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祈
り
は

、

宗
教
に

重

要
な
実

践
行
動
の
一

つ

で

あ
る

。

被

災
地
を

案
じ

続

け
、

被
災
さ
れ
た
人
々

の

苦
し

み

を

忘
れ

な
い

こ

と、

見

捨
て

な
い

こ

と
、

憶
え

続
け
る

こ

と
、

そ
し

て

「

共
に
」

祈
る

こ

と
は
希

望
を

共
有
す

る
こ

と
で

あ

り
、

そ
れ
は

社
会
変
革
の

原
動
力
に

な
る

。

隣

人
（

と

な
り

び
と

）

へ

の

苦
し

み
・

痛
み
に

共

感
し、

手

を
つ

な
ぐ
こ

と
、

そ

れ

は

「

絆
」

が

結
ば

れ
る
社
会
維
持

機
能
の

希
望
と
な
り、

「

魂
へ

の

配
慮
ー

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル
・

ケ
ア
」

の

第
一

歩
と

な
っ

て

い

る

と

私
は

考
え
て

い

る
。

被
災
者
支
援
に

お

い

て
、

〈

仏
教
的
〉

で

あ
る

と
は

ど
う
い

う
こ

と
か

？

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

坂
井
　
祐

円

　

東
日
本
大
震
災
で

は
、

宗
教
者
に

よ
る

被
災
者
へ

の

支
援
活
動
が
こ

れ

ま
で

以
上

に

注
目
さ
れ

て

い

る
。

と

り
わ

け
伝
統
仏
教
教
団
に
よ

る
組

織

的
な
活
動
に

は

目
を
見
張
る
も
の

が
あ
り、

宗
派
を

超
え
た

連
帯
も
生
ま

れ

て

い

る
。

　

震
災
か
ら
一

年
が
経
過
し
て

被
災
地
へ

赴
い

た

筆
者
は
、

伝
統
仏
教

教

団
に

属
す
る

幾

人
か
の

僧
侶
の

話
を

聞
く

機
会
を

得
た

。

そ
の

中
で

、

「

避
難
所
で

喘
ぐ
被
災

者
を
見
た
と

き、

僧
侶
で

あ
る

前
に
一

人
の

人

間

と

し
て

支
援
せ
ざ
る

を

得
な
か
っ

た
」

と
い

う
言
葉
に

立

ち
止
ま
っ

た
。

こ

の

言
葉
か
ら
は
、

被

災
者
へ

の

支
援
は
あ
く
ま
で

〈

人
間
的
〉

な

行
為

で

あ
っ

て
、

〈

仏

教
的
V

な
信
念
の

も
と

に
行
っ

た
わ

け
で

は

な
い

、

と

い

う
ニ

ュ

ア

ン

ス

が
感
じ

ら

れ
た
か
ら
で

あ
る

。

　
一

方、

別
の

伝
統
仏

教
教
団
に

属

す
る

グ

ル

ー

プ

は
、

被
災
者
の

「

死

者
の

冥
福
の

た
め

に

供

養
し

て

ほ

し
い
」

と

い

う
ニ

ー

ズ

に

応
え
る
べ

く
、

「

読
経
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア
」

の

活
動
を
行
っ

た
。

こ

の

活
動
は

マ

ス

メ

デ

ィ

ア

か
ら
い

か
に

も

く

仏
教
的
V

な

支
援
と
し

て

報
道
さ
れ

、

注
目
を

集
め

た
。

僧
侶
も
ま
た
、

こ

の

活
動
が

〈

仏
教
的〉

で

あ
る

こ

と
に

誇
り

を

も
っ

て

い

た
。

　

果
た

し
て

、

被
災
者
の

支
援
活
動
に

〈

人
間
的〉

と

（

仏

教
的
〉

と
の

違
い

は

あ
る

の

だ
ろ

う
か

。

違
い

が

あ
る
と

す
れ

ば

そ

れ
は

何
だ

ろ

う

か
。

ま
た、

〈

仏
教

的
〉

で

あ
る

と

は
、

活

動
の

あ

り
方
を
指

す
の

だ
ろ

う
か、

そ
れ

と

も
信
念
や
教
義
の

問
題
な
の

だ
ろ

う
か

。

　
こ

こ

で

思
い

起
こ

さ
れ
る
エ

ピ

ソ

ー

ド
が
あ
る

。

そ
れ

は、

浄
土

真
宗

の

祖
と

仰
が

れ

る

親
鸞

2
一

七
三
−
一

二

六
二
）

が
、

越

後
流
罪
を

赦

さ
れ
て

家
族
と
と

も
に
関

東
に

向
か
う
途
中
で、

洪
水
と

飢
饉
に

見
舞
わ

れ

て
い

た

佐
貰
の

地
（
現

在
の

群
馬

県
邑

楽
群）

に

滞

在
し

た

折
に
、

衆

生

利
益
の

た

め

に
三

部
経
を
千

回
読
誦
し
よ

う
と
決
意
し

て

始
め

た

が
、

数
日

後、

そ
の

読
誦
を

中
断

し
て

し
ま
っ

た

（

『

恵
信
尼

消
息
』

）

、

と
い

う
出
来
事
で

あ
る

。

　

