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緑
に
覆
わ

れ
て

い

る

の

で
、

「

鎮

守
の

森
」

の

よ

う
な

感
覚
に
陥
る

こ

と

も
あ
る

。

あ
る

意
味
で

環
境
を
破
壊
し
て

つ

く
っ

た

町
に

環
境
の

保
全
を

は

か

ろ

う
と

す
る

市
民
運
動
が
お
こ

り
、

そ
の

聖
な

る

価
値
を
体
現
す
る

空
間
と

し
て

博
物
館
が

意
味
を
も
っ

て

い

る

よ

う
だ

。

宗
教
の

公
益
を

に

な
う
ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク

を
か

ん

が
え
る

と

き、

疑
似
宗
教
的
な

聖
な
る

活
動

も
視
野
に

入
れ
て、

市
民
活
動
と

の

つ

な
が

り
を

う
か
が
え
れ

ば
と
思

う
。

　
三

番
目
の

小
原

克
博
氏
の

報
告
で

特
に

印
象
的
だ
っ

た

の

は
、

宗
教
・

宗
派
を

超
え
る

祈
り
が

デ

フ

ァ

ク

ト

の

公
益
性
と

し

て

実
現
さ
れ

る

の

か

ど

う
か

と
い

う
問
題
で

あ
る
。

宗
教
の

祈
り
に

は

敵
を
滅
ぼ

す
と
い

う
逆

の

ベ

ク

ト
ル

も
は

た

ら

い

て

い

る

と
い

う
指
摘
を

踏

ま
え
れ
ば
、

デ

フ

ァ

ク

ト

の

公

益
を
に

な

う
主

体
と
し

て

宗
教
が

優
位
な

立

場
に

あ
る

の

か
ど

う
か

。

記
憶
を

留
め

、

紡
い

で

い

く
と
い

う
よ

う
な

行
為
に

お

い

て

宗
教

は

優
位
な
の

か
、

市
民
運
動
や
学
術
活
動
と
の

関
連

も
含
め

て

明
快
に

し

て

い

た
だ

け
れ

ば

幸
い

で

あ
る

。

　

