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解
を

深
め

、

グ

ロ

ー

バ

ル

社
会
に

お

け
る

日

本
宗
教
の

語
り
方
を

考
え
て

い

き
ま

す
。

（

後

略）
」

　
以
k
の

よ

う
な

講
義
を
担
当
す
る

中
で
、

次
の

点
に

配
慮
し

て

お

り、

こ

れ

ら

の

点
が

こ

の

講
義
の

特
徴
に

も
な
っ

て

い

る
。

一
、

宗
教
は

「

怪
し
い

」

「

危
な
い
」

「

理

解
不
能
」

と

い

っ

た

先
入
観
を

　
で

き
る

だ

け
取
り
除
く
（
ア

ニ

メ
・

マ

ン

ガ

の

利
用
）

。

二
、

身
近
な

神
杜
仏
閣
を
訪
ね
て

み

た

く
な
る

よ

う
な
イ
ン

セ

ン

テ
ィ

ブ

　
を

与
え
る

。

一．一
、

世
界
史
的
・

ア

ジ

ア

史
的
な

文
脈
の

中
で
、

日
本
宗
教
の

特
徴
を

理

　

解
す
る

。

特
に
、

一

神
教
と

の

比

較
を

行
う
こ

と

に

よ

っ

て
、

諸
宗
教

　
に

対

す
る

単
純
な

優
劣
意
識
（
＝

神
教
」

対
「

多
神
教
」

な
ど

）

を

　

持
た

な
い

よ

う
に

す
る

と
同
時
に
、

宗
教
の

普
遍
性
や
グ
ロ

ー

バ

ル

な

　

課
題
に

も
目
を
向
け
る

。

四、

国
外
で

活
動
し
て

い

る

日

本
宗
教
（
仏
教
や
新
宗
教）

の

実
情
や
課

　

題
を
紹

介
し、

国
際
社
会
に

お

け
る

日
本
宗
教
の

役
割
を
考
え

る
。

五
、

海
外
で

日
本
宗
教
を
英
語
で

説
明
で

き
る

よ
う
に

、

講
義
に

お
け
る

　
キ

ー

ワ

ー

ド
は

目
英
を
並
記
す
る

。

六
、

日
本

宗
教
を

教
え

や
儀

礼
の

側

面
か
ら
の

み

と

ら

え
る

の

で

は

な

　

く、

文
化
や

政

治
力

学
（
宗
教
と

国
家

、

宗
教
と

戦
争、

政
教

分
離

　

等）

と
の

関

係
の

中
で

理
解
す
る

。

七
、

留
学
生

に

対
し
て

は
、

彼
ら
・

彼
女
ら
の

宗
教
的
背

景
を

考
慮
し、

　

ま
た

、

そ
れ
と

の

比

較
を
通
じ
て
、

日
本
宗
教
や
日

本
人
の

宗
教
観
に

　
つ

い

て

説
明

す
る

。

　

小
原

克
博
○
口−
臣
⇒
 

（
げ
冖

ε口
＼
＼

≦
毛

妄．
屏
O
け

穹
P
眇
o）
　
国
α

⊆
o

讐
δ
昌

の

項
目
に

授
業
資
料
あ
り

。

「

日
本
宗
教
史
」

の

教
え

方

　

ー
−

特
に

中
国
宗
教
の

論
じ

方
と

関
連
し
て菊

　
地

　
章

　
太

　

宗
教
が
ど

れ
ほ

ど

広
範
な
文
化
事
象
と
つ

な
が

っ

て

い

る
か

。

教
養
教

育
に

お
い

て

宗
教
に
か
か

わ

る

講
義
を

準
備
す
る

と

き、

ひ

と

つ

の

課
題

と

し
て

こ

の

こ

と

を
考
え
て

み

た

い

と

思
う

。

　

宗
教
は

高
度
な
思
想
と

体
系
的
な

教
義
を
備
え

て

い

る

が、

同
時
に

卑

俗
で

雑
駁
な．
面
も
持
ち
あ
わ

せ

て

い

る
。

庶
民
の

日
常
に

密
着
し
た
部
分

は
、

広
く
て

深
い

も
の

が

あ
る

に

ち
が

い

な
い

。

中
国
で

は

儒
教
も
道
教

も、

と

も
に

人

々

の

宗
教

的
心

性
や

宗
教
感
情
の

な
か

に
浸

透
し
て

き

た
。

道
教
は

教
団
の

宗
教
と
し

て

は

日
本
に

伝
わ
っ

て

な
い

が、

そ
れ
に

か

か

わ

る
も
ろ

も
ろ

の

習
俗
は

日
本
に

伝
わ

っ

て
、

私
た

ち
の

生

活
に

根

づ

い

て

い

る
。

そ
の
一

例
と
し

て

庚
申
信
仰
を

取
り
あ
げ
た
い

。

　

