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し
か
し

、

う
が
っ

た

見
方
を

す
れ

ば
、

公

益
性
が

「

よ

い

宗
教
」

で

あ

る
た
め
の

条
件
と

さ
れ
、

多
く
の

宗
教
が

「

公
益
」

を
味
方
に
つ

け
る
こ

と
に

よ
っ

て

「

よ
い

宗
教
」

で

あ
る

こ

と
を

演
じ

よ

う
と

し
て

い

る

と
も

言
え
る

。

戦
前
の

日
本
社
会
の

公
益
（

国
益
）

に

従
っ

た

宗
教
と
、

三
・

＝

以

降
の

公
益
に

奉
仕
す
る

宗
教
と
の

問
の

根
本
的
な
違
い

は
ど
こ

に

あ
る

の

だ
ろ

う
か

。

宗
教

固
有
の

役
割
が

ど

こ

に

あ
る
の

か
を
意
識
し
て

お
か

な

け
れ

ば、

公
益
と
い

う、

そ
れ
自
体
決
し
て

中
立
的
で

は
な
い

場

に

宗
教
的
実
践
が

取
り
込
ま
れ

て
い

く
危
険
性
が
あ
る

。

　
と
こ

ろ
で
、

そ
も
そ

も
宗
教
固
有
の

役
割
と
は

何
で

あ
ろ

う
か

。

こ

の

問
い

に

対
し
て

は

言
う
ま
で

も
な
く
複
数
の

解

答
が

考
え
ら
れ
る

が
、

祈

り
と

の

関
係
で
一

例
を

示
し

た

い
。

何
世

代
に

も
わ
た
っ

て、

祈
り
が

引

き
継
が
れ
て

い

く

中
で
、

そ
れ
に

付
随
す
る

出

来
事
も
ま
た

記
憶
さ

れ
て

い

く
。

三
・
一
一

以

降
の

宗
教
の

固
有
の

役
割
の
一

つ

と
し
て
、

私
が

強

調
し
た

い

の

は
「

記
憶
」

で

あ
る

。

伝

統
宗
教
の

多
く
は

何
ら
か

の

形
で

「

記
憶
の

エ

シ

ッ

ク

ス
」

を

有
し

て

い

る
。

信
仰
共
同

体
が

継
承

す
る

記

憶
は

、

個
別
の

記
憶
を

集
合
さ
せ

る

だ

け
で

な

く
、

そ
れ

を

儀
礼
化
し、

身
体
化
し

て

い

く
。

膨
大
な
情
報
に

取
り
囲
ま
れ

な
が

ら
、

し
か

し
そ
れ

ゆ

え
に

記
憶
喪
失
に
陥
り
や
す
い

現
代
社
会
に

お

い

て
、

世
代
を
超
え
て

記
憶
す
る

と
い

う
高
度
に

身
体
的
な

行
為
を

宗
教
が

担
っ

て

い

く
こ

と

が

で

き
る

と

す
れ

ば
、

そ
れ
を
ポ
ス

ト

三

二
一

の

宗
教
の

役
割
の
一

つ

に

数
え
て

よ

い

の

で

は
な
い

か
。

　
（
2）
「

宗
教
の

公
益

性
」

か
ら
「

公
益
の

宗
教
性
」

の

模
索
へ

　

三
・

＝

に
よ

っ

て

も
た
ら
さ
れ

た

危
機
は
、

自
然
災
害
と
人
災
の

複

合
体
で

あ
る

が、

こ

の

未
曾

有
の

出
来
事
は
、

あ
ら

た
め

て

自
然
へ

の

畏

怖
を
呼
び

覚
ま
し
た

。

ど
れ
ほ

ど
科
学
技
術
が

発
展
し
た
と

し
て

も
、

自

然
の

猛
威
の

前
で

は

人
の

存
在
は

、

は

か
な
い

。

公
益
と
は

歴

史
的
に

何

で

あ
っ

た
の

か
を
日
本
に
即
し
て

考
え
て

み

る

と
、

そ
れ

は

人
間
社
会
に

お
け
る
利
害
関
係
を
意
味
す
る
に

と
ど
ま
ら

ず
、

む
し
ろ
、

人
間
と

自
然

の

間
に

こ

そ
日

常
的
な
意
味
で

の

公
益
が

存
在
し
て

い

た

の

で

は

な
い

か

と

推
論
で

き
る

。

人
は
自
然
を

畏
れ

つ

つ
、

そ

こ

か

ら

日
々

の

糧
を
得
て

き
た
の

で

あ
り

、

動
物
の

命
を

奪
う
場
合
に

は
、

供
養
と

い

う
形
で
、

畏

れ
と
感

謝
の

念
を

表
し
て

き
た

。

　

