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そ
の

社
会
的
影
響
力
も

減
少
し
つ

つ

あ
る
と

い

え
る

だ
ろ

う
。

さ

ら

に
、

「

い

の

ち
」

を
め

ぐ
る

議
論
に

お
け
る
宗
教
へ

の

上

記
の

よ

う
な
期
待
は
、

な
い

も
の

ね
だ
り
に

終
わ

る

可
能
性
が
あ
る

だ

け
で

は
な

く
、

望
ま
し
い

も
の

で

も
な
い

と

考
え

る
。

な
ぜ

な
ら

、

こ

の

よ

う
な

状
況
に
お
い

て

宗

教
の

専
門
家
に

解
答
を

求
め

る
こ

と
は

、

形
式

的
解
決
で

満
足
す
る

こ

と

に

つ

な

が

り
当
事
者
が

自
ら
の

世
界
観
と

向
き

合
い
、

問
題
を
引
き
受
け

る

中
で

、

自
ら

答
え
を
出
す

機
会
を

失
う
こ

と
に

も

な
り
か

ね
な
い

と

考

え
る

か

ら
だ

。

　

宗
教
に

求
め
ら
れ

て

い

る

の

は
、

「

今
」

と

い

う
時
間
に

限
定
し

、

人

間
社
会
の

み
を

対
象
と
し

た

既
存
の

支
配
的
な
価
値
観
を
自
明

な
も
の

と

し
て、

当
事
者
に

「

い

の

ち
」

に
つ

い

て

の

決
断
を
迫
る
状
況
を

相
対

化

さ
せ
る

こ

と

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。

そ
し

て、

そ
れ
ぞ
れ
の

宗
教
の

も
つ

世

界
観
か
ら
人
と

人
、

人
と

自
然、

現
在
過
去

未
来
の

つ

な
が

り
の

回

復

を

促
し

て

い

く
こ

と

が

求
め

ら
れ

て

い

る

の

で

あ
り、

そ
の

時
「

い

の

ち
」

と
と

も
に

最
適
な
応

答
を
し

て

い

く
こ

と
が

可
能
に

な
る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

そ
し
て

、

こ

れ
は

宗
教
者
に

よ
っ

て

の

み

担
わ

れ
る
こ

と

で

は

な
く、

宗
教
的
世

界
観
を
生

き
る

各
自
の

生

き
様
に

よ

っ

て

練
り
上

げ
ら
れ
る

も
の

だ
と

考
え
る．、

具
体
的
に
は

、

宗
教
的
天
才
や
そ
の

専
門

家
が
圧
倒
的
な
リ
ア

リ

テ

ィ

を
も
っ

て

新
し
い

生
き
方
を
示
し
て

く
れ
る

こ

と

を
期
待
す
る

の

で

は

な
く

、

私
た

ち
自
身
が
そ
の

よ

う
な

世
界
観
を

腑
に

落
と

す
形
で

創
造
す
る

契
機
を
育
て

て

い

く
必
要
が
あ
る

と
い

う
こ

と
だ

。

で

は
、

そ
れ
は

ど
の

よ

う
に

し
て

可
能
な
の

か
。

　

持
続
可

能
な
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

形
成
運

動
に

そ
の
一

つ

の

ヒ

ン

ト
が

あ
る

と

考
え
る

。

一

九
九

〇
年
代
近
年
報
告
さ
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
エ

コ

ビ

レ

ッ

ジ

や

ト
ラ

ン

ジ

シ

ョ

ン

タ
ウ
ン

と

呼
ば
れ
る

こ

れ

ら
の

実
践
に
お
い

て

は
、

意
識
的
に

人
と
人

、

人
と

自
然、

現
在
過
去

未
来
の

つ

な
が

り
の

回

復
が
目

指
さ
れ

て

い

る
。

ま
た
こ

れ
は

里
山
の

意

義
な
ど

伝
統
知
や

実
践

の

再
発

見
、

再
評

価
に

も
つ

な
が
っ

て

い

る
。

　
ロ

ー

カ
ル

な、

顔
の

見
え

る
範

囲
で
、

日
々

の

生
活
の

中
か
ら、

「

い

の

ち
」

の

つ

な

が

り
に

お

い

て

そ
れ

ぞ
れ

が

最
適
な
応
答
が

可
能
に
な
る

よ

う
な

実
践
例
を

積
み

上

げ
て

い

く
中
に、

宗
教
的
な
る
も
の

が
確
認
さ

れ

る

よ

う
に

な
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

「

い

の

ち
」

が

語
ら
れ

る

地
平

　