最
後
の

鈴
木
岩
弓
氏
の

報
告
で

は
、

被
災
現
場
で

活
動
し

て

い

る

僧
侶

の

姿
を

見
て

葬
儀
を

依
頼
す
る

と
か

、

手
と

手
を
握

り
合
っ

て

引
導
を

渡

す
と
か、

共
感
を

呼
ぶ

よ

う
な
公
益

性
の

あ
る

活
動
の

事
例
が

い

ろ

い

ろ

と

り
あ
げ
ら
れ

た
。

ま
た

東
北
大
学
に

は

臨
床
宗
教

師
を

養
成
す
る

講
座

が

開

設
さ

れ
た

が、

そ

れ

も

東
日

本
大

震
災
の

復
興
活
動
の

ア

ク
シ
ョ

ン
・

リ

サ
ー

チ

か
ら
は
か

ら

ず
も
浮
上
し
て

き
た

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

教

団
や

宗
派
の

宗
教
で

は
な

く
、

ま
た

宗
教
者
と

し
て

の

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

多
少
制
限
す
る

よ

う
な

条
件
下
で

や
っ

て

い

く

活
動
が

何
を
め

ざ
し

て

い

る

の

か、

も

う
少
し

詳
し
く
う
か
が
い

た
い

。

　
臨

床
宗
教
師
の

養
成
は

た

し
か
に

ア

ク

シ
ョ

ン

・

リ

サ

ー

チ

か

ら

生

ま

れ

た

け
れ
ど

、

め
ざ

す
と
こ

ろ

の

活
動
は
む
し
ろ

リ

サ
ー

チ
・

ア

ク

シ
ョ

ン

の

方
向
な
の

で

は
な
い

か
。

被
災
地
域
の

人
々

に

と
っ

て

重
い

意
味
を

も
つ

価
値
を

あ
つ

か
う
わ

け
だ

か
ら、

実
践
的
な

役
割
を
担
っ

て

い

る
。

「

神
殿
」

と

し
て

の

博
物
館
は

宗
教
施

設
で

は

な
い

が
、

市
民
に

と

っ

て

の

重

要
な
価
値
を

保
全
し
継
承
発
展
さ
せ

て

い

く
と

す
れ
ば
、

そ
れ
も
リ

サ

ー

チ
・

ア

ク

シ

ョ

ン

の

ほ

う
に
な
る

。

宗
教
や

宗
教
研
究
の

公
益
は
こ

う
い

っ

た

こ

と
も

視
野
に

入
れ

る
必
要
が

あ
る

だ
ろ

う。

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

記
録

櫻
井
　
治
男

　
シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

は
、

櫻
井
治
男
（
モ

デ

レ

ー

タ
ー

）

に
よ

る
趣

旨
説

明

の

後
、

稲
場
圭
信
「

災
害
時
に

お
け
る

宗
教
者
と

連
携
の

力
1

そ
の

意

義

と

今
後
の

課

題
1

」 、

岡
田

真
美
子
「

宗
教
の

公

共
カ

ー
自
然
と
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

キ
ン

グ

を
考
え
る

ー
」 、

小
原

克
博
「

祈
り
の

公

益
性
を
め

ぐ
る

試
論
−
三
・
一
一

に

よ
っ

て

照
り
出
さ

れ
る

「

宗

教
」

の

境

界
1

」

、

鈴

木
岩
弓
「

東
日
本
大
震
災
後
の

『

絆
』

再
興
に

み

る

宗
教
の

“

ち
か
ら
」

と

題
し

た

各
氏
の

発
表
が

あ
り、

中
牧
弘
允
氏
に

よ

る

発
題
者
へ

の

コ

メ

ン

ト

が

行
わ
れ

た
。

つ

づ

い

て
、

各
パ

ネ
リ
ス

ト
か

ら
コ

メ

ン

ト
へ

の

応

答
を
も
っ

て

終
了
し
た

。

時
間
的
な
制
約
に

よ

り
、

会
場
か

ら
の

質
問
は

用
紙
で

な
さ

れ、

パ

ネ
リ

ス

ト
が

適
宜

応
答
の

な
か

に

含
む
こ

と
と

な

り、

論
点
を

絞
っ

て

の

議
論
を

展
開
す
る

こ

と
が

出
来
な
か

っ

た
の

は
モ

デ

レ

ー

タ

ー

の

責
任
で

あ
り
お

詫
び

し
た

い
。

各
パ

ネ

リ
ス

ト
の

発
題
内

容
及
び
コ

メ

ン

ト

は、

本
誌
に

別
途
掲
載
さ
れ

て

お

り、

詳
細
は
そ
れ
ら

を

参
照
い

た
だ

き、

本
記
録
で

は

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

の

発
題
要
旨
と
コ

メ

ン
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ト
及
び

応
答
の

概
要
を

記
す
こ

と
と

し
た

い
。

　
シ

ン

ポ

ジ
ウ

ム

の

テ

ー

マ

設
定
の

背
景
に
は
、

東
日
本
大
震
災
の

の

ち

一

年
半
が
経
過
し

た

が
、

そ
の

被
害
の

影
響
が
、

な
お
計
り
知
れ
な
い

状

況
と

し
て
、

私
た

ち
の

眼
前
に

あ
り、

宗
教
研
究
と

し
て

こ

れ
を
ど

の

よ

う
に
受
け
止
め
、

理
解
す
れ
ば
よ

い

の

か、

ま
た
研
究
者
に

よ
る

諸
活
動

が
行
わ

れ
て

い

る

様
相
を
知
る

と

と

も
に、

そ
こ

か
ら
提
起
さ
れ
る

問
題

や

課
題
を

共
に

考
え
る

機
会
と

し
て

位
置
づ

け
を

図
っ

た
と
こ

ろ

で

あ

る
。

さ
ら
に、

そ
の

後
も、

各
地
で

さ
ま
ざ
ま
な
自
然
災

害
が
発
生

し、

例
え
ば

東
日

本

大
震
災
の

五
か
月
後
に

襲
っ

た

台
風
卜

二

号
に

よ

る

「

紀

伊
半
島
豪
雨
」

の

影
響
は、

本
大
会
開

催
地
か
ら
近
い

、

三

重

県
南
部
の

東

紀
州
地

域
を
は

じ

め

奈
良
・

和

歌
山

両

県
の

海
浜、

山

間
地
帯
に

及

び
、

そ
の

爪
痕
が
回
復
さ
れ

ず
生
々

し

く
残
っ

て

い

る
。

そ
こ

で

は
、

宗

教

施
設
の

被
災

、

地

域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

喪
失
な

ど
が

加

速
す
る

な
か

で
、

宗
教
が

ど
の

よ

う
に

語
ら
れ
る

の

か

な
ど

、

無

関
心
で

は
お

れ
な
い

実
態
状
況
も
あ
る

。

　

