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者
の

分
離
を
主

張
す
る

。

た

だ

し
ト
ク

ヴ
ィ

ル

は
、

宗
教
を
私

事
化
し
て

影
響
力
を

小
さ

く
し
よ

う
と

し
て

い

る

の

で

は

な

く、

宗

教
の

自
己
限
定

を

通
し
て
、

民
主
主

義
の

時
代
に

お
け
る
宗
教
の

機
能
を

効
果

的
に

し
よ

う
と

し
て

い

る
。

ま
た
、

ル

ソ

ー

に

と
っ

て

カ

ト
リ
ッ

ク

は

反

社
会
的

で
、

共
和
主

義
的
な

政
治
に
と

っ

て

害
を
な
す
と
さ

れ
る
も
の

だ
が
、

ト

ク

ヴ
ィ

ル

か
ら

見
た
カ

ト

リ
ッ

ク

は
、

社
会
的
に

有
用
な
も
の

で

あ
る

。

　
コ

ン

ト

や
ト

ク

ヴ
ィ

ル

が
属
し

て
い

た
時
代
は
、

宗
教
批
判
の

時
代
で

は

あ
っ

て

も、

宗
教
の

社
会
的
有
用
性
に
つ

い

て

は

基
本

的
に

疑
問
符
が

つ

か
な
い

時
代
で

あ
っ

た
。

デ
ュ

ル

ケ
ム

は
、

宗
教
の

社

会
的

有
用
性
が

自
明
で

は

な
く
な

り
つ

つ

あ
っ

た

時
代
に
お
い

て
、

社
会

的
な

も
の

と

宗

教
的
な
も
の

の

本
質
的
な

同
質
性
を
改
め
て

取
り
あ
げ
た

。

デ
ュ

ル

ケ
ム

か

ら
見
る

と
、

ル

ソ

ー

の

「

自
然
」

は

社
会
の

外
部
と
し
て

現
わ
れ

る
。

と
こ

ろ

で

デ
ュ

ル

ケ
ム

の

企
て

と

は、

ま
さ
に

こ

の

外
部
を

取
り
除
く
こ

と

に
あ
っ

た
。

ま
た
デ
ュ

ル

ケ
ム

は、

個
人
と

国
家
の

あ
い

だ
に
一

連
の

中
間
集
団
を

挿
入
す
る

こ

と

を
提
案
し、

ジ

ャ

コ

バ

ン

・

モ

デ

ル

を

相
対

化
し
て

い

る
。

た

だ

し
デ
ュ

ル

ケ
ム

は
、

近
代
国
家
が

同

業
組

合
か

ら
個

人
を
解
放
す
る

役
割
を

演
じ
る

こ

と
を
踏
ま
え
て

い

る

点
で

は
、

ル

ソ

ー

に

近
づ

く
。

ま
た

、

モ

ナ
・

オ

ズ

ー
フ

が
指
摘
す
る

よ

う
に

、

デ
ュ

ル

ケ

ム

の

集
合
沸
騰
論
と
、

祭
り
に
お

け
る

人
び

と

の
一

体
感
を

語
る
ル

ソ

ー

の

議
論
を
つ

な

げ
る

こ

と

も
可
能
だ
と

思
わ

れ
る

。

　

市
民
宗
教
の

問
題
は

、

そ
れ
ま
で

他
律
の

回
路
に

よ
っ

て

政
治
権
力
を

正

当
化
し

て

い

た

社
会
が

自
律
化
し、

新
た

な
社
会
的
紐
帯
の

構
築
と
い

う
課
題
を

前
に

す
る

と

き
最
も
先
鋭
化
す
る

。

本
発
表
で

取
り
あ
げ
た
論

者
は

み

な
こ

の

問
題
を
共
有
し
て

い

た

が、

や
は

り
各
論
者
の

ニ

ュ

ア

ン

ス

は

異
な
っ

て

い

る
。

一

九

世
紀
ア

メ

リ

カ

合
衆
国
の

健
康
と
宗
教
実
践

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

佐
藤
　
清
子

　

本
発
表
に

お

い

て

は
、

十
九
世
紀
前
半
の

ア

メ

リ
カ

合
衆
国
の

健
康
／

宗
教
論
を
と

り
あ
げ

、

そ
れ

ら
が
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
の

ア

メ

リ
カ
人
に

新

た

な
生

活
上
の

実
践
を

も
た

ら
す
と

と

も
に
、

非
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
的
な

宗
教
実
践
を

、

「

不

健
康
な

習
慣
」

と

し
て

よ

り
一

層
異
化
し
よ

う
と

し

た

こ

と
を

示
し

た
。

　