私

た
ち
の

体
に

は

い

ろ

い

ろ

な

虫
が
い

る
。

ふ

さ

ぎ
の

虫、

昼

寝
の

虫、

虫
の

い

ど

こ

ろ

が
悪
い

虫、

虫
が

知
ら
せ

る

虫、

等
々

。

疳
の

虫
も

い

る
。

赤
ち
ゃ

ん

の

夜
泣
き
の

原
因
と

さ

れ
る

。

ど

れ
も
実
体
が

あ
る

わ

け
で

は

な
い

。

い

る
は

ず
の

な

い

虫
な
の

に
、

心

も
体
も
支
配
さ
れ
て

い

る
。

そ
の

典
型
が
三
尸
の

虫
で

あ
る
。

　
四

世
紀
に

書
か
れ
た

『

抱
朴
子
』

に

よ

れ
ば
、

体
の

な
か
い

る

三

尸
の

虫
は
、

人
が

早
死
に

す
る

の

を

望
む
と

い

う
。

庚
申
の

日
に、

人
の

寿
命

を
つ

か
さ
ど

る
司
命
の

神
に
そ

の

人
の

悪

事
を
告
げ
に

い

く
。

長
生
き
が

し

た

け
れ
ば
、

そ
の

日
に

眠
っ

て

は

い

け

な
い
．、

三

尸
が
体
か
ら

出
ら
れ

な
い

よ

う
見
張
り
を
す
る

。

こ

れ

を

守
庚
申
と

呼
ん

だ
。

こ

の

習
俗
は

や
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が
て

円
本
に

も
伝
わ

っ

た
。

古
く
は．
平
安
時
代
の

貴
族
や

僧
侶
の

凵
記
・

詩
文
な
ど

に

語
ら

れ

て

い

る
。

　一．一
尸
が
寿
命
を

縮
め

る

と
い

う
観
念、

お
よ

び

庚
申
の

日
に

夜
を

徹
す

る

習
俗
は

道
教
に

由
来
す
る

。

一

方
で
、

こ

れ
を

す
べ

て

日
本
固
有
の

伝

統
と

捉
え
る
見
方
も
民
俗
学
に
は

根
強
く
あ
る

。

日
本
で

は

仏
教
的
な

習

俗
に

変
容
し
て

お
り、

青
面
金
剛
が
祀
ら
れ
た

。

こ

の

病
魔
退

散
の

本
尊

を
刻
ん
だ

庚
申
塔
は
、

ほ

ぼ

全
国
に

見
ら
れ
る

。

庚
申
す
な
わ

ち
「

か

の

え
さ
る
」

に

ち
な
ん

で
、

足
も
と

に

「

見
ざ
る

聞
か

ざ
る

言
わ

ざ
る
」

の

三

猿
を
従
え
る

。

神
道
に

傾
斜
し
て

い

く
と

猿
田

彦
命
が

祀
ら

れ
る

。

　
ふ

た
月
に
一

度
め

ぐ
っ

て

く
る

庚

申
の

晩
、

村
の

男
衆
と

女
衆
が
そ
れ

ぞ
れ

別
の

家
に

集
ま
る

。

一

晩
中
お
し
ゃ

べ

り
を

し
て

過
ご

す。

こ

れ

を

月
待
ち
と

呼
ん

だ
。

そ
こ

で

悠
長
に

語

り
、

語
り
を
聞
く。

そ
う
し
た

機

会
が、

つ

い

こ

の

あ
い

だ

ま
で

私
た
ち
の

身
近
に

あ
っ

た
。

　

宗
教
が
広
ま
っ

て

い

く
と

き、

ど
こ

ま
で

在
来
の

民
俗
に
浸
透
し
て

い

く
か
、

あ
る

い

は

逆
に、

民
俗
事
象
の

な
か
に

呑
み
込
ま

れ
て

変
質
を
余

儀
な
く
さ
れ
る

か
。

そ
の

具
体
的
な

経
過
を

観
察
し
て

み

れ
ば
、

む
し
ろ

周
囲
の

文
化
と

混
淆
し
て

い

く
方
が

、

よ
ほ

ど
宗
教
の

現
実
の

姿
に
近
い

よ

う
に

思
う

。

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ
ム

こ

そ

宗

教
の

現
実
の

あ
り
よ

う
だ

と

は
言
え
な
い

だ

ろ

う
か

。

　

