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後
者
は
三
七

事
業

（

二

〇

〇
四
年）

の

宗
教
関
連

事
業
を
持
ち、

こ

れ
以

外
に

教
育
省
そ

の

他
の

国

家
機
関
が

部
分
的
に

宗
教

事
業
を

行
っ

て

い

る
。

つ

ま

り、

仏
教
式
学
校
事
業
は
こ

れ

ら

の

諸
事
業
の
一

つ

に

過
ぎ
な

い
。

一

方、

こ

れ
ら
宗
教
関
連
事
業
は
、

全
体
と

し
て

統
一

さ
れ

た

も
の

で

は

な
い

が
、

全
国
的
に
標
準
化
さ
れ
均
質
的
な
活
動
を
展
開
し

て

い

る．、

　
四

　
結

論

　
本

発
表
で

は
こ

の

よ

う
な

行
政
の

宗
教
（
仏

教
）

事
業
を、

官
僚
を
コ

ー

デ

ィ

ネ
ー

タ

ー

と
し
、

外
部
組

織
と
つ

な
が

り
、

省
益

局
益
と

関
わ
る

多
数
の

行
政
事
業
の

集
合
体
と

と

ら
え

、

国
教
や
国
家
仏
教
と
い

う
用

語

に
代
わ
っ

て、

官
制
仏
教
と

名
付
け
て

い

る
。

こ

れ

は

市
民
宗
教
の

う
ち

為
政
者
・

エ

リ
ー

ト

層
の

仏
教
・

道
徳
・

秩

序
意
識
の

伝
統
と

深
く
か

か

わ
る
も
の

で

あ

り
、

ま
た

、

ラ

イ
シ

テ

が
一

定
の

状
態
で

と
ど

ま
る
状
況

や、

ラ

イ
シ

テ

研
究
で

は

見
落
と
さ
れ
て

き
た

王
制
・

王

権
の

宗
教

性
の

問
題
に

も

関
わ

る

も
の

と

考
え
ら
れ

る
。

翻
訳
と

布
教

　