−
他
な
る

も
の

と
の

か

か

わ

り
を
め

ぐ
っ

て

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

竹
之

内
裕
文

　
「

い

の

ち
」

が

氾
濫
し
て

い

る
。

近

年
の

日

本
社
会
で

は
、

「

生

命
」

、

「

生
」

、

あ
る
い

は

「

人
生
」

な
ど
の

類
義
語
で

は

な

く、

む
し

ろ

「

い

の

ち
」

と
い

う

語
が

好
ん

で

援
用
さ

れ

る
。

そ
の

よ

う
な
傾
向
は
、

学
術
領

域
に

お

い

て

も
顕

著
に

な
り
つ

つ

あ
る

。

し
か

し
な
ぜ

「

い

の

ち
」

な
の

か
、

立
ち
止

ま
っ

て

考
え
て

み
る

必
要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

　

厳

密
な

定
義
を

与
え

る
こ

と

は

困
難
で

あ
る

に

し

て

も
、

「

生

命
」 、

「

生
」 、

「

い

の

ち
」

は
、

そ
れ

ぞ

れ
に

固
有
な
意

味
合
い

を
踏
ま
え
て

語

り
出
さ

れ

て
い

る

と

考
え
ら

れ
る

。

た
と
え

ば
「

生

命
」

に

は、

「

生

命

科
学
」

と
い

う

研
究
分
野
に

示
さ
れ
る

よ

う
に、
「

あ
ら
ゆ

る

生

命
に

通

ず
る
生
命
一

般、

動
物
と
か

、

生

物
と
か、

あ
る

い

は
有

機
体
と
つ

な
が

る
」

意
味
合
い

が

認
め
ら
れ
る

（
上

田

閑
照
『

生
き
る

と
い

う
こ

と
　

経

験
と
自
覚
』

人

文
書
院

、

一

九
九
一

年）
。

ま
た

「

生
」

に

は
、

「

生

活
」

や

「

人
生
」

に

通
じ
る

よ

う
な
人
問
的
・

文
化
的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

が

色
濃

い
。

対
し
て

「

い

の

ち
」

は
、

よ

り
包

括
的
な

概
念
と
し

て
、

「

生
き
る
」
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こ

と
の

全

体
性
　
　
そ
れ
は

他
な
る

も
の

（
超

越
的
な
も
の
）

と

の

か
か

わ

り
（
関

係
、

絆、

つ

な
が
り

）

と
と
も
に

成

り
立
つ

　
　
を

指
示
す
る

と
い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

　

じ
っ

さ
い

島
薗
進
に

よ
れ

ば
、

「

い

の

ち
」

は
、

個
体
的、

身
体
的、

生
物
学
的
な
次
元
で

の

「

生
命
」

と

区

別
さ
れ

、

そ
れ
ら
を

超
え
た

死
生

の

諸

次
元
を

表
現
す
る

時
に

用
い

ら
れ

る

語
で

あ
り

、

「

心
」

や

「

魂
」

や
「

つ

な

が
り

」

（

関
係、

絆
）

に
つ

い

て

の

文
化
と

切
り
離
し
て

理
解

す
る

こ

と

が
で

き
な
い

（

死
生
学
試
論
（
一
）

、

『

死
生

学
研
究
』

第
一

号
、

二

〇
〇

三

年）
。

ま
た

「

い

の

ち
の

教

育
」

の

実
践

者
た

ち
に

よ
れ

ば
、

「

い

の

ち
」

は

「

主

体
と

客

体
に

分

析
不
可
能
な、

す
べ

て

の

事
象
と
つ

な
が
っ

て

い

る
」

（

得
丸
定

子
「

学
校
で

「

い

の

ち
の

教
育
」

を
行

う
意

義
」

『

学
校
教
育

研
究
』

一

六

号、

二

〇

〇
一

年）
、

「

統
合

的
な
存

在
と

し
て

の

人

間
」

（
近

藤
卓
『

い

の

ち
を

学
ぶ
・

い

の

ち
を
教

え
る
』

大
修

館
書
店

、

二

〇

〇
二

年
）

に

か
か
わ
る

概
念
で

あ
る

。

　