広
い

意
味
で

祈
り

を
理

解
す

れ
ば、

日

本
に
お

け
る

祈
り
の

射
程
に

は
、

自
然

界
や

動
物
が

入
っ

て

い

た

と

言
え

る
。

こ

の

視
点
か

ら

見
る

と
、

現

代
社
会
に

お

け
る

公
益
理

解
が

明
ら

か
に

人
間

中
心

的
で

、

自

然
・

動
物
と
人
聞
と
の

間
で

成
り
立
っ

て

い

た

公
益
を

そ
ぎ
落
と

し
た

上

に

構
築
さ
れ
た

近

代
的
な

公
益
で

あ
る

こ

と

が

わ

か
る

。

さ
ら
に、

生

者

と

死
者
の

間
に

成

り
立
っ

て

い

た
関
係
を
視
野
に

入
れ、

過
去
か
ら
未
来

へ

と

向
か
う
時
間
軸
を
用
い

て
、

公
益
概
念
を
拡
大
す
れ
ば
、

未
来
世

代

に

対
す
る

現
代
世
代
の

倫
理
的
責
任
（
非
存
在

者
へ

の

倫
理）

を

考
え
る

こ

と
も
で

き
る

。

こ

の

よ

う
に

し
て、

人
間
中
心
的
で

は
な
く、

現
代

世

代
中
心
的
で

も
な

い

公
益
理
解
（
公
益
の

宗
教

性）

を
再
発
見
・

再
解

釈

す
る

こ

と

が
必
要
で

は

な
い

か
。

東
日
本
大
震
災
後
の

「

絆
」

再

興
に

み

る

宗

教
の

“

ち
か

ら
〃

一
　

は
じ
め
に

本
シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

に

お
い

て、

鈴

木
　
岩
弓

皇

學
館
大
学
の

大
会
事
務
局
か
ら

私
に
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託
さ
れ
た

役
割
は
「

供
養
や

神
事
芸
能
な
ど

伝
統
的
な
宗
教
的

営
み
の

果

た

す
意
味
」

に

関
す
る

話
題
提
供
で

あ
る

。

そ
こ

で

「

伝
統
的
な
宗
教
的

営
み
」

を
「

地
域
に

根
ざ
し
て

前
の

時

代
か
ら
伝
え
ら
れ
て

き
た
宗
教
的

習

俗
」

と

考
え、

今
回
の

震
災
後
の

イ
エ

と

地
域
の

「

絆
」

再

興
の

場
面

に
焦
点
を
当
て、

宗
教
の

も
つ

“

ち
か
ら

”

を
見
て

い

く
こ

と

に
し
た

。

　
こ

こ

で

宗
教
を

、

仮
に

ヒ

ト
と

カ

ミ

と
の

交
渉
と

捉
え
て

み

る
と
、

そ

こ

に

は
ヒ

ト
と

カ
ミ

と

の

〈

直
接
交
渉
〉

の

場
合
と
、

両
者
の

間
に

宗
教

者
が

媒
介
的
に

入
っ

て

な
さ
れ
る

、

〈

間
接
交
渉
〉

の

場
合
の

二

種
み

ら

　（
1）

れ
る

。

本
発
表
で

は
震
災

復
興
に

関
わ

る

宗
教
者
の

活
動
に

焦
点
を
当
て

る

た

め、

宗
教
者
を

媒
介
と

す
る

後
者
の

〈

間
接
交
渉
〉

の

事
例
が
そ
の

中
心
と

な
る

。

ま
た
そ
う
し
た
交
渉
の

対
象
と

な
る

カ

ミ

は
、

機
能
神
の

よ

う
に
一

つ

の

特

化
さ
れ
た

祈
り
を
専
門
的
に

受
け
入
れ
る
カ

ミ

と

い

う

よ

り
は
、

地
域
の

氏

神
や
檀
那
寺
の

よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
祈
り
の

対

象
と

な
る、

い

わ
ば

全
能
神
的
な
カ

ミ

と
な
る

。

　

