
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗教研 究』85巻 4 輯 （2012年 ）パ 不 ル

っ

て

い

る
。

中
に

は
、

配

偶
者
か
ら
の

DV

な
ど

深
刻
な
問
題
も
含
ま
れ

て

い

る

に

も
か

か
わ

ら

ず、

こ

う
し
た

問
題

や

悩
み

を
、

「

行
者
ゆ

え
に

行
を

積
ま
さ
れ
て

い

る
」

と

宗
教
的
に

解

釈
し

、

独
力
で

克

服
し
よ
う
と

す
る
女
性
が

少
な

く
な
い

。

そ

し
て、

そ
れ

が
ゆ

え
に

問
題
が
い

つ

ま
で

も
「

個
人

的
な

問
題
」

の

範
疇
を

出

ず
、

表
面

化
し
て

こ

な
い

の

で

あ

る
。

こ

れ
は
、

女

性
下

位
と
い

う
可

視
的
な

性
差
別
に

対
し、

差

別
の

経

験
を

共
有
し
つ

つ
、

協
同
し

て

改

革
を
進
め

て

い

る

既
成
仏
教
教

団
の

女

性
の

在
り
方
と
は

随
分
異
な
っ

て

い

る
。

　
昨

今
は

、

女
性
修
験
者
と
ジ
ェ

ン

ダ

ー

と
い

う
と

直
ち
に

「

大

峰
山

女

人
禁
制
問
題
」

が

そ
の

最
た
る

も
の

と
し
て

取
り
上

げ
ら
れ

、

先

鋭
化
の

動
き
を

見
せ
て

い

る
。

し

か

し
、

修
験
道

教
団
に

は
、

こ

の

問
題
以
外
に

も
数

多
く
の

ジ
ェ

ン

ダ

ー

を
め

ぐ
る

問
題
が

存
在
し

て

お

り、

未
だ
そ
れ

が

教

団
全

体
に

関
わ
る
、

組
織
的
・

構
造
的
な

問
題
と
し

て

認
知
さ

れ

て

い

な
い

面
が

あ
る
。

大
峰
山
の

問
題
に

つ

い

て

も
、

そ

う
し
た

諸

問
題
に

計
慮
し

な
が
ら

、

よ

り
広
い

視
点
か
ら

考
察
を

進
め

て

い

く
必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と
ま

と

め

小

　
林
　
奈

央

子

　

