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し
て

機
能
し
て

い

る

点
の

強
調
に
あ
る

。

　
コ

ノ

リ
ー

の

思
想
は

ラ

デ
ィ

カ

ル

で

あ
る

が

故
に
、

理
想
論
と

言
わ

ざ

る

を

得
な
い

点
も
多
い

。

さ
ら
に、

今
日
は
、

ポ

ス

ト
・

ポ

ス

ト
モ

ダ
ン

と

言
わ

れ、

大
き
な
物

語
が
終
焉
し、

い

や、

む
し

ろ、

す
べ

て

が
言
語

ゲ
ー

ム

に
す
ぎ
な
い

と

了
解
さ
れ
た

か

ら
こ

そ
、

人

々

が
物
語
に

安
住
し

よ

う
と

す
る
、

い

わ
ば

右
傾
化
（
ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

化）

の

様
相
を
見
せ

て

い

る

時
代
で

あ
る

。

　
し
か
し、

そ

う
で

あ
る
か
ら
こ

そ
コ

ノ

リ
ー

の

議
論
は

今
も
尚
重
要
で

あ
り、

プ
ル

ー

ラ

リ
ズ
ム

の

観
点
か
ら
の

宗
教
／
宗
教
施
設
の

役
割
の

分

析
は
、

宗
教
研
究
に

お
い

て

も
意
義
を
持
つ

も
の

で

あ
る

。

多一
兀

主
義
の

社
会
的
文

脈
に

お
け
る

作
用
実
態
と
将
来
へ

の

展
望

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

渡
辺

　
光
一

　
教
団
に
所
属
す
る
（
信
仰
者）

か
し
な
い

（
非
信
仰
者）

か、

宗
教
へ

の

関
与
が
相
対
的
に

強
い

か
弱
い

か
、

と
い

う
二

つ

の

軸
か
ら
四

つ

の

象

限
を

考
え
る

と
、

宗
教

学
者
の

主
た

る
関
心
は
、

 
教
団
に

所

属
す
る
強

い

関
与
者
（
「

立

派
な

信
仰
者
」）

に

向
け
ら
れ

て

き
た
が、

近

年
で

は

 