東
日
本
大
震
災
で

は
、

一

五

八

六
九
人
の

死
者
が

確
認
さ
れ
た
（
二

〇

一

二

年
八

月
二

九
日

警
察
庁

調
べ
）

。

こ

の

内、

九
五

二

六

人
は

宮
城

県

内
の

死
者
で

あ
る

。

宮
城

県
内
の

年
間
死
亡
者
数
が

こ

こ

数
年
二

万
人
強

で

あ
る
こ

と

か
ら
す
る

と
、

三
・
一
一

か
ら
数
日
の

間
に、

宮
城
県
の

年

間
死
亡
者
の

半
数
近
く
が
集
中
的
に

生

じ
た
こ

と
に

な
る

。

し
か
し、

震

災
に

よ

り
奪
わ

れ
た
の

は
生
命
の

み

で

は
な
い

。

と

り
わ

け
地、
震
直
後
に

押
し
寄
せ

た
津
波
に
よ

り、

人
々

の

生

活
空
間
が
壊
滅
的
に
破
壊
さ
れ

、

住
居
は

も
ち
ろ

ん
そ
こ

で

営
ま
れ
て

い

た
仕

事
ま
で

も
が
奪
わ

れ
た
の

で

あ
る

。

そ
の

結
果、

震
災
以
前
と

同
等
の

生
活
を
保
持
す
る
に
は
困
難
が

多
々

生
じ

た
。

こ

の

こ

と

は、

“

個
”

の

み
な
ら
ず

“

群
を

と

し
て

の

人

聞
生
活
に

お
け
る
危
機
的
状
況
で

あ
り、

そ
れ
を
脱
す
る
た
め
の

か
け
声

と

し
て

“

「

絆
」

の

再
興
”