　
　
　
タ

イ

に
お

け
る

天

理
教
の

事
例
か

ら
永

　
松

　
和

　
郎

　
日
本
の

新
宗
教
に

お
け
る

海
外
布
教
に

関
す
る

研
究
は

日

本
起
源
の

宗

教
が
異
な
る
文
化

圏
で

の

布
教
活
動
に

お
い

て

ど

の

よ

う
な
プ
ロ

セ

ス

を

経
て

受
容

、

展
開
し

て

い

る

か
を
研
究
対

象
と
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

本

発

表
で

は

そ
れ

ら
の

研
究
で

は
あ
ま
り

扱
わ
れ
て

こ

な
か
っ

た
、

「

翻
訳」

に

注
目

し
、

天

理

教
と
い

う
口

本
起
源
の

宗
教
教

義
が
い

か
に

し
て、

異

文
化
圏
で

翻

訳
さ
れ、

布
教
さ
れ
て

い

る

の

か

を
タ

イ
の

事
例
を
通
じ

て

見
て

行
く
こ

と
で

あ
る

。

　
一

般
的
に

「

翻
訳
」

と
は

「

あ
る

言
語
か

ら
他
の．
言

語
へ
、

思
想、

感

情
な
ど

を
そ
の

ま
ま

量
を

増
減
す
る

こ

と

な

し
に

移
し
運
ぶ
」

と

い

う
意

味
で

あ
る
（
井
上
昭
夫
『

世
界
宗
教
へ

の

道
−
異

文
化

伝
道
入
門
』

日

本

地
域

社
会
研

究
所

、

一

九
八
二
）

。

し
か

し
翻

訳
を
す
る

場
で

の

議
論
は

「
逐
語
訳
と

意
訳
」

「

原

文
重
視
と
訳

文
重

視
」

「

作
者
重
視
と

読
者
重
視
」

な

ど
の

議
論
が

盛
ん

に

行
わ
れ
て

い

た
。

し

か

し

こ

れ

が

宗
教
教
義
の

翻

訳
と
な

る

と

事
態
は

異
な

る
。

宗
教
教
義
の

翻
訳
で

は

聖
典
な
ど

を
翻
訳

す
る

際
に
「

神
の

言
葉
」

と
し

て

の

役
割
が
あ
る
た

め

訳
文
よ
り
原
文
が

重
要
視
さ
れ
る
の

は

当
然
の

こ

と

で

あ
ろ

う
し、

作

者
と

読
者
と
い

う
関

係
性
を
見
て

も
作
者
（
11

神、

教
祖
な
ど
）

を
重

要
視
す
る

の

が

当
然
の

こ

と
と

言
え
よ

う
。

宗
教
に

よ

っ

て

「

翻

訳
」

に

対
す
る

概
念
は

様
々

で

あ
る

。

こ

れ

は

聖

典
、

教
典
な
ど
と

呼
ば
れ

る

書
物
に
対
す
る

態
度
が

異

な
る

か

ら

で

あ
る

。

聖

典
や

教
典
な

ど
は

神
、

教
祖
な
ど

の

言
葉
が
記
述

さ
れ
て

い

る
た

め
、

原
作
者
の

立

場
に

語
学
力
だ

け
で

は

な
く、

信

仰
を

持
っ

て

接
近
し
よ

う
と

す
る

試
み
が
重
要．
と

な
る
で

あ
ろ

う
。

ま
た
こ

の

よ

う
な
試
み

が
教
義
翻
訳
に
対
す
る

態
度
で

あ
り

、

翻

訳
を
行

う
上
で

他

の

翻

訳
と

は

異
な
る

条
件
と

言
え
る

。

　

タ

イ

に

お

け
る

天

理
教
の

布
教
活
動
は
一

九
四一．一
年
に

二

代
真
柱
・

中

山
正

善

二

九
〇

五

−
一

九
六
七
）

の

発
案
に

よ

り
視
察
調
査
と

い

う
形

で

二

名
が

タ
イ

に
五

ヶ

月
間
滞
在
し

た

こ

と

が
最
初
と

な
っ

て

い

る
。

現

在
天
理
教
は
一

九
八
二

年
に

タ

イ

教
育
省
宗
教
局
か
ら

布
教
認
可
証
の

交

付
を

受
け、

文
化
活
動
の

た

め

の

組
織
と

し
て

社
団
法
人
を
設
立
し

活
動

を

展
開
し

て

い

る
。
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教
義
の

翻
訳
は
ま
さ
し
く
テ

キ

ス

ト

化
さ
れ

た
教
え
や

語
り
を
対
象
地

域
の

言
語
に

翻
訳
す
る
こ

と

で

あ
る

。

し

か
し
布
教
活
動
が

進
み、

共
同

体
が
形
成
さ
れ
る
と
、

儀
礼
の

必
要
性
も
自

ず
と

高
ま
っ

て

く
る

。

天
理

教
の

儀
礼
は
、

海
外
で

も
国
内
で

も
同
じ
方

法
で

執
り
行
わ

れ
る

。

こ

の

儀
礼
の

翻
訳
は．
言

葉
の

翻
訳
と

は

事
態
が
異
な
る。

例
え
ば

、

天
理

教
の

礼
拝
方
法
は

タ

イ
に

は

存
在
し
な
い

た

め、

タ
イ
の

慣
習
に

あ
っ

た

形
式

に

変
更
せ

ず
に

そ
の

ま
ま
行
わ

れ
る

。

儀
礼
の

所
作
に

は

意
味
が

あ

り、

そ
の

意
味
を
タ

イ
の

慣
習
に

合
う
よ

う
に
変
更
す
る

こ

と
が

「

儀
礼
」

の

翻
訳
と
な
る

の

で

あ
ろ

う
が
、

こ

の

儀
礼
の

翻
訳
は

言
葉
の

翻
訳
以
上

に

困
難
だ
と

言
え
る

。

　