教

団
に

所

属
し

な

い

強
い

関

与
者
（

い

わ

ゆ
る

「

ス

ピ

リ
チ

ュ

ア

リ
テ

ィ
」）

や

 
教

団
に
所
属
し

な
い

弱
い

関
与
者
（
い

わ

ゆ
る

「

無
自
覚
の

宗
教

性
」）

に

も

向
け
ら
れ

て

い

る
。

し

か

し、

 
教

団
に

所
属
す
る

弱

い

関
与
者
（
「

緩
い

信
仰
者
」）

に

は
ほ
と

ん
ど

関
心
が
向

け
ら
れ

ず
、

肯

定
的
な
評
価
も
な
さ
れ
な
か
っ

た
。

一

方、

教

団
に

所

属
す
る

信
仰
者
に

つ

い

て
、

他
宗
教
に

対
し
て

寛
容
的
か

非
寛
容
的
か
と
い

う
軸
を
追
加
し

て

四

つ

の

象
限
を

考
え
る
と、

宗

教
学

者
の

考
え
る

理
想
は

、

強
い

信

仰

を
持
ち
な
が
ら
他
宗
教
の

内
容
と

価
値
も
理
解

す
る

多
元
主

義
的
で

寛

容

的

な
信
仰
者
で

あ
り、

そ
れ
こ

そ
が

「

真
に

立

派
な

信
仰
者
」

と

見
做
さ

れ
、

宗
教
間

対
話
な
ど
の

動
機
と

な
っ

て

き
た

。

こ

れ
は

、

「

強
い

多
元

主

義
」

と
同

様
の

観
点
か
ら、

「

他
者
の

信

仰
を

学
ぶ

こ

と
で

他
者
と
の

差

異
を

通
じ
て

自
分
自
身
の

信
仰
を

深
め

る

こ

と
が

で

き
る

」

と

い

う
論

理
で

補
強
さ

れ
る

こ

と

も
あ
る
。

し
か

し、

様
々

な

宗
教
を

学
べ

ば
学
ぶ

ほ

ど

宗
教
問
の

教
義
的
な
共
約
不
可
能
性
を

よ

り
認
識

す
る

の

だ
か
ら、

本
来
は

学
ぶ

こ

と

は
何
の

解
決
に
も
な
ら
な
い

は

ず
で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

懸
念
に

関
し
て

は
、

「

真
理
（
真
実
在
）

を

会
得
す
れ

ば

そ
れ
が

根
本

に

お
い

て

同
一

で

あ
る
こ

と

が
自
覚
で

き
る
」

と
い

う
反
論
も
あ
る

だ

ろ

う
。

し
か
し、

真
理
（
真
実
在）

を
会
得
し
そ
の

根
本
的
同
一

性
を
理
解

し

た

か

ら
寛
容
に
な
っ

た

の

か、

寛
容
に
な
っ

た
ふ

り
を
し
て

い

る

だ

け

な
の

か

が
問
題
で

あ
る

。

教
義
的
な
共
約
不
可
能
性
を

解
消
で

き
る

ほ

ど

に

真
実
在
を

会

得
す
る

こ

と
は
、

常
人
の

域

を
超

え
て

い

る
は

ず
で

あ

る
。

仮
に、

真
理
（
真
実
在）

を
会
得
し
根
本
的
同
一

性
を
理

解
し

た
人

が

い

る

と

し
て

も、

そ
の

よ

う
な
「

真
に
立
派
な
信
仰
者
」

は
ご

く
例

外

と

考
え
た
ほ

う
が
自
然
で

は
な
い

だ

ろ

う
か

。

自
称
多
元
主
義

者
の

多
く

は

真
実
在
の

根
本
的
同
一

性
を
理
解
し
た
と

錯

覚
し、

疑
似
的

寛
容
性
を

示
し
て

い

る

だ
け
か
も
し

れ
な
い

。

も
し
そ
う
で

あ
る

な
ら
ば

、

彼
ら
の

信
仰
の

強
さ

自

体
が
錯
覚
に

基
づ

く

欺
瞞
で

あ
る

可

能
性
も
あ

り
、

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

も
ま
た
同
様
で

あ
る

か
も
し
れ
な
い

。

単
純
に

考

え
て

も、

関
与
と

寛
容
性
は

逆
相
関
に

あ
る

だ

ろ

う
か

ら、

「

強
い

多
元

主
義
」

の

現

実
味
は

疑
わ
し

く、

好

事
家
の

理

想
的
願
望
に

基
づ

く
単
な

る

虚

構
に

過
ぎ
な
い

可

能
性
も
あ
る

。

　

