

見
な
い

。

こ

の

象
徴
的

事
例
は

、

「

初

音
ミ

ク
」

が

神
社
と

同
シ

ス

テ

ム

に

あ
る

こ

と

を
教
え
る

。

そ
れ

は
、

初
音
ミ

ク

の

内
実
を
ユ

ー
ザ
ー

が

作

り
上
げ
る
の

と

同
様
に
、

参
拝
者
が

神
社
の

コ

ン

テ

ン

ツ

を
充
実
さ
せ
る

か

ら
で

あ
る

。

コ

ノ

リ

ー

と

の

接
点
は

、

こ

こ

に

神
社
と
参
拝
者
の

権

力

構
造
は

生
じ
ず、

あ
く
ま
で

も
参
拝

者
が

各
々

宗
教
的
徳
性
を
育
む
場
と
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