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こ

の

児
玉

氏
の

提
唱
を
考

慮
す
れ

ば
、

櫻
井
氏
の

本
書
も
（．
干
拓
地
に

お

け
る

神
社
創
建
の

事
例
以
外
は）

伊

勢
神
宮
を
有
す
る
三
重

県
と
い

う

独
特
の

場
を

対
象
に

し

た
、

そ
こ

で

の

宗
教
文
化
の

ロ

ー

カ

リ

テ

ィ

を

調

査
・

分
析
し
た
学

的
営
為
で

あ
る
と

解
釈

す
る

と
、

妥
当
性
が

高
い

の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

こ

う
し

た

神
社
セ

ン

ト
リ

ッ

ク

と

も
称
す
る

こ

と
が

で

き
る

よ

う
な

独
自
の

ロ

ー

カ

リ
テ

ィ

を

有
す
る

地
の

宗
教

文
化
の

研

究、

と
い

う
視
角
を
い

わ

ば
縦

軸
と

し
て
、

杜

会
変．
化
と

神
社
と

の

関
わ

り
合
い

へ

の

関
心
を

横
軸
と
す
る

本
書
は
、

そ
の

交

点
に

お

い

て

高
い

学

術
的
価

値
を

有
し

て

い

る

と
評

者
は

考
え
る

。

　

最
後
に

、

学
術
書
の

出

版
が

厳
し

い

昨
今、

美
し
い

表
紙
カ

バ

ー

を
は

じ

め
と

す
る

立

派
な

装
丁
で、

し

か

も
内
容
の

質
量
と

も
の

豊
か

さ
に

比

べ

て

格
段
に

安
価
な

刊
行
を
実

現
し
た
山

版
杜
も、

称
賛
に

値
す
る

だ
ろ

う
と

付
記
し
て、

拙
い

書
評
を

閉
じ

さ
せ

て

い

た
だ

く
こ

と

に

す
る

。

板
井
正

斉
著

『

さ

さ

え
あ
い

の

神
道
文
化
』
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本
書
は
、

現

代
日

本
社
会
の

喫
緊
の

課
題
と
し
て

「

新
た

な
ご

縁
や

支

え

合
い

の

形
」

を

掲
げ、

そ
こ

に

「

神
道
文
化
」

の

役

割
を

見
出
す
た
め

の

研

究
視
点
の

創
出
を
め

ざ

し
て、

関
連
諸
分
野
に

お
け
る

研
究
の

博
捜

と
、

独
自
の

実
証
的
な

調
査
と

を
重
ね
て

き
た

著
者
の

研
究

成
果
が
一

冊

に

ま
と
め

ら

れ
た

も
の

で

あ
る

。

第
一

部
「

神
道
文
化
と
現

代
的
な
社

会

課
題
を

め

ぐ
る

研

究
視
点
」

、

第
二

部
「

障

害
者
・

高
齢
者
の

伊
勢
参
宮

と
そ

れ
を

支
え
る

ボ

ラ

ン

タ

リ

ズ

ム

の

相
関

性
」 、

第．
二

部
「

さ

さ
え
あ

い

の

聖
地
へ

」

の一一、
部
構
成
と
な
っ

て

い

る
。

　

第
一

部
（
第
一

〜

四

章）

で

は、

「

神

道
文
化
」

と

現
代
的

な
社

会
課

題
と

の

か
か
わ

り
が

こ

れ
ま
で

ど
の

よ

う
に

論
じ
ら
れ

て

き
た

か

を
ふ

り

か
え
り

つ

つ
、

そ
の

蓄
積
の

不
備
な

点
を
析
出
し、

こ

れ
か

ら

の

展
望
を

提
二

小

し

て

い

る
。

　