お
そ
ら
く
親
鸞
は
、

人
々

の

悲
惨
な

現
実
を
目
の

当
た

り
に

し
て
、

自

分
に

何
か
で

き
る
こ

と

は
な
い

か
、

人
々

を
苦
し
み

か
ら

救
う
手
立

て

は

な
い

か
と

い

う
思
い

に

つ

き

動
か
さ

れ
、

経
典
を

読
誦
し
よ

う
と

す
る

決

意
に

至
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

こ

れ

は

ヒ

ュ

！

マ

ニ

ズ

ム

の

発
露
で

あ
り

、

言
わ
ば

（

人
間
的
〉

な
情

念
に

従
っ

て

な
さ

れ
た
支

援
行
動
に

ほ

か
な

ら

な
い

。

　

し
か
し
な
が

ら、

親
鸞
は

こ

の

経
典
読
誦
を
止
め
て

し
ま

う
。

そ
の

理

由
は

、

「

名
号
の

ほ

か
に

は

何
事
の

不
足
に

て、

必

ず
経
を

読
ま
ん

と

す

る

や、

と
思
い

返
し
て
」

と

記
さ
れ

て

い

る
。

人
間
が

救
わ
れ

る

た

め

に

は
、

念
仏
を
称
え
る

ほ

か
に

い

か

な

る

行
為
も
必

要
な
い

。

人
間
を
救
う

の

は
あ
く
ま
で

阿
弥
陀
仏
で

あ
っ

て
、

人
間
で

は
な
い
。

人

間
は

自
力
を

捨
て

て、

阿
弥
陀
仏
の

本
願
力
を
信
じ

て

す
べ

て

を

委
ね
る

他
力
の

境
地

38（760）
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に

立
た
ね
ば

な
ら

な
い

。

つ

ま
り

、

親

鸞
は

自
身
の

〈

仏

教
的
V

な
自
覚

に

照
ら

し
て
、

支
援
行
動
を
止
め

た
こ

と
に

な
る
。

　
こ

の

エ

ピ
ソ

ー

ド

は
、

ま
さ
し
く

A

人
間
的
〉

と

く

仏
教
的
V

の

境
目

を
は
っ

き

り
と

示
し

て

い

て

興
味

深
い

。

大
災
害
の

よ

う
な
危

機
的
状
況

に

際
し

、

被
災
者
を

支
援
し

た
い

と
の

思
い

が

起
こ

る

の

は
、

人
間
の

情

念
で

あ
ろ

う
。

こ

の

情
念
に

対
し
て

、

常
に

内
省
や

洞
察
を
呼
び
か

け
る

超

越
者
の

は

た

ら

き
に

支
え
ら
れ
て

在
る

と

す
る

霊
性
的

自
覚
に

開
か
れ

て

い

る

こ

と
こ

そ
が
、

仏

教
者
と

し

て

の

あ
り
方
で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

宗
教
者
に
よ

る

被
災
者
へ

の

支

援
は、

霊

性
的
自
覚
に

立
つ

こ

と

に

よ

っ

て
、

「

縁
（
関
係）

に

支
え
ら

れ
て

い

る
」

と
い

う
意
味
で

の

「

支
縁
」

で

あ
る

こ

と
に

気
づ

か

さ
れ

る
。

そ

の

縁
と
は
、

被
災
者
と
の

関
係
で

あ

る
と
と
も

に、

超
越

者
と
の

関
係
を
指
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

「

再

鑾」
へ

の

奉
仕

i
脱
カ

ル

ト

袤
を
手
が

か

り
に

1

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

竹

迫
　
　

之

　
「

カ
ル

ト
」

と
し
て

警
戒
さ
れ
る

多
く
の

団
体
が、

東
日

本
大
震
災
の

被

害
復
興
支

援
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
に

紛
れ

込
ん

で

い

る
。

そ
の

目
的

は
、

自
集
団
の

社
会
的
認

証
を
得
る

た
め

の

宣
伝
材
料
を

獲
得
し

、

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

を
志
す
人
々

の

「

善
性
」

に

つ

け
こ

ん

で

新
し

い

メ

ン

バ

ー