本
パ

ネ
ル

で

は
、

伝
統
的
な
宗
教
教
義、

あ
る

い

は

宗
教
的
規
範
と
、

新
た
に

獲
得
さ
れ

た

近
代
的
な
思
考
や
社
会
制
度
な

ど

と
の

は

ざ

ま
に

お

い

て
、

宗
教
的
権
威
か
ら
周
辺
化
さ
れ
が

ち
な
女
性
た

ち
が

「

伝
統
」

と

「

近

代
」

と

の

問
で

生
じ

る

葛
藤
を
ど
の

よ

う
に

受

け
止
め
、

克

服
し

て

い

る
の

か
を、

ジ

ェ

ン

ダ
ー

の

視
座
を

通
し

て

明
ら
か

に
す
る

こ

と

を
主

題
と
し
た

。

そ
し
て

特
に、

就
業、

結
婚

、

出
産
な
ど

女
性
の

ラ

イ
フ

イ

ベ

ン

ト
と

そ
の

折
々

で

疏

ち
現
れ
る
宗
教
と
の

関
わ

り
に

着
目
し、

女
性

た

ち
が
「

伝
統
」

か
「

近
代
」

か
の

二

者
択
一

的
な
選
択
を

す
る
の

で

は

な
く、

そ
の

両
者
を
行
き
来
し
な
が
ら
、

双
方
を
つ

な
ぐ
よ

う
な
重

層
的

で

複
合
的
な
選
択
を
し
て

い

る
実
態
に

つ

い

て
、

四
人
の

発

表
者
が、

そ

れ
ぞ
れ
の

調
査
フ

ィ

ー

ル

ド
を
事
例
に

報
告
を
お

こ

な
っ

た
。

近

代
が

伝

統
を
凌
駕
・

変
革
し
て

い

く
、

あ
る
い

は

逆
に、

近
代
に

抗
っ

て

伝
統
的

な
も
の

が

呼
び
戻
さ

れ

る

と
い

う
よ

う
な
一

方
方
向
で

は
な
く

、

女
性
た

ち
が
「

伝
統
」

と

「

近
代
」

の

間
を

往
還
し
な
が
ら、

単
な
る

両
者
の

杣

克
を
超
え
た

多
様
な
選
択
を
し
て

い

る

様

相
を
明
ら
か
に

す
る

こ

と

を
本

パ

ネ
ル

の・
下

題
と
し

た
。

　
そ
の

点
で

い

え
ば
、

中

国
雲
南
省
西
双

版
納
タ
イ
族
の

出
産
を

取
り
ヒ

げ
、

近

代
医
療
が

浸
透
す
る

巾
で

も
、

女

性
た
ち
が

伝
統
的
な

出
産
の

あ

り

方
や

知
識
を

適
宜
利

用
し
、

「

伝
統
」

と

「

近

代
」

の

枠
組
み
を
ゆ

さ

ぶ

る

よ

う
な

実
践
を
し

て

い

る

点
に

着
目
し

た
磯

部
報
告
は
、

本
パ

ネ
ル

の

趣
旨
を

最
も
よ

く
反
映
し

た
も
の

で

あ
っ

た
と

思
わ
れ

る
。

コ

メ

ン

テ

ー

タ

の

黒
木
雅
子
氏
も

、

出
産
に

影
響
す
る

知
識

体
系
が

男
性
中
心
的
な

上
座

仏
教
か

ら
近

代
的
な

知
識
体
系
に

移

行
し

て

も、

女
性
の

周
辺
的
位

置
づ

け
に

か

わ
り
は
な
い

が、

「

し
か

し、

そ

こ

で
、

女
性
た

ち
が

こ

の

二

つ

の

知
識
体
系
を
行
き
来
し

な

が

ら
、

状
況
や

必
要
に

応
じ
て

主
体
的

に

出
産
方
法
を
選
択
し
て

い

る

と
い

う
こ

と
は

、

伝
統
宗
教
と

近

代
の

知

を

利
用
し

な

が
ら

生
き
延
び

る

弱
者
の

智
恵
と
し

て

興
味
深
い
」

と
の

評

を

寄
せ

ら

れ

た
。

こ

の

よ

う
に

女
性
た

ち

自
身
の

選
択
が、

従
来
の

社
会

の

在
り
方
に

変
化
を
も
た

ら
し
て

い

る

事
例
に

対
し、

他
方、

社

会
の

変
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化
に

よ

っ

て

要
請
さ
れ

る

女
性
像
が

変
化
し

て

い

る

事
例
を

取
り
上

げ
た

の

が

井
上

報
告
で

あ
る
。

井
上

は
、

ポ

ス

ト

社
会
主

義
の

ロ

シ

ア

に

お
い

て
、

ロ

シ

ア

正

教

会
が

ア

レ

ク

サ
ン

ド

ラ

皇
后
を

通
し

て

描
く

「

良
妻
賢

母
」

像
が

近

年
存
在
感
を

増
し

て

い

る

状

況
を

報
告
し、

ソ

連
崩

壊
後
の

経
済
・

杜
会
変
動
が

も
た

ら
し

た

「

家
族
卞

義
」

へ

の

転
換
が

こ

の

背
景

に

あ
る

と
し
た

。

ま
た
、

こ

う
し
た
「

良

妻
賢
母
」

像
は
「

伝
統
」

の

再

発
見
で

は

あ
る

も
の