の

声
が
広

く
聞
か
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

こ

で

再
び

興
す
べ

き
「

絆
」

と
は
、

前
述
の

生

命
・

住
居
・

仕

事
の

場
面

に

即
し
て

い

う
な
ら、

血
縁
・

地
縁
・

社
縁
で

あ
る

。

以
下、

血

縁
と
地

縁
を
中
心
に

考
え
て

み
る

。

　一
一

血

縁
・

地
縁
に

み

る

「

絆
」

の

危
機

　
血
縁
構
成
員
の

「

絆
」

に

は、

二

種
み

ら
れ
る

。

〈
生

者
と
の

「

絆
」

〉

と

〈

死
者
と
の

「

絆
」

〉

で

あ
る

。

震

災
に

際
し
た
「

絆
」

の

危
機
は、

ま
ず
こ

の

世
の

人

聞
関

係
で

あ
る
く

生
者
と
の

「

絆
」

V

の

危

機
と

し
て

現
れ
た

。

具
体
的
に
は
、

つ

い

今
し
方
ま
で

生

き
て

い

た
生
者
と

の

突
然

の

死
別
で

あ
り、

生
死

不
明
の

ま
ま
に

行
方
不
明
と

な
っ

た

者
と

の

分
か

れ
で

あ
り

、

亡

く
な
る
こ

と
は

な
か
っ

た

も
の

の
、

そ
れ
ま
で

集
住
し
て

い

た

血
縁
関
係
者
が
バ

ラ

バ

ラ

に

分
か
れ
て

住
む
と

い

う
危
機
で

あ
る

。

血
縁
関
係
者
が
身
近
な

存
在
で

な
く
な
る

こ

と

に
よ

り、

そ
れ
ま
で

の

家

族
・

親
族
の

「

絆
」

に

は

綻
び
が
生
ず
る

。

　
こ

れ
に

対
し
て

〈
死

者
と
の

「

絆
」

〉

は
、

死
者
や
先
祖
の

依

代
の

消
失

と

い

う
形
で

現
出
す
る

。

被

災
地
に

お
い

て

は

津
波
で・
冢

が

す
っ

か

り
流

さ
れ
て

し
ま
っ

た

と
こ

ろ

は

勿
論

、

建

物
が
残
っ

た

と

こ

ろ

で

も
、

津
波

に

よ
り
そ
の
一

階
が
壊
滅
状

態
に

な
る

建
物
が
多
か
っ

た
。

そ

う
な
っ

た

場
合、

一

階
に

あ
っ

た
仏
壇
は

直

撃
を

受
け
る
こ

と

が

多
く

、

結
果
と

し

て

位
牌
・

過
去
帳
・

遺

影
の

流
出
が

多
々

み
ら
れ
た

。

こ

れ
は

寺
院
で

も

同
様
で、

寺
の

位
牌
堂
に

あ
っ

た

檀
家

各
戸
の

位
牌
が
流
さ
れ

、

寺
に

保

存
し
て

い

た

過
去
帳
も
流
出
し

た
。

そ
し
て

さ
ら
に
墓
地
も

、

津
波
の

直

撃
に

よ
り
墓
石
が
流
さ
れ

、

カ

ロ

ー

ト
の

中
が
洗
い

出
さ
れ

、

埋

納
し

て

い

た
遺
骨
が

流
出
し
た

。

つ

ま
り

、

位

牌
・

過
去
帳
・

遺

影
・

遺
骨
と
、
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イ
エ

の

先
祖
を

表
す
シ

ン

ボ
ル

は

す
べ

て

消
失
す
る

ケ
ー
ス

も
起
こ

っ

た

の

で

あ
る

。

近

年
ま
で

の

日

本
人
は
、

死
者
の

弔
い

を
そ
の

イ
エ

の

子
孫

が
中
心
と

な
っ

て

担
っ

て

き
た

。

こ

う
し
た
イ
エ

の

括
り
は、

⇔
po

Φ

ω

8
『

o
Φ

暮
 

器
O

な

先
祖
と

子
孫
と

の

関
係
で

成亠
− −

τ
て

き
た

が
、

今
回
の

よ

う
な
先
祖
の

シ

ン

ボ
ル

の

喪
失
は
、

伝
統
的
な
先
祖

祭
祀
の

流
れ
に

危
機

を
も
た
ら
す
も
の

で

あ
る

。

　
地
縁
に
つ

い

て

は、

そ
の

形
成
の

大
前
提
に

、

何
ら
か
の

限

定
的
な
空

間
が

あ
る

。

そ
の

空

間
に

お
い

て

人
々

の

集

団
・

社
会
・

生
活
が
営
ま
れ

る

こ

と

に

よ

り、

≦
Φ

帋
 

爵
ひq

が

醸
し

出
さ
れ

る

よ

う
な

生

活
圏
が

形

成
さ

れ、

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

ー

が
成
立
す
る

の

で

あ
る

。

し
か
し

今
回
の

震

災
で

は、

地

縁
の

大
前
提
と
な
る

空
間
が
地
震
や

津
波
に

よ
っ

て

物
理
的

に

破
壊
さ
れ
て

し
ま
っ

た
。

さ
ら
に

原

発
の

問
題
も
加
わ
り、

そ
れ
ま
で

営
ま
れ
て

き
た

集
団
・

社

会
・

生
活
が

大
き
な
ダ
メ

ー

ジ
を
受
け
る

こ

と

と
な
っ

た
。

例
え

構
成
員
が

生
き
て

い

た
と
し
て

も、

生
活
基
盤
と

な
る

空

間
に

住
む
こ

と
は
で

き

ず、

避

難
所
か
ら

仮
設

住
宅
へ

と
い

っ

た
｝

時

的
な

住
居
移

動
を

繰
り
返
さ

ざ
る

を
得
な
く
な
っ

た
。

中
に

は

他
府
県
へ

の

転

居
も
あ
っ

て
、

地

縁
の

基
礎
と

な
る

限

定
的
空

間
の

成
立

が
望

め

ず、

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

ー

自

体
が
解

体
の

危
機
を
迎
え
て

い

る
。

　
三

　
「

絆
」

再
興
と
宗
教
者

　

阪
神
大

震
災
時
と
比
し

た

今
回
の

特

徴
と
し
て

、

仏
教
・

神
道
・

キ

リ

ス

ト

教
・

新
宗
教
な
ど

、

さ

ま
ざ
ま
宗

教
者
に

よ
る

活
動
が
顕
在
化
し
た

　
　
　
　