第
一

章
「

神
道

文
化
に

基
づ

い

た
「

地
域
・

福
祉
・

文
化
」

研

究
の

特

質
」

で

は
、

第
二

次
世

界
大
戦
後
凵

本
の

社
会
福
祉
に

お

い

て
、

国
際
的

な

価
値
理

念
の

変
化
や

国
内
的
な

政

治
経

済
状

況
の

影

響
の

な
か

で、

「

地
域

福
祉
」

の

推
進
や

「

福

祉
文
化
」

の

創
造
が

提
唱
さ
れ

る
よ

う
に

（739、117
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な
っ

て

き
た

こ

と
を

挙
げ、

し
か
し
な

が

ら
具
体
的
な

研
究
の

蓄
積
は

乏

し

く、

個
別
ケ
ア

の

背
景
に

あ
る

「

か

か

わ

る

者
・

か

か

わ

ら
れ
る

者
相

互
の

価
値
観
」

と
、

そ
れ

を
歴

史
的
に

培
っ

て

き
た
地
域

文
化
と

を

統
合

的
に

考
察
す
る

「

地

域
・

福
祉
・

文

化
」

研
究
が
必

要
で

あ
る
と

指
摘
す

る
。

　
第
二

章
「

「

地

域
・

福
祉
・

文
化
」

研
究
の

背
景−

福
祉

か
ら

社
会
貢

献
へ

ー
」

で

は
、

平

成
卜
年
以

降
の

「

地

域
・

福
祉
・

文
化
」

研
究
に

つ

な
が

る

研
究
動
向
を、

各
種
シ

ン

ポ
ジ
ウ

ム
、

学
会
で

の

議
論
か
ら
ふ

り

か
え
っ

て

い

く。

起

点
と

し
た

平
成

十
年
に
は
、

皇

學
館
大
学
神
道
研
究

所
で

「

『

神
道
』

を
”

