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て

い

ま
す

。

そ
れ
は
」

「

生

き
て

い

る

宗
教
の

よ

う
に

思
い

ま

す
」

、

と

日

本
人
の

宗
教
性
に
感
想
を

持
ち

、

人
が
訪
ね
そ
う
に

な
い

小
さ
な

神
社
の

参
拝
者
に

「

し
か
も

平
口
に
」

（

ミ
ュ

ン

ス

タ

ー
）

と

驚
く
学
生

も
い

る
。

宗
教
的
な
生
活
が
特
別
な
も
の

と

し
て

分
別
さ
れ、

そ
し
て

世

俗
的
な
生

活
に

個
人

的
に

も

公
共

的
に

も
関
わ
っ

て

く
る
ド

イ
ツ

の

事
情
に

対
し

て
、

日
本
に

お
け
る
そ
れ
が

異
な
る

こ

と
を
指
摘
す
る
も
の

で

あ
ろ

う
。

宗
教
が
公
共
と
一

体
に

問
わ
れ
る

こ

と

に
は
一

方
で

難
し
い

問
題
も

孕
ま

れ

て

く
る

。

ス

イ
ス

や

ド
イ
ツ

で

の

モ

ス

ク
建
設
は

大
き
な
論

争
を
巻
き

起
こ

し、

イ
ス

ラ

ー

ム

の

公
立
校
に

お
け
る

宗
教
教
育
は
ノ

ル

ト
ラ

イ
ン

ーー

ヴ
ェ

ス

ト
フ

ァ

ー

レ

ン

州
で

開
始
さ
れ
た

ば

か
り
で

あ
る

。

　

宗
教
の

多
様
性
と

寛
容
性
に

関
し
て

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は
、

一

方
で

「

宗
教
と

信
仰
の

問
題
は

い

っ

そ
う
個
人
の

領
域
の

問
題
と

な
っ

て

き
て

い

る
」

（
ニ

ュ

ル

ン

ベ

ル

グ
）
、

「

個
人
宅
で

ヨ

ガ
や
テ

ゼ
の

集
会
」

（
ミ

ュ

ン

ス

タ
ー
）

な
ど
と
、

日

常
の

儀
礼
を
行
う
こ

と
で

人
生
に

新
た
な
意
味

合
い

を

求
め

る

傾
向
が

あ
る

こ

と
、

「

ク

リ

ス

マ

ス

キ

リ
ス

ト

教

乏
Φ

畔

蠧
o
げ

駐
6

ξ冖
ω

冨
耳
ロ

臼
」

で

年
に
一

度
だ

け
伝
統
を
確

認
す
る

傾
向
が

あ

る
こ

と

な
ど
を
指
摘
す
る

学
生
も
い

る
。

い

ず
れ
も
宗
教
す
な
わ
ち
一

つ

の

教
団、

そ
し
て

そ
の
一

つ

の

教
義
へ

の

信
仰
と
い

う
地
点
か
ら
は

距
離

を
お
い

た

動
き
が
あ
り

、

寛
容
や

対
立

の

主

体
で

あ
る

宗
教
そ
の

も
の

へ

の

求
め
ら
れ
方
に

変
化
が
あ
る

こ

と

を

指
摘
す
る

も
の

だ
ろ

う
。

他
方、

過
去
現
在
の

宗
教
対
立
（
教
団
対
立）

を
上

げ
る

学
生
は

多
い

。

そ
の

彼

ら
に、

日
本
の

宗
教
は

総
じ
て

寛
容
な
も
の

と

映
る

が
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る

神
学
や
教
団
レ

ベ

ル

で

問
わ

れ

る
宗
教
の

「

寛
容
性
」

を
標
準
と

し
て、

日
本
の

宗
教
の

寛

容
性
を

問
う
こ

と
に

は

注
意
深
い

検
討
が

必

要

で

あ
ろ

う
。

寺
院
の

役

割
と

日
本
人
の

宗

教
性

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
長
岡

　
岳
澄

　

本
研
究
の

目
的
は

、

第
九
回

宗

勢
基

本
調
査
の

結
果
か

ら、

寺
院
関
係

者
に

お
い

て

現
代
社
会
に

お

け
る

寺
院
の

役
割
が
ど
の

よ

う
に

捉
え
ら

れ

て

い

る

か
を
明
ら
か
に

し
、

ま
た

、

寺

院
の

役

割
と
日

本
人
の

宗
教
性
の

関
係
に

つ

い

て

考
察
し
て

い

く
こ

と

に

あ
る

。

　

宗
勢
基

本
調
査
と
は

、

浄
土
真

宗
本
願
寺
派
に

お
い

て

実
施
さ
れ
て

い

る
調
査
で

あ
り、

各
寺
院
の

現
状
や

寺
院
関
係
者
（
住
職
・

坊
守）

の

意

識
、

門
徒
の

意
識
に

つ

い

て
、

主
に

質
問
紙
法
を
用
い

て

調
査
さ
れ

て

お

り
、

本
願
寺
派
寺
院
の

実
態
を
把
握
す
る

た
め

の

基

礎
資
料
と
い

え
る

。

一

九
五
九

年
に

調
査
が

開
始
さ
れ
て

以
来、

約
五
年
ご

と
に

実
施
さ
れ
、

二

〇
〇
九

年
に

第
九
回
目
の

調
査
が
実
施
さ
れ
て

い

る
。

　