と
こ

ろ

で

大
震
災
後、

国
内
外
で

多
く
の

議

論
の

場
が

持
た
れ、

さ
ま

ざ
ま
な

学
会
に

お

い

て、

シ

ン

ポ
ジ
ウ

ム

や

講

演
会
が

行
わ
れ
て

い

る
。

宗
教
と
い

う
領
域
に

お
い

て

も
、

宗
教

研
究
者

、

宗
教

者、

宗
教
団
体
等

が
、

多
様
な

意
見

交
換
を

進
め
て

い

る

が、

本
シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

で

は、

「

公
益
」

、

す
な
わ
ち

不
特
定
多
数
、

相

手
を

特
定
せ

ず
に

、

公

共
の

利
益

を
も
た

ら

す
と
い

う
点
に

つ

い

て
、

あ
ら

た
め
て

宗
教
は

試
さ
れ

て

い

る

の

で

は

な
い

か

と
い

う
関
心
に

お
い

て

問
い

か

け
を

行
う
こ

と
と

な
り、

開
催
趣
旨
に

述
べ

ら

れ

た

話
題
の

設
定
が

図
ら
れ

た
。

稲
場
氏
は
、

被
災
地
へ

自
ら

も
か

か
わ

り
、

ま
た
震

災
支
援
ネ
ッ

ト
ワ

i
ク

の

活
動
を

通
し
て

見
え
て

く
る

宗

教
の

意
義
と

課
題

を

論
じ
た

。

三
・

＝

大
震
災
に

お

け
る

被
災
地
で

の

宗
教
の

力
を、

資
源
力
（
場
・

物
）

・

人
的

力
・

宗
教
力
（
祈
り
・

安
寧
の

支
え
）

の

観
点
か
ら

具
体
例

を

提
示
し
た

。

宗
教
者
や
研
究
者
の

連
携
が

な

さ
れ

た
こ

と、

さ
ら
に

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
な
ど

被
災
地
に
お
け
る

実
際
の

活
動
の

な
か
で

生
れ
て

き
た
「

共
感
縁
」

に

よ

る

ケ
ア

の

あ
り
方
な
ど
を

解
説
し

、

宗
教
的
利

他

主

義
に

基
づ

く
活
動
が
独
善
的
・

閉
鎖
的
に

な
っ

て

い

な
い

か
、

ま
た

市

民

団
体
や

行
政
・

自
治

体
の

支
援
と

の

連

携
関
係
に

お

け
る

課
題
を
指

摘

し
、

災
害
支
援
活
動
に

お

け
る

研
究

者
の

ア

ク

シ
ョ

ン

・

リ

サ
ー
チ
の

必

要．
性
を
強
調
し
た

。

　
こ

の

発
題
に

対
す
る

中
牧
氏
の
コ

メ

ン

ト

と

質
問
で

あ
る

が
、

氏
は

発

題

全
体
へ

の

コ

メ

ン

ト

に

か
か

わ

る

視
点
と

し
て

、

「

公
益
」

の

捉
え

方

を
、

コ

ン

ピ

ユ

ー

タ

ー

用
語
で

あ
る

デ
ジ

ュ

リ

（
O
Φ

言
お）
・

ス

タ
ン

ダ

ー

ド
と

デ

フ

ァ

ク

ト
（
O
Φ

貯
o
冖

o）
・

ス

タ

ン

ダ
！

ド
を

援
用
し

、

「

デ

ジ

ュ

リ

の

公
益
」

と

「

デ

フ

ァ

ク

ト
の

公
益
」

に

区
別
す
る

考
え
を

提
示
し

た
。

前

者
は
、

行
政

や
自

治
体
な

ど

公
的
な

権
威
に

基
づ

く

標

準
を

指

し
、

後
者
は
、

市
民
の

支
持
を
受
け
た

事
実
上
の

標
準、

実
態
の

な
か
で

捉
え
ら

れ

る

公
益
が
想

定
さ
れ
て

い

る
。

　