伝
え
る
〃

1
今、

な
ぜ
、

何
を

？
1
神
道
と

現
代

杜

会
l

」

と

題
し
た
シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

が

開
催
さ

れ
た

が
、

そ
こ

で

は

神
職

で

な
い

立

場
か

ら、

神
道
と

現

代
社

会
と
の

か

か
わ

り
を

論
じ
る

さ
い

の

「

実
証

性
」

・
「

客
観
性
」

の

必
要

性
が

提
起
さ
れ
、

神
職
の

立

場
か
ら

も

こ

れ
が

共
有
さ
れ
た

。

ま
た

神
道
を

現
代
社
会
に

，

伝
え
る
」

だ

け
で

な

く、

社
会
か
ら

神
道
が

「

求
め
ら
れ
て

い

る
」

こ

と

に

も

目
を

向
け
る

と

い

う、

現
代
社
会
と

神
道
と
の

互
恵
的
な

関
係
へ

の

着
目
が

確
認
さ
れ

た

と

い

う
。

そ
の

後

に

は
、

こ

れ

ま
で

あ

ま
り

論
じ

ら
れ

て

こ

な
か

っ

た

「

神
道

福
祉
」

を、

仏
教
福
祉、

キ

リ
ス

ト

教
福

祉
と

比

較
し
て

「

地

域

福
祉
」

と
の

つ

な
が

り
に

そ
の

特
質
を
見

出
す
視
点
が

加
わ

っ

た
。

さ

ら

に、

「

宗
教
と

福
祉
」

の

研
究
が
．

宗
教
の

「

社

会
貢
献
一
・

「

社
会
参
加
」

に

関
す
る

稲
場
圭
信
氏、

櫻
井

義
秀

氏
ら
の

研
究
と

接
近、

融
合
し
て

い

き、

そ
の

な
か

に
現

代
神
道
を
め
ぐ
る

研
究
も
参
入
し

て

い

っ

た
さ
ま

を

描
き
出
し
て

い

る
。

　
つ

づ

く

第
三

章
「

福
祉
と

杜
会
貢

献
の

概
念
整
理
」

で

は
、

前
章
で

指

摘
さ
れ
た

「

福
祉
」

と
「

社
会
貢
献
」

と
の

接
近、

融
合
を

ふ

た
た
び

と

り
あ
げ、

両

者
の

「

混
同
」

に

対
す
る

「

違
和
感
」

を
、

自
波
瀬

達
也
氏

の

論
考
を

参
照
し

つ

つ

論
じ

て

い

る．、

そ
こ

に

は、

ポ

ス

ト
福

祉
国
家
時

代
に

至
っ

て

「

小
さ
な
政

府
」

へ

向
か
う

社
会
福
祉

制
度
に
対
す
る

補
完

的
役
割
を
、

民
間
の

市
民

活
動
や
地

域
の

共
助
機
能
の

再

構
築
に

期
待

し
、

そ
の

な
か
で

福
祉
が
一

般

化
し
て

い

く
こ

と
へ

の
、

著
者
の

批
判
的

な

ま
な

ざ
し
が

あ
る

。

「

最
大
多
数
の

最
大
幸
福
」

か
ら

こ

ぼ
れ

落

ち
る

ニ

ー

ズ

に

対
応

す
る

の

が

狭
義
の

専
門
的

な
福
祉
で

あ
り、

従
来

、

宗
教

者
・

宗
教
団
体
は

宗
教
的

価
値

観
を
源
泉
と

し
て

こ

う
し
た

対
抗
的
役
割

を
キ

体
的
に

担
っ

て

き
た

。

し

か

し

前
述
の

文
脈
の

な
か
で
一

般
化
さ
れ

た

「

福

祉
」

を

「

社
会

貢
献
」

に

安
易
に

結
び
つ

け
た
こ

と
が
、

「

神
道

と

福
祉
」

、
「

神
道
と

社
会
貢
献
」

を

論
じ
る

さ

い

の

足
腰
の

弱
さ

に

な
っ

て

い

る、

と

指
摘
す
る

。

そ
し

て

両

者
を

単
純
に

使
い

分
け
る

こ

と

を

提

唱
し

、

「

神
社
神
道
の

杜

会
貢
献
」

を
、

神
社
本

庁
が

昭

和
五

十

年
か
ら

行
っ

て

き
た

神
社
振
興
対
策
に

よ

る

教
化
モ

デ

ル

神
社
の

取
り
組
み
に

見

い

だ

す
分

析
視
点
を

挙
げ
る

と
同

時
に

、

「

社
会
貢
献
」

と
は

区
別
さ
れ

る

神
社
・

神
職
の

活
動
に

「

社

会
と
の

緊

張
関
係
を

持
ち
な
が

ら
、

神
道

の

独
自
性
を

見
い

だ

す
」

（
四
九
頁
）

視
点
を
も

す
く
い

あ
げ
て

い

る
。

　

第
四

章
「

「

新
た
な

支
え
合
い
」

を
め

ぐ
る

伝
統
的
価
値

観
の

可
能
性
」

で

は
、

現
代
の

社
会
課
題
を
め

ぐ
る

研
究

動
向
や
政

府
の

施
策
を
ふ

ま
え

つ

つ
、

神
道

文
化
に

基
づ

い

た

伝
統
的
な

価
値
観
が

そ
こ

に

ど
の

よ

う
に

適
応、

対
応
し
て

い

け
る
の

か
、

に
つ

い

て
、

三
つ

の

事
例
報
告
を

ま
じ

え

な
が

ら
そ
の

可

能
性
を

論
じ
て

い

る
。

「

新
た

な
支
え

合
い
」

と
い

う

語
句
は、

厚
生

労
働
省
が

設
置
し
た

「

こ

れ
か

ら
の

地
域

福
祉
の

あ
り
方

に

関
す
る

研

究
会
」

が
平

成
二

十
年
に

ま
と
め

た

報
告
書
『

地
域
に

お

け

る

「

新
た
な

支
え
合
い
」

を

求
め

て

1
住

民
と

行

政
の

協
働
に

よ
る

新
し

118（740）
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い

福
祉
1

」

か

ら

と
ら

れ

て

い

る
。

こ

の

な
か
で
、
，

新
た

な

支
え
合
い
」

（
共
助）

に

期
待
さ
れ

て

い

る

の

は
、

多
様
な
セ

ク

タ

ー

が
そ

れ
を

担
う

こ

と

で

地
域
の

多
様
な
福
祉
二

i
ズ

を
と

ら
え

、

そ
れ
に

的

確
に

対
応
す

る

こ

と

で

あ
る

と

さ

れ、

そ

の

た

め
の

施

策
の

展

開
が

提
唱

さ
れ

て

い

る
。

著
者
は

こ

の

「

共
助
の

多
様
性
・

多
層
性
」

に
、

地
域
が
培
っ

て

き

た

伝

統
的
な
価
値
観
を
も
連

続
的
に

と
ら

え
な
お

す
こ

と

を
提
案
す
る

。

ま
た
、

同

時
期
に

国
十

交
通

省
が

展
開
し

た

「

新
た
な

公
」

に

よ

る

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

創
生
モ

デ
ル

事
業
で

は
、

テ

ー

マ

の

ひ

と

つ

に

「

文
化
伝
統

等

地
域

資
源
を
活
用

し
た

持
続
可
能
な

地
域
の

形
成
」

を

含
ん

で

い

る
こ

と

に

注
目
す
る

。

さ

ら
に
、

医
療
・

福
祉
と

い

っ

た

社
会
保
障
を

成
り
立
た

せ

る

基
盤
に

「

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ
」

「

自
然
」

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

を

み

る
広
井

良
典
氏
の

視
点
や、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
を
通
じ
た

利
他
的
精

神
の

発
達
に

日

本

人
の

精
神
的
基
層
に

あ
る

「

和
」

、

つ

な
が
り

」

「

思
い

や
り

」

を
み

る

稲

場
圭

信
氏
の

視
点
を
援
用
し

、

伝
統
的
価
値

観
の

適
応

可
能
性
と

し

て、

広
井

氏
の

着
目
す
る

へ

文

化
的
空

間
性
〉

と
、

稲
場
氏

の

着
目

す
る

〈

意
識
性
〉

の

二

側
面
を

挙
げ
る

。

そ
し

て
、

＝ 、
つ

の

先
駆

的
な
事

例
そ

れ
ぞ
れ
に
つ

い

て

こ

の

両
側
面
を

挙
げ
た

う
え
で
、

又

意
識

性
V

よ

り
も
く
文

化
的
空

間
性
V

の

積
極
的

開
放
・

活
用

を

優
先
さ
せ

る
」

（
七

〇

頁）

こ

と
が

有
効
だ

と

す
る

。

　