さ
ら
に

天
理

教
教

義
が

タ

イ
に

受
容
さ
れ

て

い

る

か
を
判

断
す
る

指
標

と
し
て

訳

語
か
ら

発
生
し

た
タ

イ

語
が

あ
る

か
を
見
て

い

き
た
い

。

例
え

ば
聖
書
が
語
源
の．
言

葉
と
い

う
の

は

日

本
語、

タ

イ
語
に

見
る
こ

と
が

出

来
る

。

こ

れ
は
聖
書
の

訳
文
が

受
容
さ
れ

、

対
象
地
域
に

定

着
し
た
成
果

と

考
え
ら
れ
る

。

そ
れ

を
天
理
教
の

タ

イ

語
訳
に

対
応
さ
せ
て

見
て

い

く

と
、

天
理
教
の

訳
語
が

語
源
と
な
る

タ
イ
語
は

現
在
で

は

見
る
こ

と

が
で

き
な
い

。

し
か
し
天
理
教
の

信
仰
者
の

中
で

浸
透
し

て

い

る
天
理
教
用
語

は

徐
々

に

増
え
て

来
て

い

る

た
め、

今
後
の

考
察
の

課
題
と

な
る

で

あ
ろ

・
つ

。

　
こ

の

よ

う
に

宗
教
に

関
す
る
言
葉
や
行
為
の

翻
訳
と

布
教
は

相
容
れ

な

い

領
域
の

よ

う
で

あ
る

が
、

こ

の

二

つ

が

相
互

に
接
近

す
る

部
分
を

考
察

す
る

こ

と
で

異
文
化
布
教
の

新
し

い

側
面
を

見
い

だ

す
こ

と
が

可

能
と
な

り
、

今
後
多
角
的
に

異
文
化
布
教
を
と
ら

え
る

た

め

の

足

場
と
な
る

で

あ

ろ

う
。

植
民
地

布
教
の

実
態
と

虚
像

　

　
　

朝
鮮
布
教
統
計
表
の

解
析
か
ら

工

　
藤
　
英
　
勝

　
一

九
］

○

（

明

治
四
三
）

年
八

月
、

日

本
国
に

よ

る

「

韓
国
併
合
」

が

発
効
し

て

か

ら
、

百
一

年
目
を
迎
え
る

今
日

で

も
、

こ

の

条
約
に
対
す
る

歴
史
認
識
は

当
事
者
間
で

共
有
さ
れ

て

い

な
い

。

　
「

韓
国
併

合
」

は
そ
の

後
の

実

態
か

ら
す
れ

ば
、

単
な
る

政

治
的
事
件

に

と
ど
ま
ら

ず
、

民
族

、

経

済
、

文
化

、

教
育
と
り
わ

け
宗
教
も
巻
き
込

ん

だ

構
造
的
ジ

ェ

ノ

サ
イ
ド
で

あ
る

と

筆
者
は

考
え
る

。

　
こ

の

植

民
地
統
治
に
お
い

て
、

日

本
宗
教
の

果
た
し
た
役
割
や
位
相
に

つ

い

て

は、

こ

れ
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の

個
別
の

論
及
は

あ
る
も

の

の
、

い

ま
だ

に
そ
の

実
態
と

全
貌
が
明
ら
か
に

な
っ

て
い

る
と

は
言
い

が
た

い
。

　
本
稿
で

は
、

朝
鮮
総
督
府
に

よ

る

朝
鮮
布
教
統
計
の

デ
ー

タ

に

も
と
つ

い

て
、

そ
の

数
値
か
ら

日
本
国
の

統
治
下
に
あ
っ

た

朝
鮮
エ

リ
ア

の

宗
教

団
体
の

実
態
を

解
析
す
る

。

　
日
本
宗
教
（

神
道
・

仏
教
・

基
督
教）

の

朝
鮮
布
教
に

対
す
る

歴
史
評

価
に

つ

い

て

は
、

支
配

者
側
と

被
支
配
者
側
ま
た

は

ア

ジ

ア
・

太
平
洋
戦

争
の

前
後
と
で

は

対
照

的
な

評
価
が

あ
る

わ

け
だ
が

、

筆
者
は

日

本
宗
教

の

役
割
や
実
態
に

つ

い

て

は

あ
る

種
の

虚

像
や

幻
想
が

共
通
し

て

存
在
し

て

い

る

と

考
え
る

。

つ

ま

り
、

肯
定
的
な

文
脈
で

あ
れ
、

否

定
的

な
そ
れ

で

あ
れ

、

日

本

宗
教
の

教
勢
と

実
態
に

つ

い

て

過

大
に

評
価
し

す
ぎ
て

い

る

の

で

は
な
い

か
と

い

う
疑
問
が

あ
る

。
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