稲
場
氏
か
ら

は
、

三
・
一
一

後
に

様
々

な

支
援
ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク
が
出

現

し
、

ま
た
活

動
に

従
事
し
な
が
ら
も

行
き

詰
っ

て

し
ま
っ

た
聖
職

者
も
い

る

こ

と

を
紹

介
さ
れ
て

い

る
が、

同

氏
が

指
摘
す
る

「

共
感
縁
」

と
い

う

デ

フ

ァ

ク

ト
な

縁
が
持
つ

意
味、

果
た

す
役
割、

そ
し
て

今
後
ど
の

よ

う

に

展
開
さ

れ
る

の

か
。

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を

通
じ

て

共
感
縁
は

永
続
な
も
の

へ

と

醸
成
さ
れ

て

い

く
の

か
。

む
し
ろ

デ

フ

ァ

ク
ト
の

公
益
は
限
ら
れ
た

条
件
下
で

機
能
す
る

も
の
、

危
機
的

状
況
下
で

意
味
を
持
つ

も
の

と
印

象

28（750）
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づ

け
ら

れ

る
。

共
感
縁
に

よ

り
出
現
し
た
公
益
性
が、

行
政
・

自
治
体
と

い

う
デ

ジ
ュ

リ

の

公
益
と

連
携
し

て

ど
の

よ

う
に

な
る

の

か
。

ま
た
稲

場

氏
が

指
摘

す
る

今
後
の

震
災
へ

の

備
え
、

宗
教
者
と

宗
教
研
究

者
の

関
わ

り
方
と
し
て

、

フ

ィ

ー

ル

ド
ワ

ー

ク

か

ら
ア

ク

シ
ョ

ン
・

リ
サ
ー

チ
へ

と

い

う
行
動
性
に
つ

い

て
、

何
が
で

き
る

の

か
と

い

う
点
で

の

意
見
が
求
め

ら
れ
た

。

　

コ

メ

ン

ト
に

対
す
る

稲
場
氏
の

応
答
は、

共
感
縁
が
口
本
だ

け
で

は

な

く、

災
害
ユ

ー

ト

ピ

ア

論
の

よ
う
に

、

人
と

人
と

が

助
け
合

う
と
い

う
メ

ン

タ

リ
テ

ィ

は

人

間
に

共
通
し
て

起
こ

る

も
の

と

捉
え
ら
れ
る

。

被
災
地

に

お

け
る

共
感
縁
が
ど
の

よ

う
な
展
開
と

な
る

か

の

問
題
と

し
て、

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
に

注
目

す
る

と
、

阪
神
淡
路
大
震
災
で

は
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

撤
退

論
の

議
論
が
あ
っ

た
が

、

な
お

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

と

し
て

被
災
地
と
の

関
係
を

続
け
て

い

る
人
も
あ
る

。

今
回
の

場
合

、

阪
神
淡
路
の

時
と
異
な

り
、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

撤
退
の

議

論
は
あ
ま
り
な
く、

宗
教
者
や
宗
教
団

体

の

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア

活
動
が

続
い

て

い

る
と
見
ら
れ
る

。

し
か

し、

地
域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

再
生
が

難
し
い

と

思
わ
れ
る

な
か
で

、

例
え
ば

仮
設
住
宅

で
一

時
的
に

生

活
を
し
て

い

た

人
た

ち
が、

再
会
を

求
め

て

集
う
こ

と
が

あ
る

よ

う
に、

現
場
に

お
い

て

の

動
き
を

注
視
す
る

必
要
が

あ
る

。

ま
た、

宗

教
研

究
の

あ
り
方
と
し
て

、

従
来
的
な
価
値
中
立
的

研
究
で

は

な
く

、

災

害
支

援
な
ど

の

活
動
が
社
会
に

益

す
る

重
要
な
動
き
と
し
て

、

研
究
者

が
共
同
し
て

か

か
わ

る
こ

と
が

大
事
で

あ
る

と

考
え
て
い

る
と

し
た

。

　