以
上
が
第
一

部
の

概

要
で

あ
る
。

こ

の

十
数
年、

そ

れ

ま
で

の

「

宗
教

と

福
祉
」

と
い

う
観
点
に

加
え
て

、

「

宗
教
の

社
会

貢
献
」

と

い

う
研
究

テ

ー

マ

が
提

唱
さ

れ、

学
会

等
だ

け
で

な

く
宗
教
界
を
も

巻
き
込
ん

だ
実

践
的
な
議
論
や
、

「

社
会

貢
献
す
る

宗
教
』

（
稲
場
圭
信
・

櫻
井
義
秀
編、

世
界
思
想
社、
、

一
〇

〇

九
年）
、

電
子
ジ

ャ

ー

ナ

ル

「

宗
教
と

社
会
貢

献
』

（
二

〇
一
一

年
四

月
ー）

の

刊
行
と
い

っ

た

研
究
成
果
の

発

信
に

も

展
開

し

て

い

る

の

だ
が、

そ

の

よ

う
な

活
発
な
研
究
動

向
の

な

か
に

あ
っ

て

著

者
の

ス

タ

ン

ス

は

き
わ

め

て

冷
静
さ

を

保
っ

て

い

る

と

言
え
よ

う
。

専
門

的、

と

き
に

は

対

抗
的

な
「

福
祉
」

と

そ
れ

を

支
え
る

宗
教
的
価
値
観
を

把
握

す
る

視
点
を
失

う
ま
い

と

す
る

意

志
を

う
か

が
わ
せ
る

。

そ
れ

と
同

時
に
、

「

小
さ
な

政
府
」

化
し
社

会
保

障
制

度
が

脆

弱
化

す
る

時

代
に
あ

っ

て
、

新
た

な

共

助
の．
冉

構
築
や

市
民

活
動
に
「

神
道

文

化
」

な
い

し

「

地

域
の

伝
統

的
価
値

観
」

が
適

応
す
る

可

能
性
に

つ

い

て

も
、

そ
れ

が

行
政
か

ら
の

都
合
の

よ

い

期

待
に

も
と
つ

く
動

員
で

あ
る

と

い

う
批

判
的

な

視
点
を
か
い

ま

見
せ

な
が
ら

も
（
こ

の

論
点
は
第
二

部
の

第
四
章
に

も

見
い

だ
さ

れ

る
）

、

囗
配
り
が

な
さ

れ
て

お

り、

先
駆

的
な
事

例
の

報
告

や
、

ま
た
神

社
本
庁
の

教
化
モ

デ

ル

神
社
の

取
り
組
み

に

も
あ
ら
た
め

て

着
日
す
る

こ

と
で
、

「

神
道
と

現
代

社
会
と
の

彑

恵
的
な

関
係
」

を

さ

ぐ

る

た
め

の

実
際
的
な

手
が

か
り
を
も

提
供

し
て

い

る
。

　

第
二

部
「

障
害

者
・

高
齢
者
の

伊

勢
参

宮
と

そ
れ
を
支
え
る

ボ

ラ

ン

タ

リ
ズ

ム

の

相
関
性

＝
第
一

〜

四

章
）

で

は、

障
害
者
・

高

齢
者
へ

の

ケ

ア
・

介
助
と
い

う
専
門
的
な
福

祉
活
動
に

焦
点
を

当
て、

伊
勢

神
宮
参
拝

に

お

け
る

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
を
多

角
的
に

分

析
し

て

い

る
．

　