日

本
の

庚
申
信
仰
は、

道
教
と

仏
教
と

民
間
信
仰
が
溶
け
あ
っ

て

変
容

を
か
さ
ね
て

き
た

。

民
俗

学
者
が
こ

れ
を
日

本
固

有
の

も
の

と

見
な
し
た

の

も
そ
れ
な
り
の

理
由
が
あ
っ

た
。

あ
る

場
面
で

は

宗
教
と

さ
え
認
識
さ

れ
な
か
っ

た
の

で

あ
る

。

し
か
し、

そ
の

大
も
と

を
た
ど

っ

て

み

れ
ば

、

民
俗

事
象
の

根
底
に

宗
教
の

長
い

歴

史
が

あ

り
、

そ
れ
は

ア

ジ

ア

に

ま
で

つ

な
が
っ

て

い

た
。

大
学
の

教
養
教

育
の

な
か

で、

そ
う
し
た
視
野
か
ら

宗
教
の

広
が

り
の

大
き
さ

を

伝
え
る

こ

と
が

で

き
れ

ば
と
思

う
。

「

日

本
宗
教
史
」

の

教
え

方

　
　

　

特
に

神
道
の

論
じ
方
と

関
連
し
て

鎌
　
山

　
東
　
二

　
発
表
者
は

二

十
五

年
近
く
「

宗
教
学
」

を
担
当
し

て

き
た

。

学
生
に

望

む
こ

と
は
、

「

と

ら

わ

れ
を

捨
て
、

自
分
の

眼
で

物

事
を
と

ら
え
、

白
分

の

足
で

た

ず
ね
歩
き、

自
分
の

頭
で

考
え

る
」

こ

と
で
、

そ
の

た

め
の

素

材
と

な
る

知
識
と

理
論
と

考
え
方
を

提
供
す
る

こ

と

を
心
が

け
て

い

る
。

　
講
義
概
要
は
、

【
宗

教
は

人
を

救
う
か

、

そ
れ

と
も

破
壊

す
る

か

？

か

つ

て
、

近
代
化
が
進
む

と

宗
教
は

衰
退
す
る
か
消
滅
す
る

と
い

わ

れ
て

い

た
。

し
か
し
実
際
に

は
、

宗
教
は

近
代
化
の

中
で

も
生
き
つ

づ

け、

さ
ら

に

そ
れ
を
超
え
て

生

き
つ

づ

け
て
い

る
。

新
新
宗
教
に

ひ

か
れ、

入
信

す

る

若
者
も
少
な
く
な
い

。

い

っ

た
い

、

こ

の

よ

う
な
「

宗
教
」

と

は
何
だ

ろ

う
か

。

本
講
義
で

は、

宗
教
の

発
生
と

展
開
と

社
会
と

の

か

か

わ

り

を
、

広
く
文
明

論
的
か
つ

比

較
宗
教

学
的
な

観
点
と

方
法
に

よ
っ

て

と
ら

え、

考
察
を
加
え
て

ゆ
く
。

宗
教
は

い

か
に

し
て

生
ま
れ、

ど
の

よ

う
な

社
会
の

中
で

発
達
し
て

き
た
の

か
。

ま
た

ど
の

よ
う
に

社

会
を

変
革
し、

杜
会
に

規
制
さ
れ
て

き
た
の

か
。

そ

の

相
関

関
係
を

諸
宗
教
の

歴
史
的

変

遷
と

構
造
的
特

質
を
比

較
検

討
す
る

巾
で

明
ら
か

に

し

て

み

た
い

。

こ

れ

ま
で

の

宗
教
の

功
罪
と
未

来
の

可
能

性
に

つ

い

て

も

考
え
て

み

た

い
。】

（

「

宗
教
学
1

」

冖

春
学
期
・

前

期
シ

ラ

バ

ス
）
、

【
本
講
義
は

春
学
期

授
業

「

宗
教

学
1

」

を

受
け
て
、

そ
の

観
点
と

方
法
に

基
づ

い

て

「

日
本
の

宗

教
」

を

考
察
す
る

。

特
に

、

比

較
文
明
論
的
か
つ

比

較
宗
教
学
的
な

観
点
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