稲
場
氏
が
指
摘
す
る
「

共
感
縁
」

の

あ

り
方

、

ま
た

研
究
者
の

関
わ
り

と
い

う
問
題
は
、

後
の

鈴
木
氏
の

発

題
と
も

関
わ
る

が
、

実
態
状
況
と
し

て

の

「

公
益
」

と
い

う
論
点
が
示
さ
れ
た
こ

と
と
、

平
常
時
に

お

け
る、

地

域
に

開
か

れ

た

宗
教
施
設
の

あ
り

方
を
公
益
性
の

観
点
よ

り
問
い

か
け

る

視
点
な
ど、

傍

観
者
で

は
な
い

研
究
者
の

立

ち
位
置
を

考
え
る

発
題
で

あ
っ

た
。

　

岡
田
氏
は
、

江
戸
時

代
の

学
者
・

山
片
蟠
桃
が
述
べ

た、

金
銀
な
ど

を

産
出
す
る
山
が

人

間
に

と

り
「

宝
山
」

と
な
る

ゆ
え
に

神
仏
を
勧

請
し
て

は

な
ら

な
い

と

い

う
主

張
を
批
判
的
に

捉
え、

開
発
に

よ

り
神
仏
が
追
い

出
さ
れ

た

山
の

姿
な
ど
を

説
明
し
つ

つ
、

聖
山
・

禁
足
地
が
有
す
る

環
境

保
護
力
に

注
目

す
る

。

山
は

山
の

も
の
、

海
は

海
の

も
の

と

見
な
す
「

神

有
地
」

と
い

う
倫

理
が

、

私
有
地
と
い

う
新
た
な

「

所
有
」

概
念
に

取
っ

て

代
わ
っ

た
こ

と
に

よ
る

自
然

破
壊、

公

共
空

間
か

ら
公

害
空
間
へ

の

変

質
と
し
て

指
摘
し
た

。

持

続
可

能
な

環
境
保
護
に、

宗

教
倫
理
の

再
考
が

必

要
で

あ
る
こ

と、

大
震

災
か
ら
の

復
興
に

行
政
と
宗
教

施
設
が

い

か

に

関

係
性
を
も
つ

か、

宗
教
者
が
い

か
な
る

力
を
発

揮
し
て

行
く
か
へ

の

期

待
が
述
べ

ら
れ

た
。

　

中
牧
氏
か

ら

の

コ

メ

ン

ト
は
、

岡
田
氏
の

示
し
た

震
災
現

場
に

お
け
る

社
寺
な
ど

の

様
相
か

ら
、

宗
教
が
環
境
破
壊
の

歯
止
め

に
な
っ

て

い

る

こ

と
は

明
ら

か

に

な
っ

た

が
、

一

方
で

宗
教
で

は

な
く
と

も、

環
境
破
壊
の

防
止、

自
然
環
境
と
い

っ

た

聖

な
る

価
値
を

帯
び
た

も
の

を

保
全
し
守

る
、

生

き
物
を

慈
し
も

う
と
い

う
運
動
を
し

て

い

る

NPO

や

市
民
の

活

動
は

あ
る

。

そ
の

活
動
は

宗
教
と
よ

く

似
た

側
面
が

認
め

ら
れ

る
。

こ

の

よ

う
な

市
民
活

動
と
の

関
係
性
に

お

い

て

宗
教
の

公
益
は

ど
の

よ

う
に
捉

え
ら

れ
る

か
を

問
い

か
け
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　

岡
田
氏
は
、

会
場
か
ら
の

質
問
で

あ
る

、

神
仏
が
山
や

自
然
に

い

る

こ

と
と

所
有
の

問
題、

津
波
に

よ
る

私
有
地
の

リ

セ

ッ

ト
と

寺
社
な
ど
が

流

さ
れ
た

こ

と

と
の

理
解
の

あ
り

方、

市
民
活
動
と

の

関

係
に
つ

い

て

応
答
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が
な
さ

れ
た

。

氏
は
、

空
間
そ
の

も
の

が

非
常
に

聖
な
る

も
の

で

あ
り、

実
際
に

寺
社
も
流
れ
た
場
所
と

流
れ

な
い

場
所
と

が
あ
り

、

後
者
の

場
合

は

不
思
議
な
場
と

し
て

の

認
識
が
も
た
れ

て

き
た

の

で

は
な
い

か
。

今
回

の

震
災
で

は
、

空
間
の

履
歴
を
残
す
も
の

と

し
て

の

宗
教
施

設
と
い

う
認

識
が

あ
ら
た

め

て

確
認
さ
れ

た
の

で

は

な
い

か
。

ま
た
、

市
民
運

動
に

お

い

て

も、

聖

な
る

空

間
の

履
歴
に

心
を
と

め

た
活

動
が

望
ま
れ

る

と
の

指

摘
が
な
さ
れ
た

。

　

