
９
・
11
」
直
後
か
ら
ア
メ
リ
カ
社
会
に

一
挙
に
広
が
っ
た
も
の
が
二
つ
あ
っ

た
。
一
つ
は
星
条
旗
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

第
二
の
国
歌
と
も
言
う
べ
き
愛
国
歌
「G

od

B
less

A
m
erica

」
で
あ
っ
た
。
未
曾
有
の

国
家
的
危
機
に
直
面
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
星

条
旗
と
「
聖
書
の
神
」
の
も
と
に
結
集
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は

「
９
・
11
」
当
夜
の
演
説
か
ら
、
神
（G

od
）

や
使
命
（m

ission

）
と
い
う
聖
書
的
用
語
を

演
説
に
ち
り
ば
め
て
、
対
テ
ロ
戦
争
の
意
味

を
国
民
に
語
り
続
け
て
い
る
。

「
宗
教
的
社
会
」
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

昨
年
11
月
の
大
統
領
選
挙
で
ブ
ッ
シ
ュ
大

統
領
は
再
選
に
成
功
し
た
が
、
当
日
の
出
口

調
査
で
投
票
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
価

値
観
、
倫
理
、
宗
教
」
が
22
％
で
、
イ
ラ
ク

戦
争
や
経
済
問
題
を
押
さ
え
て
、
第
１
位
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
ア
メ

リ
カ
の
マ
ス
コ
ミ
を
も
驚
か
せ
た
。

「
９
・
11
」
直
後
の
２
０
０
１
年
12
月
か
ら

翌
年
１
月
に
か
け
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
９

カ
国
で
１
万
人
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
ギ
ャ

ラ
ッ
プ
調
査
が
あ
る
。「
宗
教
は
あ
な
た
の
生

活
に
と
っ
て
ど
れ
ぐ
ら
い
重
要
か
」。
こ
の
問

い
に
「
非
常
に
重
要
」
あ
る
い
は
「
重
要
」

と
答
え
た
人
は
72
％
で
あ
っ
た
。
同
じ
時
期

に
ア
メ
リ
カ
で
行
な
わ
れ
た
、
同
じ
質
問
に

よ
る
調
査
の
結
果
は
86
％
で
あ
っ
た
。
こ
の

調
査
は
あ
る
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
は
イ
ス
ラ

ー
ム
世
界
よ
り
も
よ
り
宗
教
的
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
９
・
11
」
と
い
う
国
家
的
危
機

を
体
験
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
同
じ
質
問
に
よ
る
世
論
調

査
を
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
は
継
続
的
に
行
な
っ
て
い

る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
今
日
に
至

る
ま
で
ほ
ぼ
85
％
を
維
持
し
て
い
る
。
「
先

週
、
あ
な
た
は
礼
拝
に
出
席
し
ま
し
た
か
」

と
い
う
調
査
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
は
つ

ね
に
ほ
ぼ
40
％
で
ま
っ
た
く
変
化
し
て
い
な

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
ほ
ぼ
10
％
に

過
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
変
わ
る
こ
と
な
く
「
宗
教
的
社
会
」

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
日
本
が
そ
の
こ

と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

妊
娠
中
絶
と
同
性
愛
結
婚
の
合
法
化

昨
年
の
大
統
領
選
挙
で
あ
ら
た
め
て

明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は

価
値
観
や
倫
理
観
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り

と
二
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
を

「
文
化
戦
争
」（C

u
ltu
re
W
ar

）
と
呼
ん
で

い
る
。
昨
年
の
大
統
領
選
挙
で
争
点
と
な
っ

た
、
同
性
愛
者
の
結
婚
を
合
法
化
す
る
か
ど
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「9・11」の直後に発行された週刊誌『TIME』は、米同
時多発テロの現場となったニューヨーク世界貿易センタ
ーの崩落現場を訪れ、星条旗を振りながら、救助隊員数
千人を鼓舞するブッシュ大統領の姿を表紙に掲げた

森
も り

孝一
こ う い ち

同志社大学神学部教授・学部長、
一神教学際研究センター長

「



もり こういち●同志社大学大学院神学研究科修
士課程修了、バークレー神学大学院連合博士課
程修了。Th. D.（神学博士）。アメリカ宗教史専
攻。主な著書に、『宗教からよむ「アメリカ」』
『「ジョージ・ブッシュ」のアタマの中身──アメ
リカ「超保守派」の世界観』『アメリカと宗教』
（編共著）『多文化主義のアメリカ──揺らぐナシ
ョナル・アイデンティティ』（共著）など