筆
者
ら
の

行
な
っ

て

き
た
い

く
つ

か
の

社
会

実
験
は、

そ
の

よ

う
な

可

能
性
を
示
唆

す
る

も
の

で

あ
る

。

実
験
計

画
的
に

合
成
さ
れ
た

宗
教
的

体
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験
談
を
評
価
さ
せ

る

社
会
実
験
を
日

米
で

行
な
っ

た

と
こ

ろ
、

回
答
者
の

多
く
は

宗
教
的
体
験
談
を
受
け
入
れ

る

か
ど

う
か
に
つ

い

て
、

自
分
の

宗

教
的
信
念
と

整
合
す
る
一

貫
し
た

判
断
を
下
す
こ

と

は
で

き
す、

社
会
的

文
脈
に

左
右
さ

れ

た

非
一

貰
的
な

判
断
を

し
て

お
り、

多
元
主

義
者
で

あ

る

か

ら

と
い

っ

て

そ
の

非
一

貫
的
判
断
の

傾
向
に
差
は

な
か
っ

た
。

社
会

的
文
脈
に

か
か

わ

り
な

い

一

貫
性
を

示
し
た

の

は
、

自
分
の

信
念
に

反
対

す
る

も
の

を
一

貫
し
て

拒
絶
す
る

排
他
主

義
者
だ

け
で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と
は

「

強
い

多
元

主

義
」

と
い

う
理

想
像
が

虚

構
に

過
ぎ
な

い

可
能
性
を

補
強
し
て

い

る
。

ま
た
、

そ

の

後
の

日

本
で

の

社
会
調
査
で

は
、

信
仰
者

が
「

神
が

い

る
」

と

考
え

て
い

る
理
由
と
し
て

は
、

「

自
分
の

心
が

豊
か
に

な
っ

た
経

験
が

あ
る
か
ら

」

「

危
な
い

場
面
で

助
か
っ

た

経
験
が

あ
る

か

ら
」

と

い

う
曖
昧
な

個
人

的
経
験
に

よ

る

も
の

が

主

流
で

あ
り

、

「

真
実

在
」

に

つ

い

て

の

存
在
論
的

な
信
念
は
ご

く
少
数
で

あ
る

。

信
仰
者
の

多

く
は

宗
教
的
真
理

（

神
な

ど）

に

つ

い

て

の

存
在
論
的
な

質
問
に

「

分
か

ら
な
い
」

と

答
え

、

不
可
知
論
的
な
ス

タ

ン

ス

を
と
っ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

「

緩
い

信
仰

者
」

は

決
し

て

「

無
自
覚
」

で

は

な
い

專
心
性
を
持
つ

が
、

非
寛
容
に

な
る

必
然

性
も
低
い

。

逆
に
、

「

強
い

信
仰

者
」

や
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

の

ほ

う
が
非

寛
容
的
な

傾
向
が

強
か
っ

た
。

従
来

看
過
さ

れ
て

き
た
「

緩
い

信
仰
者
」

に

こ

そ
、

明
日

の

宗
教
の

現
実
的
で

建
設
的
な

希
望
が
あ
る

か

も
し
れ
な
い

。

宗
教
研
究
に

お

け
る

ラ

イ

フ

ス

ト
ー

リ
ー

の

方

法
論

的
意
義
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

宮
本
要
太
郎

　

発
表
者
は

現
在、
「

無

縁
社
会
」

に

お

い

て

宗

教
は

い

っ

た

い

何
を

な

し

う
る

の

か、

こ

の

状
況
の

克
服
に
向
け
て

実

際
に

ど
の

よ

う
な
活
動
が

な
さ
れ
つ

つ

あ
る

の

か、

ま
た

そ
の

実
態
を

宗
教
学
的
に

ど
の

よ

う
に

と

ら

え
れ
ば
よ

い

の

か

な
ど

を

明
ら

か
に

す
る

た

め
、

主
と

し
て

「

釜
ヶ

崎
」

を
フ

ィ

ー

ル

ド
と

し

て、

一

般
市
民
の

生

活
空
問
か
ら

排
除
さ

れ

た

人
々

に

寄
り
添
い
、

連
帯
し、

共
生
し
よ
う
と

地
道
に

活
動
を

続
け
る

宗

教
者
た

ち
を
対
象
に、

も
っ

ぱ

ら
聞
き
取
り
を
中
心
と

し
た
調
査

研
究
を

進
め
て

い

る
。

　

そ
こ

で

注
目
し

た

の

が
、

社
会
学
や
人
類
学
な
ど

で

広
く
使
わ
れ
て

い

る

ラ

イ
フ

ヒ

ス

ト

リ
ー

の

ア

プ
ロ

ー

チ

で

あ
る

。

こ

の

ア

プ
ロ

ー

チ

を

採

る

こ

と

で
、

支
援
活
動
に

従
事
す
る

宗
教
者
た

ち
へ

の

聞
き
取
り
調
査
を

通
じ
て

彼
ら

／
彼
女
ら

の

ラ

イ
フ

ヒ

ス

ト
リ
ー

を
描
き
出
し、

そ
の

解
釈

を

通
じ

て

諸
個
人
の

活
動
が

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ

ャ

ピ
タ

ル

と

し
て

の

生
き

た

働
き
を
表
し

て

い

く
ア

ク

テ

ィ

ヴ

な
文
脈
を、

歴
史
的
・

社
会
的
な
文

脈
と

交
わ

ら
せ

な
が

ら、

ト
ー

タ

ル

に

論
じ
る

こ

と

が
で

き
る

と

考
え

た
。

　

し
か

し
、

実
際
に

各
人
の

生

活
史
を

聞
き
取
ろ

う
と

す
る

と
、

容
易
で

な
い

こ

と

が

す

ぐ
に

分
か

る
。

ラ
イ
フ

ヒ

ス

ト
リ

ー

は
、

個

人
の

「

主

観
」

や

「

解

釈
」

を
尊
重
す
る

点
で、
「

人

間
中
心

ア

プ
ロ

ー

チ
」

と
も

み

な
さ

れ

る

が
、

こ

の

点
で

、

宗
教
社
会
学
の

分
野
で

こ

れ

ま
で

議
論
さ

れ
て

き
た

「

内
在

的
理
解
」

や
「

共
感
的
デ

タ

ッ

チ

メ

ン

ト
」

の

考
え

方

は

大
い

に

参
考
に

な
る

。

も
っ

と
も、

宗
教
社
会
学
的

な
問
題
設
定
と

異

な

り
、

本
研
究
が

対
象
と

し
て

い

る

人
々

の

活
動
は

、

し

ば
し
ば

信
仰
と

葛
藤
を
生
じ
さ
せ
た
り

、

時
に
は
信
仰
を

相
対
化
す
る

も
の

で

あ
っ

て
、

時

系
列
的
な
編

集
を

経
て
一

貫

性
の

あ
る

「

生

活

史
」

と

し
て

の

「

記

録
」

を

作
成
す
る
た

め
に
は
、

聞
き

取
り
デ

ー
タ
の

か
な

り
の

蓄
積
が
必

要
で

あ
る

。
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