第
一

章
「「
問
題
の

所
在
と
研
究
視

点
」

は
、

電
動

申
い

す
で

生

活
す
る

障
害
者
が、

伊

勢
神
宮
を

「

祈
り
の

場
」

と

し
て

訪
れ

た

に

も
か
か

わ
ら

ず、

単
独
で

の

参
拝
を
拒
否
さ
れ

た
こ

と

へ

の

怒
り

を
つ

づ

っ

た
エ

ッ

セ

イ

の

紹

介
か
ら

始
ま
る
。

著

者
は

そ
こ

に
、

「

宗

教
文
化
と

福
祉

文
化
と

の

現
代
的
な
関

係
性
の

中
に

お
け
る

社
会
課
題
が
、

一

瞬
に

凝
縮
さ
れ
て

表
出

し
て

い

る
」

（
八

五

頁）

さ
ま
を

み
る

。

そ
し

て

問
題
の

所

在
を
当

事
者

同
十
の

対
立
と
し

て

で

は

な
く、

社

会
課
題

と

し
て

と
ら

え

な
お
そ

う
と
す
る
。

こ

こ

で、

聖
地

が

「

観
光
地

化
」

し

て

い

く
と

い

う
聖

性
の

（741＞119
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変
容
と

は
別
に
、

真
摯
な
祈

り
を

捧
げ
よ

う
と

す
る

人
び
と

の

聖
地
へ

の

ア

ク
セ

シ

ビ

リ

テ

ィ

を

高
め
る

活

動
に

お

け
る、

本
人
と

そ
れ
を

支
え
る

人
び

と

の

意

識
と
い

う
問
題

領
域

が
提
示
さ
れ

る
。

観
光
人
類

学
に

お
け

る

ホ

ス

ト
・

ゲ
ス

ト

論
や
オ
ー

セ

ン

テ

ィ

シ

テ

ィ

論
が

、

山
中

弘
氏
ら

の

「

宗
教
と
ツ

ー

リ
ズ

ム
」

研
究
で

も
し
ば
し

ば

参
照
さ
れ

る
が

、

そ
こ

に

障
害
者
・

高

齢
者
と

支
え
る
人
び
と
の

視
点
を
加
え
る

こ

と
で
、

聖

地
へ

の

ア

ク

セ

シ

ビ

リ

テ

ィ

と
ボ

ラ

ン

タ

リ

ズ

ム

と
の

接

点
を

見
い

だ
し
、

課

題
を

掘
り
下

げ
て

い

く。

　

第
二

章
「

伊
勢

参
宮
を
め
ぐ
る

「

支
え

合
い

」

の

歴

史
」

は
、

伊
勢
参

宮
の

歴

史
と
、

現

代
的
な

参
拝
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

と

の

連
続
性
・

非
連

続
性

を
さ

ぐ
る

こ

と
に

あ
て

ら

れ
て

い

る
。

伊
勢
参
宮
の

歴

史
的
研
究
に

お

い

て、

「

抜
け
参．
り

」

・
「

お

蔭
げ
参
り

」

と

い

う
社
会

的
弱

者
の

参
詣
行
動

と、

「

施
行
」

と

呼
ば

れ
る

参
宮
人
へ

の

施
し
の

姿
の

な
か
に
、

「

お
か

げ

さ

ま
」

「

支
え

合
い
」

の

精

神
を

見
い

だ
す
こ

と

が

で

き

る
も
の

の
、

病

気
や

障
害
の

治
癒
を

祈
る

人
び

と
の

寺
社
参
詣
や
「

接
待
」

の

文
化
に

類

比
さ
れ
る

よ

う
な
実
態
は
、

伊
勢

参
宮
に

関
し
て

は

見
い

だ

し
が
た
い

と

す
る

。

た

だ

し、

公
的

制
度
と

し
て

駕
籠
・

宿
継
と

い

っ

た

移
動
手

段
が

整
備
さ
れ

な
が
ら、

施

行
を

あ
て

に

す
る

障
害
者
へ

の

規
制
も
か
け
ら

れ

る
と
い

っ

た

矛
盾
し
た

実
態
な

ど
に、

「

支
え

合
い
」

の

多
様
性
を
見
る

。

　

第
三

章
「

伊
勢
参
宮

す
る

障
害

者
・

高
齢
者
の

意
識
か
ら
」

で

は
、

N

PO

法
人
伊
勢
志
摩
バ

リ
ア

フ

リ
ー

ツ

ア

ー

セ

ン

タ

ー

（
BFTC

）

が

対
応
し
た

障
害
者
・

高

齢
者
の

三

つ

の

事
例、

車
い

す
で

の

伊
勢
神
宮
参

拝
シ

ミ
ュ

レ

ー

シ

ョ

ン
、

お
か

げ

横
丁
で

の

電
動
車
い

す
貸
し
出
し

利
用

者
へ

の

ア

ン

ケ
ー

ト

調
査、

地

域

住
民
か
ら

募
集
し
た
伊

勢
神
宮
の

参
拝

を
介
助

す
る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

利
用
者
ア

ン

ケ

ー

ト

調
査
を

も
と

に
、

伊

勢
神
宮
を

参
拝
す
る
障

害
者
・

高
齢
者
の

意
識
を

明
ら
か

に

し
て

い

る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

当
事
者
は

参
拝
し
た
い

と
い

う
強
い

「

宗
教
的
ニ

ー

ズ
」

を

も
っ

て

い

る

が
、

サ
ポ
ー

ト

と

い

う
「

福
祉
的
ニ

ー

ズ
」

も

同
時
に

満
た

さ

れ

な
け
れ
ば

実
現
さ
れ
な
い

。

支
え
る

側
・

支

え
ら

れ
る

側
双
方
で

こ

の

ニ

ー

ズ

が

相
互

に

結
び

つ

い

て

い

る

こ

と
が

重

要
で

あ
る
が

、

両
者
の

価
値
観
の

相

違
が

衝
突
を
生

み
出
し
か
ね
な

い
．、

BFTC

の

よ

う
な

中

間
支
援
組

織
は
、

両
者
を
理

解
し

媒
介

す
る

こ

と

で
、

よ

り

柔
軟
な

対
応

を

可
能
に

す
る

効
果
を
も
つ
、

と

分
析

す
る

。

　