う
か
の
問
題
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る

問
題
と
と
も
に
、「
文
化
戦
争
」
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
大
統
領
選
挙
の
投
票

理
由
の
第
１
位
と
な
っ
た
の
だ
が
、
日
本
で

は
到
底
理
解
で
き
な
い
現
象
で
あ
ろ
う
。

一
言
で
言
え
ば
、「
信
仰
深
い
ア
メ
リ
カ
」

と
「
世
俗
的
な
ア
メ
リ
カ
」
の
対
立
と
考
え

て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
分
裂
は
共
和
党
支
持

者
と
民
主
党
支
持
者
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
を
左
右
し
た
の

は
、
ア
メ
リ
カ
世
論
の
中
道
を
形
成
し
て
い

る
「
信
仰
深
い
ア
メ
リ
カ
」
で
あ
っ
た
。

「
福
音
派
」（E

v
an
g
elicals

）
と
呼
ば
れ
る

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、

有
権
者
の
40
％
を
し
め
て
い
る
。
昨
年
９
月

に
行
な
わ
れ
た
人
間
の
起
源
に
つ
い
て
の
ギ

ャ
ラ
ッ
プ
調
査
に
よ
れ
ば
、
進
化
論
を
支
持

し
た
人
び
と
が
51
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

「
人
間
は
神
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
創
造
さ
れ

た
」
と
答
え
た
人
は
45
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

聖
書
を
解
釈
す
る
こ
と
な
く
、
真

実
と
し
て
そ
の
ま
ま
信
じ
る
人
び

と
。
そ
れ
が
「
福
音
派
」
と
呼
ば

れ
る
信
心
深
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
徒
で
あ
る
。

40
％
の
福
音
派
の
な
か
に
は
、

急
進
派
（
宗
教
右
派
）
も
い
れ
ば

穏
健
派
も
い
る
。
穏
健
な
福
音
派

は
、
外
交
政
策
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
支
持
で
は

な
い
。
イ
ラ
ク
戦
争
よ
り
も
、
世

界
の
飢
餓
の
問
題
や
ア
フ
リ
カ
の

エ
イ
ズ
の
問
題
が
よ
り
重
要
で
あ

る
と
考
え
る
人
び
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
中
絶
問
題
と
同
性
愛
結
婚

の
合
法
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
絶
対
反
対

で
一
致
し
て
い
る
。

ブ
ッ
シ
ュ
と
「
政
治
化
し
た
福
音
派
」

昨
年
５
月
、
再
選
を
め
ざ
し
て
い
た
ブ
ッ

シ
ュ
は
最
大
の
危
機
を
迎
え
て
い
た
。
サ
ダ

ム
・
フ
セ
イ
ン
の
圧
政
か
ら
イ
ラ
ク
国
民
を

26

メガ・チャーチの一つであ
るロバート・シューラー牧
師の「クリスタル・キャセ
ドラル」（カリフォルニア州
オレンジ・カウンティ、ガ
ーデングローブ市）。アメリ
カでは全国的にメガ・チャ
ーチが生まれている

撮影：筆者（P.28も同じ）



解
放
し
、
彼
ら
の
尊
厳
と
人
権
を
回
復
す
る

と
い
う
イ
ラ
ク
戦
争
の
「
大
義
」
を
根
底
か

ら
揺
る
が
す
事
件
が
起
こ
っ
た
。
ア
ブ
グ
レ

イ
ブ
収
容
所
で
の
虐
待
事
件
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
１
週
間
後
に
ブ
ッ
シ
ュ
を

危
機
か
ら
救
う
「
追
い
風
」
が
吹
い
た
。
ケ

リ
ー
候
補
を
上
院
議
員
と
し
て
選
出
し
た
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
同
性
愛
の
結
婚
を
合