　
　
　（
2）

こ

と
が

指

摘
さ
れ

る
。

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

と
し
て

物

資
の

支
援
や
マ

ン

パ

ワ

ー

を

提
供
し

た
の

み

な

ら

ず、

宗
教
者
な
ら
で

は
の

活
動
も
目
立
っ

た
。

当
初
そ

う
し
た

活

動
は
、

葬
儀
や

火
葬
・

土
葬

時
の

最
後
の

お

別
れ

な

ど
、

被
災
死
者
に

対
す
る

弔
い

の

場
に

お

い

て

行
わ
れ

た
。

中
に

は
、

曹

洞
宗
の

信
者
の

葬
儀
を

真
宗

僧
侶
が
執

行
す
る

と
い

っ

た

超
宗
派
的
な

場

合
も

み

ら

れ
た

が、

多
く
の

被
災
者
は

宗
派
の

教

義
的
違
い

に

拘
泥
せ

ず
、

「

お

坊
さ
ん

に

儀
礼
を

執
行
し
て

も
ら
え
た
こ

と
」

が

重
要
で

あ
っ

た
。

ま
た

今
回

の

震
災
で

は
火
葬

場
の

能
力
が
追
い

付
か

ず
、

宮
城
県
で

は
二
一

〇

八

体
が
一

時
的
に

土
葬
を
し
た

後
改
め

て

火
葬
さ
れ

た
。

そ

う

し
た

短
期
間
で

の

改
葬
の

背

後
に

は
、

死
者
と
し

て

の

安
定
度
が

土

葬
で

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　〔
3）

は
低
い

と

す
る

理

解
が
み

ら
れ
た

。

遺

体
を
焼

骨
に

し、

葬
儀
を
し

、

納

骨
す
る

こ

と
が

遺
族
の

義
務
で、

か
か
る

段
階
を

踏
む

際
に

僧
侶
が
執

り

行
う

儀
礼
が

重
視
さ
れ
て

い

る
。

　
時

間
が

経
過
し

て

多
少
余
裕
が
出
て

く
る

と
、

シ

ン

ボ
ル

を

無
く
し
て

し
ま
っ

た

先
祖
な

ど

と
の

間
の

く

死

者
と
の

「

絆
」
V

の

問
題

が

浮
ヒ

し

て

く
る

。

先
祖
や

少
し
前
の

死
者
の

戒

名
・

俗
名
の

記
憶
が

断
た
れ
て

し

ま
っ

た
場
合
に

は
、

「

弔
い

上

げ
」

を

早
く
す
る

こ

と

に

よ

り
個
別
の

死

者
に

対
す
る

扱
い

の

期
間
を
省
略
し

、

皆
ま
と
め

て

「

○
家
先
祖
代
々
」

と
し
て

祀
る

と
い

う
方
法
も
と
ら
れ
て

い

る
。

他
方
岩
沼
市
の

寺
院
な
ど

で

は
、

墓

石
脇
に

建
て

て

い

た
各
戸
の

墓
誌
を

檀
家
が
⊥
ハ

同
し

て

探
し

回

り
、

そ
こ

に

書
か

れ
た
先
祖
の

記

憶
を

確
保
し
て

廻
っ

た
地
区
も
み

ら
れ

る
。

さ
ら
に

は
、

先
祖
の

シ

ン

ボ

ル

を

新
た
に

創
出
す
る

動
き
も
し
ば

し

ば
み

ら
れ、

僧
侶
が
無
料
で

配
布
す
る

腕
輪
念
珠
を
亡
く
な
っ

た
人
一

人

ず
つ

の

シ

ン

ボ
ル

と
し
て

複
数
腕
に

付
け
る

姿
も

見
ら

れ

る
。

ま
た
同

様

に
、

「

手
の

ひ

ら

地

蔵
」

と
い

う
死
者
を

象
徴

す
る

小
さ
な

手
の

ひ

ら

サ

イ
ズ

の

地

蔵
像
を
被
災
地
で、

宗
派
宗
教
に

関
わ

り
な
く
希
望

者
に

配

布

し
て

い