の
、

実
際
に

は
ロ

シ

ア

女
性
が

こ

れ
ま
で

経

験
し
た

こ

と
の

な

い

「

新
し

い

役
割
」

で

も
あ
る

と

指
摘
し

た．、

　
ま
た

日

本
の

事
例
と
し

て
、

カ

ト
リ

ッ

ク

医
療
施

設
内
に

お

け
る

「

天

使
の

病
棟
訪

問
」

と

呼
ば
れ
る

ク

リ
ス

マ

ス

行
事
を

取
り
上
げ
た
の

が

石

井
報
告
で

あ
る

。

近

代
的
な
病
院
の

中
で

カ

ト

リ

ッ

ク

の

伝
統
を
意
識

す

る

数

少
な
い

機
会
で

あ
る

が
、

近

年
は

中
心
的
な

担
い

手
で

あ
る

看
護

師

資
格
を

有
す
る

修

道
女
が

減
少
し
て

お
り
、

近

代
医
療
の

現
場
で

カ

ト
リ

ッ

ク

の

理
念
を
継

承
し

て

い

く

こ

と
の

難
し

さ

に

つ

い

て
三
凵

及
し
た

。

ま

た
、

女
性

修
験

者
が
、

「

在
家
」

宗
教

者
で

あ
る

が

ゆ
え
に、

近

代
的
な

家
庭
生

活
と
の

間
で

経
験
す
る

様
々

な
軋

轢
と、

そ
れ

を
修
験
道
の

教
え

の

中
か

ら

克

服
し
て

い

く
過
程、

お
よ
び
そ

の

問
題
点
に
つ

い

て

小
林
が

報
告
し

た
。

　
以

上
四
つ

の

報
告
を
ふ

ま
え、

黒

木
氏
か

ら
は
、

「

ジ

ェ

ン

ダ
ー

の

視

点
」

と
は
何
か
パ

ネ
リ

ス

ト
問

で

再
確
認
が

必

要
で

は

な
い

か
と

い

う
こ

と

と
、

「

伝

統
」

と
「

近

代
」

の

枠
組
み

が

大
き
す
ぎ
る

の

で

は
な

い

か

と

い

う
指
摘
を
受

け
た

。

し
か

し、

調
査
地
や

研
究
テ

ー
マ

を
異
に

す
る

研
究

者
が

、

ジ
ェ

ン

ダ
ー

と
い

う
共
通
の

切
り
口

か
ら
議
論
す
る
機
会
を

持
て

た
こ

と
は
意

義
の

あ
る

こ

と

で

あ
っ

た
。

今
後
も
こ

の

よ
う
な
場
を

継
続

的
に

つ

く
っ

て

い

き
た
い

。

現
代
沖
縄
の

社
会

、

文

化
に

み

る

　

　
「

本
土
化
」

と

「

沖
縄
化
」

の

相
互

作
用

沖

縄
的

死

者
慣
行
に

み

る

　
「

本
土

化
」

と

「

沖
縄
化
」

代
表
者
・

司
会
　
村
上

　
興
匡

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
具
志
堅
邦
子

の

相
互

作
用

村
　
上

　
興

　
匡

　
一

九
七．
一

年
の

本
土
復

帰
に

と
も
な
い

本
土
の

慣
習
（

葬
祭
業
者
に

よ

る

葬
儀
補
助

、

仏

教
寺
院
に

よ

る

告

別
式
葬

儀
）

や、

法
律
（

「

宗
教
法

人

法
」

「

墓

埋
法
」

）
、

人

間
や

業
者
（
葬
祭

業
者、

石

材
業
者）

の

沖
縄

へ

の

流
入
が
進
み

、

そ
れ
が
沖
縄
の

死
者

慣
行
に

変
化
を

与
え
て

い

る
。

こ

れ
は、

い

わ

ば

文
化
移
入
の

側
面
で

と

ら

え
る

こ

と
も
で

き
る

が、

そ

れ
を
促
進
し
た
背

景
に

は
、

都
市
化、

近

代
化
の

影
響
が

あ
る

。

特
に

二

〇
〇
五

年
以

降、

本
土
及
び

島
嶼
地
域
か
ら
の

大
量
の

人

口

が

南
部
都
市

地
域
に

流
入
し
て

お
り、

那
覇
周
辺
地
域
で

大
規

模
な

都
市
再
開
発
が

進

ん
で、

地
域
社
会、

生
業
お
よ

び
地
域
の

人

間
関

係
に

変
化
を

与
え
た

こ

と

が、

本
土
的
な

慣
習
を

取
り
入
れ
る

後
押
し
を
し

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

　
「

木
土
化
」

の
一

方
で
、

所

有
地

の

巾
に

自
分
の

墓

を
も
つ

欲
求
が

強

か
っ

た
り

、

本
十

式
の

家
墓
の

中
に

も
、

従
来
の

沖
縄
の

墓
と
同

様、

段

差
や

骨
灰
を
撒
け
る

穴
が

あ
っ

た

り、

葬
儀
や

清
明

祭
な
ど
の

行
事
に

多
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