第
四

章
「

支
え
る
人
々

の

意
識
か
ら
」

で

は
、

支
え
合

う
者
同
上
の

意

識
に

あ
る

「

伊
勢
神
宮
ら
し

さ
」

の

共

有
が

鍵
で

あ
る
と

し
て
、

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

の

活
動
動

機
の

な
か

に

あ
る

内
発

的
な

宗
教
性
を

さ

ぐ
っ

て

い

る
。

観
光
ボ
ラ

ン

テ

イ

ア

ガ
イ

ド
へ

の

イ
ン

タ

ビ

ュ

ー

に

よ
る

意
識

調
査

と
、

バ

リ
ア

フ

リ

ー
・

イ

マ

ジ

ネ
ー

シ
ョ

ン
・

ゲ
ー

ム

に

よ
る

バ

リ

ア

の

「

課
題
」

と

「

対
応

方
法
」

の

分
析
か

ら
は

、

「

伊

勢
神
宮
ら

し
さ
」

を

損

な
わ

ず
に

参
拝
の

二

ー

ズ

を

満
た

そ
う
と

す
る

柔

軟
な

意
識
が
見
い

だ

さ

れ

る
。

次
に
、

日
本
の

社
会
福
祉

学
に

お

い

て

宗

教
的
な

内
発
性
は

周
縁

に

押
し
や
ら
れ

、

む
し
ろ

社

会
保
障
制

度
の

財
政

的
限

界
を

背
景
と

し
て

都
合
の

よ
い

「

表
面
的
な
内

発
性
」

の

助
長
が

進
ん

で

き
た
こ

と
、

そ
れ

が

阪
神
・

淡

路
大
震
災
の

経
験
に

よ

っ

て
、

再
び

内
発
性
を

見
い

だ

す
議

論
が
で

て

き
た
こ

と

を
み

る
．

そ
し
て
、

宗
教
学

に
お

け
る

利
他

的
行
動

研
究
で

は
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動
動
機
に

「

和
」

「

つ

な
が

り
」

「

思
い

や

り
」

が
見
い

だ
せ

る
と

す
る

稲
場
圭

信
氏
の

研
究

が
あ
る

が
、

こ

う
し
た

面
を

著
者
は

「

個
人
因
子

」

と

し
て
、

宗
教

的
内
発
性
に

は

こ

れ
と
は

別

に

「

環
境
因

子
」

と

呼
ぶ

べ

き、

地
域

文
化
的
な

内
発

性
が

あ
る
と

し、

そ
の

実
証
と

し
て

「

バ

リ

ア

フ

リ
ー

お

木
曳
き

」

に

参
加
し
た
ボ
ラ

ン

テ

120（742）
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イ

ア

の

動

機
と

満
足

度
を

尋
ね

た

ア

ン

ケ
ー

ト

調
査
の

分
析
を
行
っ

て

い

る
。

　