る

僧
侶
も
み

ら
れ
る

。

死

者
の

記
憶
を

形
に

す
る

こ

と
は、

遺
族

に

と

り
重

要
な
意

味
を
も
つ

。
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地
縁
に

関
わ
る

「

絆
」

の

再
興
に、

祭
り
の

力
は

重
要
で

あ
る

。

地
域

生

活
の

社
会
的
統
合
機
能
を

持
つ

機
会
に

、

祭
り
が

大
き
く
寄

与
し
て

き

た
こ

と
は

、

宗
教
社

会
学
的
研
究
が

こ

れ
ま
で

指
摘
し
て

き
た

こ

と

で

あ

る
。

被
災
地
に

お

い

て

は
旧

来
、

特
に

盆
の

時
期
の

祭
り
と
し
て

灯
籠
流

し
・

盆
踊
り
・

花
火
大
会
な
ど
が

盛
ん

に

行
わ
れ
て

い

た
が、

二

〇

二

年

夏
に

は

祭
り
の

準
備
が

困
難
で

あ
っ

た

り
、

花
火
大
会
を
娯
楽
性
の

高

い

も
の

と

考
え
た
り
し
て

取
り
や
め

た
と
こ

ろ

も
み

ら
れ
た

。

し
か
し
逆

に
こ

れ
ま
で

し
ば
ら
く
休
ん

で

い

た
と
こ

ろ

で

祭
り
の

再
生
を

行
っ

た

と

こ

ろ

も
み
ら
れ
た

。

石
巻
市
の

雄

勝
法
印
神

楽
も
地
元
の

人
々

か
ら
の

強

い

希
望
で
、

震
災
か
ら

二

ヶ

月
ほ

ど
た
っ

た
五

月
末
に

開
か
れ

た

復
興
市

で

舞
い
、

地
元
の

人
々

に

“

ち
か
ら

”

を
も
た

ら
し
て

い

た
。

地
域
の

祭

り
や
神
楽
な
ど
は
、

大
き
な
ダ
メ

ー

ジ

を
受
け
な
が

ら

も、

止
め

る

こ

と

な
く、

概
し
て

地
縁
の

「

絆
」

再

興
の

原
動
力
と
し
て

復
興
さ

れ
る

傾
向

が

強
い

。

　
四

　
宗
教
の

“

ち

か

ら
呼

　
こ

れ

ま
で

み

て

き
た
よ

う
に

、

東
日
本
大
震
災
で

は

そ
の

直
後
よ

り
多

く
の

宗
教
教
団
が

対
策
本
部
を

設
け、

震
災
に

対
応
し

た

支
援
活
動
を

行

っ

て

き
た

。

そ

う
し
た

活
動
は

、

そ
の

支
援
内
容
か

ら

住
宅

提
供
・

資
金

援
助
・

物
資
提

供
・

健

康
維
持
・

宗
教
的
支
援
に

大
別
で

き
る

。

こ

の

う

ち

宗
教
者
な
ら
で

は
の

活
動
は

最
後
の

宗
教
的
支
援
で

、

そ
の

具
体
的

な

内
容
は
読

経
や

慰
霊
な
ど
で

あ
っ

た
。

震
災
か
ら
時
間
が
経
つ

に

つ

れ
、

被
災
地
で

は

霊
が
見
え
る
と

か
、

霊
に

取
り
憑
か
れ

た
と
い

っ

た
話
が

聞

こ

え
る

。

こ

う
し
た
死

後
世

界
と

関
連

し
た
あ
の

世
の

話
へ

の

対
応
は

精

神
科
医
や

臨
床
心
理
士
で

は

覆
い

き
れ

ず
、

逆
に

宗
教
者
な
ら
ば
充
分
に

対
応
で

き
る

守
備
範
囲
で

あ
る

。

そ

う
し
た
点
か

ら

被
災
地
に

お
け
る

宗

教
者
の

。

ち
か
ら
〃

は
ま
だ
ま
だ

期
待
さ
れ
て

い

る
。

た
だ

そ
の

際
見
落

と
し
て

は
な
ら
な
い

こ

と
は、

そ
の

時
の

宗
教

者
の

“

ち
か

ら
”