を

リ
ク

ル

ー

ト
し
、

支
援
関
係
を
逆

手
に

と
っ

た

被
災
者
た
ち
か
ら
の

収
奪

す
ら
を
も

射
程
と
し

て

い

る
。

殊
に

宗
教
的
「

カ

ル

ト
」

集
団
は

、

震
災

や

原
発
事
故
そ
の

も
の

を

「

神
罰
」

と

位
置
づ

け、

自
集
団
に

帰
属
す
る

者
は

そ
の

被
害
か

ら

免
れ
る

こ

と

が
で

き
る

と

喧
伝
し

、

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

協

力
者
や

被
災
者
ら
に

対
し

自
団

体
へ

勧
誘
す
る

こ

と
が

宗
教

的
に

正

当

な

奉
仕
で

あ
り
救
済
で

あ
る

と
位

置
づ

け
る
。

既
に

相
当
数
の

被
害
報
告

や

被

害
相

談
が

寄
せ
ら
れ
て

い

る
。

　
「

カ

ル

ト
」

と

は
「

メ

ン

バ

ー

の

財

産
や

労
働

力
の

収

奪
と

、

外

部
社

会
に

対
す
る

破
壊
的
活
動
と
が

、

恒
常
的
に

正
当
化
さ
れ
る

集
団
」

と

定

義
さ
れ

る
。

実
例
に

鑑
み

る
と

宗
教
的

集
団
で

あ
る
と
は

限
ら

な
い

。

従

っ

て

「

カ

ル

ト
（
○

ζ
U
→）
」

と

い

う
呼
称
は
こ

の

問

題
領
域
を

指
示

す

る

の

に

不
十
分
だ
が

、

こ

こ

で

は

便
宜
上

、

宗
教
的

集
団
の

場
合
の

み

を

扱
い

、

ま
た

呼
称
も

「

カ

ル

ト
」

を
用
い

る
。

　
メ

ン

バ

ー

の

多
く
は
そ
の

集
団
の

実
態
に
つ

い

て

事
前
に

正

確
な
情
報

を
与
え
ら
れ

な
い

ま
ま

勧
誘
さ
れ
、

脅
迫
的
誘
導
に
よ
っ

て

自

己
決
定
権

の

大

部
分
を

凍
結
さ
れ
る

（
そ

れ
ら

の

体
系
化
さ
れ
た
誘

導
手
法
は

「

マ

イ
ン

ド
コ

ン

ト
ロ

ー

ル
」

と

俗
称
さ
れ

る
）

。

そ
の

結

果
、

違
法
・

脱

法

行
為

す
ら
も

「

そ

の

集
団
の

利
益
に

資
す
る

も
の
」

で

あ
る

限

り
正

当
化

さ
れ
、

ま
た

集
団
か
ら
の

脱

落
に

対
す
る

極
端
な
恐

怖
感
の

誘
導
に

連
動

し
た

「

選
民
意
識
」

に

囚
わ
れ
る

こ

と
に

よ
り、

自
発
的
な

離
脱
は

極
め

て

困

難
な

状
態
に

陥
る

。

当

事
者
は

そ
れ

ら
を

「

善
な
る

状
態
」

と

誤
認

さ
せ
ら

れ

て

お

り、

そ
の

自

覚
は
、

た
と
え
ば
被
災
地
に

お

け
る

復
興
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活
動
へ

の

協
力

者
と

変
わ
る

と
こ

ろ

が
な
い
。

　
こ

う
し

た

実
態
か
ら

当
事
者
の

自
発
的
な
脱
出
を

促
す
こ

と

が
「

脱
カ

ル

ト

支
援
」

で

あ
る

。

総

括
し

て

言
え
ば
、

「

脱
カ

ル

ト
支

援
」

は

当
事

者
の

凍
結
さ
れ

て

い

た
自
己

同
一

性
を

回
復
す
る

こ

と
を

目
的
と

す
る

。

当
事
者
の

家
族
・

関
係
者
ら

「

直
接
の

相
談
者
」

に

対
す
る

配
慮
に
始
ま

り
、

カ

ル

ト
か

ら

の

離
脱
を

促
す
当
事
者
へ

の

直
接
支
援
を

経
て
、

当
事

者
が

本
来
持
っ

て

い

た

固
有
の

自
己
同
一

性
の

回

復
お

よ
び

社
会
復
帰
に

至
る
。

つ

ま
り、

当
事
者
が

そ
の

団
体
か
ら

脱
出
し
て

「

新
し

い

自
分
の

再
構
築
」

を

あ
る
程

度
達
成
す
る

ま
で

継
続
さ
れ

る

必

要
が

あ
る

。

「

脱
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