第一．一
部
「

さ
さ
え

あ
い

の

啝

地
へ

」

は

終

章
「

NPO

が

豊
か
に

す
る

神
道
文

化
−

伊

勢
神
宮
だ

か
ら

参．
加
す
る

人
々

1
」

か

ら
な

る
。

前
章

の
、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
動

機
を

支
え

る
地
域

文
化
的
な
内
発
性
と
、

そ

こ

に

み

ら

れ
る

「

伊

勢
神
宮
ら

し

さ
」

の

多
様
性
と
い

う
論
点
を
引
き
継

ぎ
な
が

ら
、

こ

こ

で

は

さ

ら
に

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ
ャ

ピ

タ

ル

研
究
の

知
見

を
導
人
す
る
。

す
な
わ

ち、

内

閣
府
国
民
生

活
局
の

平
成
十
五

年
の

報
告

書
を

参
照
し

つ

つ
、

市
民
活
動
と

地

縁
的
な
活
動
と

の

ポ
ジ
テ

ィ

ブ
・

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

な

関

係
に

触
れ

、

そ

こ

に

地

域
の

神
社
や

神
職
が

影
響
を

与
え
う
る

可
能
性

を
検
討
し
て

い

る
．

具
体
的
に
は

、

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ

ャ

ピ
タ

ル

の

指
標
と
な

る

デ

ー

タ

（
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
の

年
間
行
動
者

率、

合
計

特
殊
出

生
率、

完
全
失
業
率
、

刑
法
犯
認
知
件
数）

と
、

神
社

に

関

連
す

る

デ

ー

タ

（
人
口

千
人

あ
た

り
の

神

社
数
、

神
職
数

、

氏

子

数、

大
麻
頒
布
数）

の

都
道

府
県
別
分

布
の

相
関
係
数
を

求
め
て

い

る
。

ま
た
、

神
杜
紐
織

や
氏

子
意
識
に

関
す
る

調
査
も

あ
わ

せ

て

参
照
し

、

神

社
の

空

間
に

対
す
る

好

意
的

な
意
識
が
市
民

活
動
へ

の

動
機
づ

け
を

促
す

叮

能
性
が

あ

る
と

し
て
、

こ

こ

に

神
社
が

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ

ャ

ピ

タ
ル

醸

成
に

果
た
し

得
る

役
割
が

あ
る

と
い

う
仮
説
を

導
き
出
し

て

い

る
。

そ
し

て

こ

の

仮
説
を
第
二

部
で

と

り
あ

げ
た

伊
勢
神
宮

参
拝
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

の

調
査
に

あ
ら
た

め

て

適
用
す
る
。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

は
、

地
域
に

お

け
る
伊

勢
神
宮
の

空

間
へ

の

好
意
的
意

識
が

「

環

境
因

子
」

と

し
て

動

機
と

な

り、

多
様
な

「

伊

勢
神
宮
ら
し

さ
」

を

共
有
し
て

い

る
。

伊

勢
神
宮
を
参

拝
す
る

障

害
者
・

高

齢
者
も
ま
た
、

「

宗
教

的
二

ー

ズ
」

と

「

福
祉

的
ニ

ー

ズ
」

を
両

義
的

に
持
ち
つ

つ
、

多
様
な

「

伊
勢
神
宮
ら
し
さ
」

を

共
有

す
る

。

中
間
支
援

組
織
は

そ

の

な
か

で

橋
渡
し

型
の

ソ

ー

シ

ャ

ル

・

キ

ャ

ピ

タ

ル

の

醸
成
を

果
た
し

て

い

る、

と

す
る

。

最
後
に

、

本
研
究
を
地
域

神

社
研
究
一

般
に

広
げ
る

た

め

に

は
、

「

神
社
ら

し

さ
」

の

よ

う
な

間

接

的
な
つ

な
が

り
か
ら
論
じ

る

手
法
を

も
つ

こ

と
と
、

地
域
の

人
び
と

の

関

係

性
に

神
社
が

「

そ

こ

に

あ
る

こ

と
」

で

果
た

す

役
割
を

実
証
す
る

こ

と
、

と
い

う
二

つ

の

課
題
が

あ
る

こ

と

を
提
示
し

て

結
ん

で

い

る
。

　

以
上
の

よ

う
に
、

第
二

部
と

第
三

部
で

は、

伊
勢

神
宮
参
拝
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

と
い

う

事
象
に

即
し
て、

「

新
た

な
支

え
合
い
」

に

お

け
る

「

神
道

文
化
」

の

関
わ

り
方
の

実
際
と

こ

れ
か

ら

の

可
能
性
が

明
ら
か
に

さ
れ

て

い

る
。

観
光
人
類

学、

宗
教
と

ツ

ー

リ

ズ

ム

研
究、

社

会
福
祉
学

、

宗
教

学
の

利
他
主
義
行

動
研
究
、

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ

ャ

ピ

タ

ル

論
な
ど

の

知
見

を
と

き
に

は

批
判

的
に

参

照
し

つ

つ
、

障

害
者
・

高
齢
者
の

参
宮
を

支
え

る

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

の

参
加

動
機
に

お

け
る

「

文
化
的
空
間

性
」

の

重

要
性

を、

ア

ン

ケ
ー

ト
の

回
答

文
の

テ

キ

ス

ト
マ

イ
ニ

ン

グ
や
ロ

ー

ル

プ

レ

イ

な
ど
の

手
法
を

駆
使
し、

実
証

性、

客
観

性
を

担
保
し
て

提
示
し

て

い

る

こ

と

の

意

義
は

大
き
い

。

そ
し
て

ふ

り
か
え
る

と
、

平
成
十
年
の

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

で

提
起

さ
れ

た
、

現
代

社
会
と

神
道
と
の

関

係
を

論
じ
る

さ
い

の

「

実
証
性
」

・
「

客

観
性
」

と
、

両

者
の

互

恵
的
な

関
係
へ

の

着
目

と
い

う

要
請
に、

本
書
が
【

貫
し
て

応
え
て

い

る

こ

と

を

確

認
で

き
る

。

　