岡
田

氏
が

指
摘
す
る

宗
教
と

環
境

倫
理
の

問
題
は

、

実
際
の

被
災
地
に

お

け
る

状
況
を
さ
ら
に

検
証
す
る

必

要
性
を

指
摘
し
た

も
の

で

あ
る
と

と

も
に

、

宗
教
と
環
境
の

問
題
が
、

そ

れ

ぞ

れ

別
個
の

立
場
に

よ
る

実
践
活

動
や

異
な
る

領
域
の

テ

ー

マ

と

し
て

論
じ

ら

れ
る

あ

り
方
を
越
え、

総
合

的

な
議
論
の

地
平
を
提

供
す
る

倫
理
観
が

指
摘
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る

。

中
牧
氏
に
よ
る

コ

メ

ン

ト
の

よ

う
に
、

市
民
活
動
と

宗
教
活

動
と
の

関

係

性
の

問
題
は、

稲

場
氏
の

発
題
と

も
関
係
し

、

ま
た

そ
う
し

た
一

つ

の

あ

り
方
が、

鈴
木
氏
が

紹
介
し

た

実
践
的
講
座
設

置
の

問
題
と
ど
の

よ

う
に

議
論
で

き
る

か

に

興
味
の

持
た

れ

る

と
こ

ろ

で

も
あ
っ

た
。

　

小
原
氏
は
、

「

祈
り」

の

受
け
止
め
方
が

宗
教
・

宗

派
に

よ

り
異
な
り、

キ

リ

ス

ト
教
を

参
考
軸
と

し
て、

祈
り
と

終
末
論、

祈
り
の

公
益
性
を

考

え
る

た

め
に、

個
人
的
願
望、

社
会
的

側
面
を

含
む
祈

り
の

内
的
力
学、

公
益
の

範
囲
設

定
に

か
か
る
祈
り
の

外
的
力
学
の

問
題
を
照
射
し

た
。

そ

し
て
、

公

益
性
の

議
論
が

、

日

本
と

い

う
文
脈
に

お
け
る

私
的

領
域
と

公

的
領
域
と
の

区
別
と
両

者
の

関
係
づ

け
に

か
か
る
課
題
を

指
摘
し

た
。

　