十
九

世
紀
前
半
は

、

病
気
そ
の

も
の

や、

病
気
に

伴
う
苦
痛
の

軽
減
に

対
し

て
、

医
学
が

必
ず
し

も
有
効
で

は

な
か
っ

た

時
代
で

あ
る

。

そ
う
し

た

中、

医
師
に

頼
ら
ず
健
康
を
獲
得
す
る
た

め

の

様
々

な
健
康
論
や
代
替

医
療
が
発
明、

紹
介
さ
れ

た
。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

由
来
の

ホ

メ

オ
パ

シ
ー
、

水

治
療、

ア

メ

リ

カ

生
ま
れ

の

ト
ム

ソ

ン

主
義
や

グ

ラ
ハ

ム

主
義
な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

他、

モ

ル

モ

ン

教
や
ア

ド
ヴ
ェ

ン

テ

ィ

ス

ト
派、

キ
リ
ス

ト
教

科
学
と

い

っ

た
、

こ

の

時
代
の

新
宗
教
に

も、

健
康
へ

の

高
い

関
心
は

反

映
さ

れ
て

い

る
。

　
ア

メ

リ
カ

合
衆
国
の

主

流
を
為
し
つ

つ

あ
っ

た

福
音
主

義
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

人
々

に

と

っ

て
、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
信
仰
の

枠
を
は
み
出
す
新
奇

な
宗
教
論
を
伴
う
健
康
論
は

簡
単
に

は

受
け
入
れ

ら
れ
な
い

も
の

だ
っ

た

は

ず
で

あ
る

。

し
か
し、

健
康
が
善
か
つ

自
然
の

状
態
で

あ
り、

自
然
の

法
則
を
学
ん

で

実
践
す
る

こ

と
で

そ
れ
は
獲
得
さ
れ
る、

と
い

う
、

科
学

的、

非
科
学
的
を

問
わ

ず、

当

時
の

健
康
論
一

般
に

共
通
し

た

考
え

方

は、

啓
蒙
主
義
の

影
響
を

受
け
た
同
時
代
の

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

信
仰
と

も

馴
じ
み
が
よ
い

も
の

で

あ
っ

た
。

十
九
世
紀
の

ア

メ

リ
カ

人
は、

時
に

は

正
統
的
福
音
派
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

信
仰
の

枠
内
に
と
ど

ま

り
つ

つ
、

ま
た

あ
る

場
合
に
は
、

ユ

ニ

テ

リ

ア

ン

な
ど、

啓

蒙
主
義
の

影

響
を
よ

り
強
く
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受
け
た

キ

リ
ス

ト
教
信
仰
を
背
景
と

し

て
、

健
康
法
や

代

替
医

療
に

接
近

し

た
。

新
た
な
健
康
論
は、

必
ず
し
も
そ
れ
ら
と

齟
齬
を

来
す
も
の

で

は

な
か
っ

た

の

で

あ
る

。

　
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト

信
仰
は

健
康
論
と

結
び

つ

く
こ

と
で

、

非
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
的

宗
教
へ

の

批
判
言
説
と

し
て

も
働
い

た
。

こ

の

時
代
の

反
カ

ト

リ
ッ

ク
主

義
の

言
説
の

中
に

は
、

カ

ト

リ
ッ

ク

に

特
徴
的
な

、

跪
い

て

の

祈
り
や
様
々

の

信
心

業
が、

体
に

負
担
を
強
い

る

不
健
康
な
も
の

で

あ
る

と
の

議
論
が
見
ら
れ
る

。

健
康
と
い

う
価
値
は

、

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

ト
の

宗

教
と

結
び

つ

き、

異

質
な
宗
教、

と

り
わ

け
そ
の

実
践
的
側
面
を
よ

り
い

っ

そ
う
異

化
す
る

と
と

も
に、

健
康
の

た

め

に

規
律
化
さ
れ

た

生
活
習
慣

と
い

う、

新
た
な

宗
教
的
実
践
と

す
ら

呼
び

う
る
も
の

を
ア

メ

リ
カ

人
に

も
た

ら
し
た
の

で

あ
る

。

黒
人
運
動
に
み

る

宗

教
的

家
族
組
織
の

形
成

　
　
　