法
化
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
ケ
リ
ー
候
補
の
曖
昧
な
態
度

を
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
の
危
機

か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
年
２
月
２

日
に
行
な
わ
れ
た
「
一
般
教
書
演
説
」
に
お

い
て
も
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
同
性
愛
婚
を

合
法
と
す
る
「
急
進
的
な
裁
判
官
」
か
ら
ア

メ
リ
カ
の
結
婚
制
度
を
守
る
た
め
に
、
憲
法

修
正
条
項
の
成
立
を
目
指
す
と
語
り
、
再
選

を
実
現
さ
せ
て
く
れ
た
「
福
音
派
」
に
対
し

て
、
自
分
は
彼
ら
と
同
じ
価
値
観
に
立
っ
て

い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
。

「
福
音
派
」
は
必
ず
し
も
政
治
に
対
し
て
積

極
的
に
参
与
す
る
人
び
と
ば
か
り
で
は
な
い
。

選
挙
活
動
や
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
し
て
、
自
分

た
ち
の
保
守
的
な
価
値
観
を
政
治
に
反
映
し

よ
う
と
活
動
す
る
「
政
治
化
し
た
福
音
派
」

を
「
宗
教
右
派
」（R
eligious

R
ight

）
と
呼

ん
で
い
る
。
彼
ら
は
有
権
者
の
15
〜
18
％
を

し
め
て
お
り
、
共
和
党
に
お
け
る
最
大
勢
力

で
あ
る
。
二
期
目
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
彼

ら
が
期
待
し
て
い
る
最
大
の
課
題
は
、
彼
ら

と
価
値
観
を
共
有
す
る
最
高
裁
判
所
判
事
の

任
命
で
あ
る
。
「
一
般
教
書
演
説
」
に
お
い

て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
「
信
仰
に
基
づ
い

て
法
律
を
解
釈
す
る
判
事
」
を
任
命
す
る
と

明
言
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
な
か
の
「
文
化
戦
争
」

日
本
に
入
っ
て
く
る
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
に

つ
い
て
の
情
報
は
、
こ
の
よ
う
な
保
守
的
な

キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。

ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

に
共
感
し
て
い
る
と
い
う
。
仏
教
を
は
じ
め

J F 職 員 が 感 じたアメリカ

アメリカは自由主義や人民主義などの信条に
よってつくられた世界で唯一の国といえる。

このような理想主義ともいえる特徴は、特にアン
グロ・プロテスタントの教義に由来し、それは独
立革命時の国教制度の禁止と多数の民主的な宗派
の発生によっても表わされている。
アメリカ人は世界のなかでも信仰心の特に篤

あつ

い
国民であり、性的、暴力的、あるいはキリスト教
を冒D

ぼうとく

するような描写についてははるかに保守的
な考え方を示すことが多い。
最近、日本では官民あげてコンテンツ産業を主
要輸出産業に育成しようという気運が高まってい
るが、日本の大衆文化がアメリカの国家理念の源
である宗教的道徳観に抵触した場合、激しい拒絶
反応が引き起こされる危険性がある。日本の大衆
文化が子どもたちに悪影響を及ぼし始めていると
警鐘を鳴らす米国の団体もすでに現われている。
最悪のケースは、日本のアニメなどに影響され
たアメリカ人による性的犯罪や殺人事件が将来発
生し、しかもそれがかつての日本の宮崎勤事件の
ような小児性愛や、オウム真理教のようなテロ組
織に結びついた場合である。この場合、アメリカ
の諸団体は日本製品の不買運動などを通じて激し
く反発するとともに、議会も日本製コンテンツの
輸入規制や検閲強化に関する法案提出に乗り出す
など、日米間の外交問題にまで発展する可能性を
完全に否定することはできない。
大衆文化には、「言論・表現の自由」というこ
とばに隠された消費者側が求めるより強い刺激と、
法治国家としての「公序良俗」の維持との間でせ
めぎ合い、均衡点を求め合う緊張関係が常に存在
する。この均衡点はある一点で安定しているわけ
ではなく、対象物、関係者、時期などの諸条件に
よって変化する。
日米文化摩擦の予防的措置として、この均衡点
の確認作業を日本側から率先して行ない、日本製
大衆文化の流入現象を日本が理性的に捉えている
ことをアメリカに示すべきである。具体的には、
日米双方の利害関係者の対話が必要である。

クールジャパンと
「聖なるアメリカ」
の衝突

今井隆志［いまい　たかし］

ジャパンファウンデーション日本研究・
知的交流部企画調整・米州課職員
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と
す
る
東
洋
宗
教
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
は
本
当

な
の
か
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
、
ア

メ
リ
カ
に
あ
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
文
化
や
宗
教
に

お
け
る
多
様
性
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
イ
ン

テ
リ
層
の
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の

80
％
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教

徒
や
モ
ル
モ
ン
教
徒
を
含
む
「
聖
書
の
神
」

を
信
じ
る
人
び
と
は
90
％
に
達
し
て
い
る
。

「
文
化
戦
争
」
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
二
分
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