中
牧

氏
に

よ
る

コ

メ

ン

ト
内

容
は
、

特
に

宗
教
・

宗
派
を

越
え
る

祈

り
、

繋
が

り
を
ど

の

よ

う
に

デ

フ

ァ

ク
ト
の

公
益
と
し

て

実
現
し

て

行
く

か
と

い

う
問
題
に

関
し
て

で

あ
っ

た
。

こ

れ
に

つ

い

て

小

原
氏
は

、

越
え

る
と

い

う
ベ

ク
ト
ル

と
敵
対
す
る

も
の

を
滅
ぼ

す
と
い

う
逆
の

ベ

ク

ト
ル

が

働
い

て

い

る

と

指
摘

す
る

が、

そ

う
し
た

な
か

で
、

「

祈
る

」

こ

と
の

公
益
性
は

果
た
し

て

宗
教
が
優

位
な
の

か

ど

う
か
。

市
民
運
動
の

例
に
み

ら
れ

る
よ

う
に、

記
憶
を

紡
ぐ、

留
め
る

と

い

う
行
為
は

大

切
で

あ
る

が
、

宗
教
が

優
位
で

担
っ

て

行
く
も
の

な
の

か
ど

う
か

疑
問
が
残
る

点
で

は

な
い

か

と
の

指
摘
が

な
さ

れ

た
。

　
コ

メ

ン

ト
に

対
し
て

小
原
氏
は
、

宗
教
が

記
憶
の

た

め
に

微
妙
な
ス

パ

イ
ス

を

利
か
す
こ

と

の

意
義、

ま
た

宗
教
が
記

憶
の

内
容
だ

け
で

な

く
、

儀
礼
化、

身
体

化
と
い

う
点
で
、

そ
の

役

割
を

有
す
る

こ

と

を

指
摘
し

た
。

ま
た、

死
者
と

い

う
不
在
者
へ

の

倫
理
を

含
め

て

未
来

世
代
へ

の

公

益
を
捉
え
る
こ

と
の

意
義
が
説

明
さ
れ
た

。

さ
ら
に

、

会
場
か
ら

質
問
が

な
さ
れ
た

、

宗
教
の

公
共

性
に

お

け
る

多
元
性

、

他
者
性
の

認
識
の

必
要

性
に

つ

い

て

は
、

そ
れ

だ

け
で

は

な

く、

人
間
以
外
の

存
在
者
と

の

間
で

の

多
元

的
な

関
係
構
築
の

必

要
性
を
、

ポ
ス

ト

世
俗
化
論
と
の

関
わ

り
で

は
、

日

本
に

お
け
る

場
合
、

近

代
的
な
公
益
か

ら
そ
ぎ
落
と

さ
れ

た

部
分

に

あ
ら
た

に

光
を

あ
て

る

こ

と
で
、

未
来
の

資
産
と

し
て

の

価
値
体
系
を

提
示
で

き
る

の

で

は
な
い

か

と
の

提
言
が
な
さ
れ
た

。

　
鈴
木
氏
は
、

地
域
に

根
ざ
し
前
代
か
ら

伝
え
ら
れ
て

き
た
宗
教

的
習

俗

が
、

被
災
地
に

お
い

て

イ

エ

レ

ベ

ル
、

地
域
レ

ベ

ル

に

ど
の

よ

う
に

機

能

し
た

か
を

、

死
・

死
者
と

向
き
合

う
場
面

、

祭
礼
行
事、

宗
教
施

設
な
ど

を

具
体
的
に

示
し、

「

絆
」

の

再

興
に

関
わ

る

実
態
を

説
明
し
た

。

さ
ら

に

国
立
大
学
に

お
い

て

「

臨
床
宗
教

師
」

（
仮
称）

講
座
が

開
設
さ
れ
た

経

緯、

そ
こ

で

の

宗
教
者
の

役
割
と

そ
の

活
動
を
中
立

的
な
立

場
で

支

援

30（752）
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可
能
な
宗
教
研
究

者
の

関
わ

り
に

つ

い

て

論
じ

た
。

　

こ

の

発
題
に

対
す
る

中

牧
氏
の

コ

メ

ン

ト
は

、

鈴
木
氏
が
例
示
し
た

被

災

地
で

活
動
す
る

僧
侶
の

姿

を
見
た

被
災
者
が

葬

儀
を

依
頼

す
る

姿
な

ど
、

宗
教

者
の

活

動
が

共
感
を

呼
ぶ

よ

う
な
公

益
的
な

活
動
と

思
わ

れ

る
。

ま
た、

臨
床
宗
教
師
の

講
座
は
、

現
実
的
な
問
題
と

直
面
す
る

中
か

ら
浮
上
し
て

き
た

も
の

で

あ
ろ

う
、

宗
教
で

は

な
い

け
れ

ど

も
、

宗
教
者

に

と
っ

て

そ
の

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

は

多
少
制
限
さ
れ

る

で

あ
ろ

う
が
、

宗
教
者
を

糾
合
し

、

あ
ら
た
な

宗
教
的
な
活
動
の

場
と
し
て

の

講
座
を

持

っ

て

い

る

こ

と
の

意
味、

内

容
の

紹
介
を
さ
ら
に

願
い

た
い

。

鈴
木
氏
を

は
じ
め

中
牧
氏

自
身
の

活
動
は

、

リ

サ
ー

チ
・

ア

ク

シ
ョ

ン

と
し
て

、

地

域
に

関
わ
っ

て

い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、

そ
こ

に

は

宗
教
と

も
言
え

る
し、

宗
教
と

も
つ

か

な
い
、

し
か
し
重
い

価

値
を
持
つ

も
の

が
あ
り、

そ
れ
に

対
し
て

宗
教
研
究、

宗
教
研
究

者
が
こ

れ
か
ら
ど

う
考
え
る
か
が

重
要
で

あ
る

。

　
コ

メ

ン

ト

に

対
し

て

鈴
木
氏
は
、

臨
床
宗
教
師
に

か
か

る

講
座
の

設
置

が
、

大
震
災
後
に

何
が
で

き
る

の

か
と
い

う
模
索
の

な
か

で

求
め
ら

れ
た

実
践
活
動
と
し

て、

日

本
文
化
に

根

付
い

た

チ

ャ

プ
レ

ン

の

可
能

性
を

考

え
て

い

る

こ

と
、

自
ら
が
宗

教
者
で

あ

り
な

が

ら、

布
教
で

は
な

く
、

宗

教
者
と
し
て

ケ
ア

を
行

う
活

動
の

あ
り

方
、

地

元
の

文
化
に

寄
り

添
っ

た

ケ
ア

の

考
究
と
課
題
に

向
き
合
っ

て

い

る
状
況
が

説

明
さ
れ

た
。

　