米
国
の

オ

リ

シ

ャ

崇
拝
よ
り

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

小
池

　
郁
子

　
本
発
表
の

目
的
は、

ア

メ

リ
カ
A
口

衆
国
の

黒
人
運
動
に

携
わ

る
ア

フ

リ

カ

系
ア

メ

リ
カ

人
（
ア

メ

リ

カ
里…
人
）

が、

宗
教
的
家
族
組
織
を
形
成
す

る

こ

と

に

何
を
求
め、

そ
の

活
動
に

よ
っ

て

何
を
実
践
し
よ
う
と

し
て

い

る

の

か
を
明
ら
か
に

す
る
こ

と

で

あ
る
。

そ
の

う
え
で

、

彼
ら
が
地
域
社

会
や
家
族
を
ど
の

よ

う
に

経
験
し
、

語
り、

ま
た
、

い

か
に

対
峙
し
よ

う

と

し
て

い

る
の

か
を

考
察
す
る

。

本
発
表
は

、

ア

メ

リ
カ

黒
人
の

抱
え
る

社
会
問
題
を、

彼
ら
に

特
有
の

逸

脱
し

た

家
族
像
に

還
元
す
る

傾
向
を

再

考
し、

さ
ら
に、

黒
人
運
動
に

よ
っ

て

展
開
さ

れ
る
ア

メ

リ

カ

黒
人
男
性

向
け
の

支
援
活
動
を、

家
父
長
制
や

伝
統
的
価
値
観
の

無
批
判
な
復
興
と

は
異
な
る

視
点
か
ら
論
じ
る
こ

と

の

布
石
と
し
た
い

。

　
黒
人
運

動
の
一

つ
、

オ
リ
シ

ャ

崇
拝
運
動
は
一

九
五

〇

年
代
後
半
に

米

国
で

組
織

化
さ
れ
た

。

こ

れ
は、

オ

リ

シ

ャ

と

呼
ば
れ
る

西
ア

フ

リ
カ
、

ヨ

ル

バ

の

神
々

を

崇
拝
す
る

宗
教
・

文
化
実
践
を

核

に
し

た
運

動
で

あ

る
。

運

動
が
組

織
さ

れ
た

当

初
は
、

「

反
白
人
・

反
キ

リ
ス

ト

教
」

主

義

を
標

榜
し
て

い

た
。

し
か
し、

一

九
八
〇

年
代
半
ば
よ
り
、

コ

ミ
ュ

ー

ン

内
外
の

問
題
か
ら
そ
の

運
動
理
念
は

時
代
と
と
も
に

変
容
し

、

コ

ミ
ュ

ー

ン

を
中
心
と

し
た
一

極
集
中
型
の

運
動

形
態
か
ら

、

米
国
の

各
地
に

点
在

す
る

成
員
個
人
の

宗
教
的
家
族
組

織
（

イ

レ

誉）

を

軸
に

し
た
も
の

へ

と

移
行
し
て

き
て

い

る
。

　
米
国
の

地
域
社
会
や
家
族
を
め
ぐ
っ

て

は
、

多
く
の

議

論
が

な
さ
れ

て

き
た

。

た

と

え
ば

、

家
族
論
で

は

「

母
親
」

「

母

性
」

と
い

う
視
点
が

強

調
さ
れ、

女
性
に

注
目
が
お
か
れ
て

き
た
こ

と
［
杉
山

二

〇
〇
七凵

、

あ

る
い

は
、

米
国
の

奴
隷
制
と
い

う
歴

史
を

踏
ま
え
れ

ば
、

「

家
族
」

と
い

う
制
度
に

は

人

種
的、

階
級
的
差

異
は
必

然
で

あ
る
に

も
か

か

わ
ら

ず、

少
数
派
に

も
主
流
の

規
範
的
家
族
モ

デ

ル

を
踏
襲
す
る

こ

と
が

要
求
さ

れ

て

き
た

こ

と
の

問
題
な
ど
が

論
じ
ら
れ
て

い

る
［
杉

山

二

〇
〇
七

、

ア

ン

チ
オ

ー

プ

ニ

○
○
］

、

フ

ッ

ク

ス

ニ

○
一

〇
］

。

ま
た

、

米
国
の

特

徴
の
一

つ

と

し
て、

個
人
と
国
家
の

あ
い

だ
を
担

う
民
間

部
門
が

強
力
で

あ
り、

と

り
わ

け
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

（
−ー

地
域
社
会
）

や

家

族
は

、

自
己

統

治
と
い

う
側
面
で

重
要
な
役
割
を
担
っ

て

き
た
こ

と、

さ
ら

に

そ
こ

に

は

キ

リ
ス

ト
教
保

守
派
の

影
響
が
色
濃
く

認
め
ら
れ
る
こ

と
が

指
摘
さ

れ

て

い

る
［

久

保

二

〇
〇

七
］

。

　
そ
こ

で

本
発

表
は、

オ
リ
シ

ャ

崇
拝
運
動
に

よ
っ

て

宗

教
的
家
族
組
織

が

展
開
さ
れ
る

事
例
の
一

つ

と

し
て

、

米
国
南
部
の

「

男
性

結
社

い
o

事

168〔890）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