な
か
に
も
「
文
化
戦
争
」
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領

の
再
選
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
宗
教
右

派
」
や
急
進
的
な
「
福
音
派
」
は
、
自
ら
の

宗
教
の
正
し
さ
を
主
張
し
、
宗
教
的
多
様
性

を
認
め
た
り
、
他
の
宗
教
に
対
す
る
寛
容
を

尊
重
し
た
り
す
る
人
び
と
で
は
な
い
。
し
か

し
、
も
う
一
方
に
、
寛
容
さ
や
多
様
性
を
尊

重
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で

存
在
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

「
対
抗
文
化
」へ
の
「
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ン
チ
」

実
は
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
に
お
け
る
大
き
な

変
化
は
、
25
年
前
に
起
こ
っ
て
い
た
。
１
９

８
０
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
レ
ー
ガ
ン
大
統

領
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
た
政
治
的
保
守
主

義
者
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
選
挙
登
録
も
せ
ず
、

政
治
に
対
し
て
は
無
関
心
で
あ
っ
た
「
福
音

派
」
を
政
治
の
舞
台
へ
と
引
き
出
し
た
の
だ

っ
た
。
そ
の
と
き
に
大
き
な
力
に
な
っ
た
の

が
「
テ
レ
ビ
説
教
家
」（T

V
p
reach

ers

）

で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
け
る
「
眠

れ
る
巨
人
」
で
あ
っ
た
「
福
音
派
」
の
政
治

参
加
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
に
お
け
る
大

き
な
変
化
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
継
続
し
て

い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
登
場
か
ら
今
日
に
至

る
ま
で
継
続
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
保
守
化

を
、
宗
教
や
価
値
観
の
視
点
か
ら
考
え
る
と

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
１
９

７
０
年
代
の
「
対
抗
文
化
」
（C

o
u
n
te
r

C
ulture

）
に
対
す
る
「
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ン

チ
」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
ヒ
ッ
ピ

ー
、
ド
ラ
ッ
グ
、
フ
リ
ー
・
セ
ッ
ク
ス
に
代

表
さ
れ
る
「
対
抗
文
化
」
は
、
そ
れ
ま
で
の

ア
メ
リ
カ
の
い
ろ
い
ろ
な
伝
統
へ
の
「
カ
ウ

ン
タ
ー
・
パ
ン
チ
」
で
あ
っ
た
。

私
は
１
９
７
３
年
か
ら
１
９
７
７
年
ま

で
、
「
対
抗
文
化
」
の
中
心
地
で
あ
っ
た
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
バ
ー
ク
レ
ー
で
大
学
院
生

と
し
て
学
ん
で
い
た
が
、
バ
ー
ク
レ
ー
に
は

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
東
洋
宗
教
がF

れ
、
学
生

た
ち
の
心
を
惹
き
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
は
宗

教
に
お
け
る
「
対
抗
文
化
」
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
。

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
登
場
に
代
表
さ
れ
る

ア
メ
リ
カ
社
会
の
保
守
化
は
、「
対
抗
文
化
」

に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
世
論
の
深
い
失
望
に
根

ざ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
対
抗

文
化
」
へ
の
反
動
と
し
て
表
わ
れ
て
き
た

「
宗
教
右
派
」
の
主
張
の
多
く
は
、「
対
抗
文

化
」
の
主
張
を
裏
返
し
に
し
た
も
の
が
多
く

見
ら
れ
る
。
フ
リ
ー
・
セ
ッ
ク
ス
や
中
絶
、

同
性
愛
を
容
認
す
る
動
き
に
対
し
て
、
伝
統

的
な
性
の
倫
理
や
家
庭
の
あ
り
方
を
守
ろ
う

と
す
る
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
二
分

す
る
「
文
化
戦
争
」
は
、「
対
抗
文
化
」
と

そ
の
反
動
と
し
て
の
保
守
化
の
対
立
に
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

日
本
に
伝
え
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て

の
情
報
は
、
「
文
化
戦
争
」
に
お
け
る
片
方

の
情
報
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
都
会
の

ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
イ
ン
テ
リ
の
ア
メ
リ
カ

で
あ
り
、
多
様
性
と
協
調
を
尊
重
す
る
ア
メ

リ
カ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
は
も

う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
地
方
都
市
の

ア
メ
リ
カ
、
「
草
の
根
」
の
庶
民
の
ア
メ
リ

カ
、
多
様
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
ア
メ
リ

カ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。a
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「モラル・マジョリティ」
のジェリー・ファルウェ
ル牧師の教会。日曜礼拝
の様子は多くのテレビチ
ャンネルでも放映される。
その大半は、「福音派」や
「ペンテコステ派」の保守
的なキリスト教である