鈴
木
氏
が、

実
際
の

被
災
地

に
お
い

て

何
が
起
こ

っ

て

い

る
か
と
い

う

観
点
か
ら、

当
該
地
域
の

宗
教
民
俗
の

根
強
さ、

あ
る
い

は

習
俗
変
容
と

の

関
わ

り
な
ど

の

実
例
を

取
り
上

げ
整
理
紹
介
さ
れ

た

点
、

ま
た

そ
の

な

か
で

行
政
・

自
治
体
と

宗
教
者
・

宗
教
団
体

、

そ
の

媒
介
項
と

な
り
う
る

宗

教
研
究
の

位
置
な
ど

、

今
後

状
況
が

ど
の

よ

う
に

推
移
す
る

か

注
目
さ

れ
る
と

言
え
よ

う
。

　

以
上
、

各
パ

ネ
リ
ス

ト
及
び
コ

メ

ン

テ

ー

タ

の

方
々

の

発
言
の
一

端
を

紹
介
す
る

だ

け
に

と

ど

ま
り、

内
容
的
に

不
十
分
で

あ
り

、

ま
た

本
意
に

そ
む

く
こ

と
と

な
っ

て

い

な
い

か
恐
れ
る

と
こ

ろ

で

あ
る
が

、

シ

ン

ポ
ジ

ウ

ム

を
通
し
て

三

点
の

課
題
が
浮
か

び

あ
が

っ

た
よ

う
に

思
う

。

一

点
目

は
、

「

宗
教
の

公
益
」

と
い

う
場
合
の

公
益
の

概
念
は

、

事
実

性
の

な

か

で

も
理
解
さ
れ
る

必

要
が
あ
る

と
い

う
こ

と
。

縁
や

絆
と
い

っ

た
関
係
性

と

と
も
に

現
れ
て

く
る

も
の

、

自
然

、

聖
空
間、

過

去
や

未
来
に
お
け
る

不

在
者
へ

の

倫
理

的
価

値
と
い

う
文
言
に

み

ら
れ
る
よ

う
に
、

認
識
の

立

ち
位
置
を
再

考
す
る

こ

と

に

よ

り
、

広
が
り
を
も
っ

て

捉
え

論
じ

る

重

要

性
で

あ
る

。

二

点
目
は
、

公
益
の

問
題
が、

制
度
面
や

宗
教
内

部
で

留
め

ら

れ
る

問
題
だ
け
で

は

な
く、

一

般
社
会
に
お
け
る

宗
教
へ

の

認
識
や

意

識、

社
会
の

動
き
と

の

関
わ

り
に
お
い

て

注
視
す
る

こ

と

の

必

要
性
で

あ

る
。

三

点
目
は
、

シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

の

テ

ー

マ

に

示

さ
れ

た
「

た

め

さ
れ

る
」

と
い

う
問
い

か
け
が
、

宗
教
研
究
や
宗
教
研
究
者
の

あ
り
方、

す
な

わ
ち
ア

ク

シ
ョ

ン

・

リ

サ
ー

チ

あ
る

い

は

リ

サ
ー

チ
・

ア

ク

シ

ョ

ン

に

せ

よ
、

何
ら
か
の

活
動
・

行
動
と
の

関
係
に

お

い

て

省
察
さ

れ

る
問
題
性
で

あ
る

。

こ

の

こ

と
は

宗
教

研
究
の

立

場
と
い

う
問
題
を
も

あ
ら
た

め
て

問

い

か
け
る

と

こ

ろ

と
も
い

え
よ

う
。

　
登
壇
さ
れ
た

各
位
に

あ
ら
た
め
て

感
謝
し、

報
告
と

し
て

お
き
た

い
。

（753）31
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