し

か
し、

「

い

の

ち
」

が

生
き
る

こ

と

の

全

体
性
を
指
示

す
る

と
し
た

ら
、

わ
れ
わ
れ

は
ど
の

よ

う
に

こ

れ

に

ア

プ
ロ

ー

チ

し
た
ら
よ
い

の

だ
ろ

う
か

。

学
術
的
な
営
み
が

、

そ
の

都
度

、

限
定
さ
れ

た

対
象
に

つ

い

て

論

じ
る

も
の

で

あ
る

か

ぎ
り

、

「

い

の

ち
」

を

学
問
の

対
象
と

す
る

こ

と
は

不
可

能
で

あ
る

と

考
え
ら
れ

る

か
ら
で

あ
る

（
上
田

閑
照

、

前
掲

書）
。

こ

こ

で

「

い

の

ち
」

を、

自
ら
を
隠
し
つ

つ
、

立
ち

現
れ
る

現
象
と

捉
え

る

こ

と

が
で

き

な
い

だ

ろ

う
か

。

か
り
に

そ

れ
が
可

能
だ
と

す

れ
ば

、

「

生

命
」

や

「

生
」

と

い

う
現
れ
の

側
面
に

注
目
し、

そ
こ

か

ら

「

い

の

ち
」

の

在
り
処
に
迫
る

と
い

う
試
み
が
成
立
す
る

こ

と

に

な
る

。

た
だ
し

そ
の

場
合

、

「

生

命
」

と
「

生
」

の

概

念
的
な
射

程
を
正

当
に

評
価
す
る

作
業
が

不、
円
欠
と

な
ろ

う
。

　
た

と

え
ば

生
命
体
（
も
の）

と
生
命
そ
の

も
の

（
こ

と
）

の

存
在
論

的

差
異
を

踏
ま
え
る

な
ら
ば

（

竹
田
純
郎
『

生

命
の

哲
学
』

ナ

カ
ニ

シ

ヤ

出

版、

二

〇
〇
〇
年）
、

「

生

命
」

が
も
っ

ぱ

ら
個
体
的、

身
体
的

、

生
物

学

的
な
次
元
に

か
か
わ
る

と

い

う
島
薗
の

指
摘
は

再
考
を

要
す
る

。

「

生
」

な

い

し
「

生

活
」

に

つ

い

て

も
、

「

我
々

の

最
も
平
凡
な
日

常
の

生
活
」

（
西
田
幾
多
郎
「

歴

史
的

身
体
」

『

西
田
幾
多
郎
全

集
　
第
十
四
巻』

岩
波

書
店、

一

九
五
一

年
）

の

深
み

や

「

完
全

な
現
在
の

生
活
」

（
宮
沢
賢
治

『

宮
沢
賢
治
全

集
九
』

筑
摩
書
房、

一

九
九
五

年）

の

驚
く
べ

き
豊
か

さ

が

視
野
に

収
め

ら

れ
る

べ

き
で

あ
ろ

う
。

　
お

よ

そ
以
上

の

展
望
の

も
と
、

本
研
究
発
表
は

、

人

間
に

お
け
る

「

生

命
」

・
「

生
」

の

営
み
を、

「

死
」

と
「

環
境
」

と
の

か

か
わ

り
か
ら
照
ら

し

出
し

、

そ
れ
を

足
が

か

り
に

「

い

の

ち
」

へ

の

ア

プ
ロ

ー

チ

を
試
み
る

。

人

間
の

「

生

命
」

・
「

生
」

は
、

「

死
す
べ

き
も
の
」

と

い

う
自
己

認
識
と

と

も
に
、

「

環
境
」

と
の

不
可
避

な
か

か

わ

り
に

お

い

て

営
ま

れ
る

か

ら

で

あ
る

。

具

体
的
に

は
、

「

住
み

処
O
涛
o
ω

」

「

環
世

界

¢

日
芝
Φ

三
「

世

界

亳
 

E
と
の

重

層
的
な
か

か
わ

り
か
ら
、

「

生

命
」

お

よ
び

「

生
」

の

世
代
間
継

承
を

捉
え
な

お

し
た

う
え
で

、

「

生

命
と

生
と
い

の

ち
」

の

連

関
と

そ
の

危
機
に

光
を

投
げ
か

け
て

い

く
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と
ま

と
め

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

安
藤
　
泰
至

　
「

い

の

ち
」

と
い

う
語
は
、

生

命、

生
、

生

活、

人
生
と

い

っ

た

語
と

重
な
り
つ

つ

も
、

そ

れ
ら
に

は

回
収
さ
れ
な
い

超
越
的
な
も
の

と
の

関
係

を

含
ん

だ
生
の

次

元
を
示

す
語
と
し
て

、

宗
教
に
お
い

て

も
よ

く
用
い

ら

れ
て

き
た

。

も
っ

と
も

、

こ

れ
ま
で

諸
宗
教
の

伝
統
に
お
い

て

人

間
と
神
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