評
者
は
、

第
一

部
第
二

章
で

ま
と
め

ら

れ
て

い

る

研
究

動
向
の

流
れ
で

．
言

う
な
ら

ば
、

「

宗
教
の

社
会

貢
献
」

研

究
の

立

場
か
ら
、

現
代

社
会
と

神
社
と
の

か
か
わ

り
に

つ

い

て

調
査
研

究
を

開
始
し
た
の

だ
が
、

「

神
道

と

福
祉
」

研
究
を
出

発
点
と
し
、

あ
い

ま
い

な
妥
協
を

よ
し
と
し

な
い

著

者
の

問
題
意
識
の

高
さ
に、

あ
ら
た

め

て

触
発
さ

れ

た．、

著

者
が

第
一

部

第
三

章
と

第
二

部
第
四

章
で
一、
口

及
し
て

い

る、

凵

本
の

社
会

保
障
制
度
の
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抱
え
る

問

題
と
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

と
の

関
係
に
つ

い

て

は

今
日

ホ

ッ

ト
な

議

論
に

な
っ

て

お

り
（
仁．
半

典
宏
「

「

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア
」

の

誕
生
と

終
焉
」

名
古

屋
大

学
出
版

会、

二

〇
一
一

年、

大
野
更

紗
「

「

新
し
い

公

共
」

の

分
岐

点

ー
震

災
復

興
の

な
か

の

社
会
保
障
改
革
」

『

シ

ノ

ド

ス

ジ
ャ

ー

ナ
ル
』

二

〇
．

一

年
六
月
二
一

目
）

、

福
祉
を

支
え
る

宗
教
的
内
発
性
を

あ
く
ま
で

探
究
し

つ

つ
、

多
様
な

動
機
と

こ

i
ズ

を
結
ぶ

「

文
化
的
空

間

性
」

に

注
目
す
る

著
者
の

姿
勢
は
こ

う
し
た

批
判

的
議
論
に

お
い

て

有
効

な
の

で

は
な
い

か
と
思

う
。

　
お
わ

り

に、

今
日

、

東
日

本
大
震
災
と

い

う

未
曾

有
の

経
験

を
も
と

に
、

支
援
と

復
興
に

お

け
る

共
助
に

果
た

す
神
社
の

役
割
に

あ
ら
た

め

て

注
目
が

集
ま
っ

て

い

る

が、

著

者
が

あ
と

が
き
で

触
れ

て

い

る

よ

う
に、

「

神
社
の

存
在
意

義
を

あ

ら
た
め

て

と
ら

え
直

す
…

（
中
略
）

…

役
割
…

（
巾

略）

…
の

自
覚
が

多
く
の

方
々

の

不

幸
の

上
に

成

り
立
っ

て

い

る

と

い

う
事
実
」

（一
．

二

九

頁
）

を
と

も
に

銘
記
さ

せ

て

い

た
だ

き
た
い
．

津
円

雅
夫
編

『

〈

昭
和
思
想
〉

新
論

　

　
　
　

二

十
世
紀

日
本
思
想
史
の

試
み

ー
』

　
文
理

閤
　
二

〇
〇

九
年
七

月
二

〇
日

刊

A5

判
　
三

二

六

頁
　
三
二

〇

〇
円
＋

税

藤

　
田

　
正

　
勝

　

本

書
は

津
田
雅
夫
「

］

逆

説
」

と

「

弁
証
法
」

　
　

「

昭
和
思
想

家
」

の

成
立

を
め

ぐ
っ

て

　

」 、

森
下

直
貴
「

西
田

∴一、

木
・

戸

坂
の

思

想
と

く
も
の

の

思

考
V

　
　

「

経
験
と

制
度
」

の

歴

史
折
［

学
へ

の

視
座

　
　
」

、

別
所

良
美
「

超
国
家
主

義
と

国
民
国

家
の

自
己
超

越

−
北
一

輝
の

］

純

正

社
会
主

義
」

の

再
評

価
に

む

け
て

　
　
」 、
、

二

谷
竜
彦
「

現
代
の

コ

美

し
い

国
づ

く

り
」

と
柳

宗
悦
の

「

美
の

国
」

構
想
」

と
い

う
四
つ

の

長
編

の

論

考
か
ら

な
る

。

取

り
あ
げ
ら
れ

て

い

る

思
想

家
も
、

思
想
の

内
容
も

多
様
で

あ
る

が、

執

筆
者
の

あ
い

だ
で

課
題
意
識

は

共
有
さ
れ
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

そ
の

共

有
さ
れ
た

課
題
意
識

を
わ

れ

わ
れ

は

「

〈

昭

和
思

想
〉

新

論
」

と
い

う
表
題
の

な

か
に

見
て

と

る

こ

と

が
で

き

る
で

あ

ろ

う
．

こ

の

表

題
の

な
か
に

込
め

ら

れ
た

編
者
や
執
筆
者
た

ち
の

意

図
に

つ

い

て

ま

ず
見
て

お

き
た

い
、

　

執
筆
者
た

ち
は

今
日
の

思

想
状
況
を

「

文
脈
を

失
い
、

方
向
を

喪
失
」

（．
二

二

二

頁）

し
た

状
況
と

捉
え
る

と
こ

ろ

か
ら

出
発

す
る

。

そ
の

よ

う

な
状
況
の

な
か

で
一

走
の

方
向
を

見
い

だ
し

た

い

と
い

う
意
図
が
、

本
書

を

根
本
に

お
い

て

支
え
て

い

る
。

そ
の

課
題
を、

今
目

の

思

想
状
況
の

由

122（744）
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