は

布
教

と
し
て

な
さ
れ
る

も
の

で

は
な
く

、

被

災
地
の

人
々

に

寄

り
添
う
形
で

な

さ
れ

ね
ば

な
ら

な
い

こ

と
で

あ
る

。

そ

う
し
た
状

況
に
お
い

て

は
、

「

自

己
の

宗
教
と

は

別
の

宗
教
を

も
つ

人
々

に

対
す
る

宗

教
的

ケ
ア

は

可

能

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
（
4）

か
」 、

と

い

う
問
題
が

浮
上

す
る

。

宗
派
の

違
い

は

勿
論

、

同
じ

宗
派
で

あ
っ

て

も
地
域
の

宗
教
習
俗
の

影

響
を

受
け
た
「

別
の

宗

教
」

と
し

て

対

峙
す
る

場
合
す
ら
珍
し
く
は

な
い

の

で

あ
る

。

そ

う
し
た

時
に

、

古
野

清

人
の

次
の

コ

ト
バ

は

大
変
力

強
い

示

唆
を

も
っ

て

い

る
。

「

純
粋
ま
た

は

正
当
な
世

界
的
宗
教
は
、

そ
の

信
奉
す
る

教
理、

教
義
は
し
ば
ら
く
別
に

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　（
5）

し
て

、

現
実
に
は

存

在
し
な
い

。

」

こ

れ
は

い

わ

ゆ

る

世
界

宗
教
に

つ

い

て

述
べ

て

い

る

言
説
で

あ
る
が、

さ
ら
に

拡
張
し
て

考
え
て

い

く
と

、

宗

教
と

言
わ

れ

る

も
の

は
、

百
％
教
義
通
り
の

も
の

は

現
実
に

は

存
在
し
な

い

と
い

う
こ

と

に

な
る

。

自
己
の

宗
教
に

お

け
る

教

義
の

濃
淡
の

幅
の

中、

異
な
る

宗
教
を
も
っ

た

人
々

の

宗
教
的
ケ
ア

の

た
め
に、

ど

こ

に
自

分
の

立

ち
位
置
を

も
つ

か
が
各
宗
教
者
に

問
わ

れ
て

い

る
。

　
注

（
1

）

　
鈴
木
岩
弓
「

宗
教

的
職
能
者
と

民
俗
信
仰
」

（
宮
本
袈

裟
雄
・

谷

　
　
口

貢
『

日

本
の

民
俗

信
仰
』

八

千
代
出
版

、

二

〇

〇
九

年
）

、

＝
二

　
　
三

−
四

頁
。

（
2）
　
木
村
敏
明
「

震
災
と

向
き
合
う
宗
教

　
　
東
日
本
大
震
災
以
降
の

　
　
動
向
」

（

『

宗
教
と

現

代
が

わ

か
る

本
卜。

O

お
』

平

凡
社、

二

〇
一

二

　
　
年

。

（747）25

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

公開 シ ン ポ ジ ウ ム『宗教研究』 86巻 4輯 （2013年）

（
3）
　
鈴
木
岩
弓
「

東
日
本

大
震

災
の

土

葬

選
択
に

み

る

死

者
観
念
」

　
　（
座

小
田
豊
・

尾
崎
彰

宏
編

『

今
を
生

き
る

1
人
間
と
し

て
』

東

　
　
北
大
学
出

版
会、

二

〇
一

二

年）
、

一

〇
三

−
一

二
一

頁
。

（
4）
　
東
北
大
学
文
学

研
究
科
で

は
、

二

〇
一

二

年
四
月
よ
り

「

実
践

宗

　
　
教
学
寄
附

講
座
」

を
設

置
し、

こ

う
し
た

問
題
を

検
討
し
、

超
宗

派

　
　
超
宗
教
的
に

そ

う
し
た

対
応
を

取
れ
る
専
門
職
「

臨

床
宗
教
師
」

の

　
　
養
成
シ

ス

テ

ム

の

構
築
を
目
指
し
て

い

る
。

以
下
を

参
照。

　
　
算
9
文
＼

自
芝

≦
ω

鋒
8
げ
o
評
口．
霧

な
台
宀
Φ
嵩

oq
δ

ミ
け

8°
耳
B一

（
5

）

古
野

清
人
「

ま
え
が

き
」

（
『

古
野
清
人

著
作
集
』

五
、

三
一

書
房、

　
　
一

九
七
三

年
）

、

一

頁
。

デ
ジ
ュ

リ

と
デ
フ

ァ

ク

ト

の

公
益

中
牧
　
弘
允

　

現
在
勤
務
し
て

い

る

吹
田
市
立

博
物
館
は

今
年
創
立
二

〇

周
年
を

む
か

え
る

地
域

博
物
館
で

あ
る

。

吹
田

市
に

は

日

本

初
の

ニ

ュ

ー

タ

ウ
ン

で

あ

る

千
里

ニ

ュ

ー

タ
ウ
ン

が
あ
り、

そ
の

た

め

も

あ
っ

て

か

市
民
活
動
は

き

わ
め
て

活
発
で
、

博
物
館
に

も
積
極
的
な
協
力
を

惜
し

ま
な
い

。

実
際、

い

く
つ

か

の

展
示
に
は

実
行
委
員
会
方
式
が

採
用
さ
れ

、

多
く
の

市
民
が

実
行
委
員
と

し
て

参
画
し
て

い

る
。

そ

の

意
味
で
、

吹
田
市
立

博
物
館
は

市
立
の

博
物
館
で

は
あ
る

け
れ
ど

も、

市
民
博
物
館
の

様
相
を
強
く
呈
し

て

い

る
。

　
コ

ン

ピ
ュ

ー

タ

ー

の

概
念
で

あ
る

デ

ジ
ュ

リ

（

ユ
Φ

言
器）
・

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

と

デ

フ

ァ

ク
ト
（
良
o

け
08

）
・

ス

タ

ン

ダ
ー

ド

を
援

用

す
る

と
、

デ

ジ
ュ

リ
・

ミ
ュ

ー

ジ
ア

ム

と

し
て

は

市
立

博
物
館
で

あ
る

け
れ

ど

も
デ

フ

ァ

ク

ト
・

ミ
ュ

ー

ジ
ア

ム

と
し
て

は

市
民
博
物
館
で

も
あ
る

と

換
言
で

き
る

か
も
し
れ

な
い

。

そ
こ

で
、

本
日

の

議
論
の

主
た

る
対
象
で

あ
る
公

益
の

問
題
も
デ

ジ
ュ

リ

と

デ

フ

ァ

ク

ト
に

分
け
て

か

ん

が
え
て

み

た
い

と

お

も

う
。

　

稲
場
圭
信

氏
の

報
告
は

「

共
感
縁
」

を
と

り
あ
げ
て

い

た

が
、

デ
フ

ァ

ク

ト
の

公
益
と
は

何
か

と
い

う
問
い

か

け
の

よ

う
に

お
も
わ

れ

た
。

東
日

本
大
震
災
の

あ
と
に

さ

ま
ざ
ま
な
ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク
が

つ

く
ら

れ

た

が、

地

縁
、

血

縁
、

社
縁
と
は

こ

と

な
る

共
感
縁
の

よ

う
な
も
の

は

デ

ジ
ュ

リ
と

い

う
よ

り
は
デ

フ

ァ

ク

ト
な
縁
と
し
て

結
ば

れ
、

は

か
な
く
消
え
ゆ

く
も

の

も
あ
れ

ば
、

永
続
性
を
も
つ

も
の

も
あ
る
よ

う
に

み
え
る

。

　
デ

フ

ァ

ク

ト

の

公
益
は

限
ら
れ

た

条
件
下
で

機
能
す
る

。

た

と

え
ば

震

災
と
い

う
よ

う
な

危
機
的
な
状
況
の

な
か

で

意
味
を
も
つ

も
の

の

よ
う
に

聞
こ

え
た

が
、

デ

ジ
ュ

リ
の

自
治
体
と

か
行
政
と
か
と

連
携
し
て

永
続

化

す
る

も
の

か
ど

う
か

が

問
わ

れ
て

い

る

よ

う
に
思
う

。

ま
た

ブ

イ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク
よ

り
は

ア

ク
シ

ョ

ン
・

リ
サ
ー

チ

だ
と

震
災
後
の

特
定
条
件
下
で

の

研
究
を

位
置
づ

け
た

が、

こ

れ
は

最

後
の

報
告
者
で

あ
る

鈴
木
氏
の

議

論
と

も
つ

な
が

っ

て

ゆ
く

。

す
な
わ

ち、

宗
教
研
究
者
が
ア

ク
シ

ョ

ン
・

リ
サ
ー

チ

と

し
て

何
が
で

き
る

の

か
と

い

う
公
益
に

関
連
し
て

い

る

か
ら

で

あ
る

。

　
二

番
目
の

岡
田

真
美
子
氏
の

報
告
に

関
し
て

吹
田
の

例
を

あ

げ
れ
ば
、

里
山
を
切
り
崩
し
タ
ヌ

キ
や
キ
ツ

ネ
を
追
い

や
っ

て

造
成
し
た

千
里
ニ

ュ

ー

タ

ウ

ン

の

非
宗
教
的
性
格
に

言
及
で

き
る

か
も
し
れ
な
い

。

た
だ
し、

吹
田
市
立

博
物
館
は
市
民
に
よ
っ

て

「

神
殿
」

の

よ

う
な
役
割
を
果
た

す

施
設
に

な
っ

て

い

る
よ
う
に

も
感
じ
て

い

る
。

し
か
も、

紫
金
山
公
園
の

26（748）
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