第
九
回
宗
勢
基

本
調
査
は、

本
願
寺

派
の
一

般
寺
院

及
び

教
会
す
べ

て

（

一

〇
二

八
〇

ヶ

寺）

を

調
査
対
象
と

し、

各
寺
院
に
調
査
票
（

寺
院
票
・

住
職

票
・

坊
守
票
・

門

徒
票
の

四

票
）

を

送
付
し

た

後、

回
収

し
て

い

る
。

回
収

率
は

五

九
・

六

％

（

六
一

二

六

ヶ

寺）

で
、

四
票

揃
っ

て

い

る

五

七
五

八

ヶ

寺
分
が
分

析
対

象
と

な
っ

て

い

る
。

な
お

、

住
職
は
、

平
均

年
齢
六
〇
・
三

歳、

男
性
九

六・
五

％
、

女

性
三
・
五

％
、

坊

守
は
、

平

均

年
齢
五

九
・
四

歳、

男
性
○
・
四

％
、

女
性
九

九
⊥
ハ

％
、

門

徒
は

平
均

年

齢
七

丁
七
歳

、

男
性
九
〇
・
四

％
、

女
性
九

⊥
ハ

％
と
な
っ

て

い

る
。

　

本

研
究
に

お
い

て

は
、

こ

の

第
九
回

宗
勢
基
本

調

査
の

結
果
の

中
か

ら
、

本
研
究
の

目
的
に
関
連
す
る

と

考
え

ら
れ

る
項
目
に

つ

い

て

検
討
し

て

い

く
。

　
ま

ず
、

寺
院
の

住
職
自
身
が
「

住
職
の

仕
事
」

と

し
て

何
を
重

要
で

あ

る

と

思
っ

て

い

る

か

を
尋
ね
て

い

る

項
目
の

結
果
を

見
る

と
、

「

寺
院
の

136（858）
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法
要
・

儀

式
の

執
行
」

が
八

〇・
五

％

と

最
も
高
く、

次
い

で
「

教
え
を

伝

え
る
こ

と
」

五

五
・
四

％
、

「

在
家
で

の

法
要
・

儀
式
」

四
六
・

七

％
と

な

っ

て

い

る
。

こ

の

結
果
か
ら

は
、

各
寺
院
の

住

職
に

お
い

て

は
、

法
務
が

最
も
重
要
で

あ
る

と

考
え
ら

れ
て

い

る
こ

と
が

窺
え
る

。

ま

た
、

住
職
が

門
信
徒
か
ら
受

け
る
相
談
に

つ

い

て

尋
ね
て

い

る

項
目
の

結
果
を

見
て

み

る
と
、

「

葬
儀
・

お

墓
」

が

七
二
・
○

％
と

最
も

高
く、

次
い

で

「

法
要
・

年
回
」

六
一
・
五

％、
「

真
宗
作

法
」

四
三
・
六
％

と
な
っ

て

い

る
。

こ

の

結
果
か
ら
は

、

門
信
徒
が
最
も
関
心
が
あ
る

こ

と
も
仏
事
・

法
務
に

関
す

る
こ

と
で

あ
る

こ

と

が
窺
え

る
。

こ

れ
ら
の

結

果
か
ら、

現
代
に

お

け
る

寺
院
の

役

割
と

し
て

は
、

法
務
に
関
す
る

こ

と
が
最
も
重
要
な
こ

と
と

し

て

捉
え
ら
れ
て

い

る

こ

と

が

分
か
る

。

背
景
と
し
て

は、

亡

く
な
っ

た

人

へ

の

思
い

な
ど

が

あ
る

と

考
え
ら
れ
る
が、

寺

院
の

日

々

の

法
務
が

R
本

人
の

宗
教
性
の
一

端
を
担
っ

て

い

る

の

で

は
な
か
ろ

う
か

。

　

し
か

し
、

「

住
職
の

仕
事
」

と

し
て

「

教
え
を

伝
え
る

こ

と
」

が
二

番

目、

門
信
徒
か
ら
の

相
談
と

し
て

「

真
宗
の

教
え
」

が
五

番
目
に

高
く
な

っ

て
い

る
こ

と

か
ら
も、

仏
事
・

法
務
の

み

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

と

考

え
ら
れ
る

。

宗
門
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派）

に

期
待
す
る
こ

と
は

何
で

あ

る
か
を

尋
ね
て

い

る

項
目
の

結

果
で

は
、

「

人
々

の

苦
悩
に

こ

た
え
る

教

団
で

あ
っ

て

ほ
し

い
」

が
五
六
・
四
％
と

最
も
高
く、

次
い

で

「

現
代
に

対
応

す
る

教
学
を

確
立

し

た
教

団
で

あ
っ

て

ほ
し
い
」

四

〇
・
一

％

と

な

っ

て
お
り、

仏

事
・

法
務
に

関
す
る

「

法
要
・

儀
式
が
さ
か
ん
な
教
団
で

あ
っ

て

ほ
し
い
」

は
三
・
三

％、

「

葬
儀
・

法
事
を
重
視
す
る

教
団
で

あ
っ

て

ほ
し

い
」

は
二
・
五

％

と

低
く
な
っ

て

い

る
。

こ

の

結
果
か
ら

は
、

仏

事
・

法
務
は

重
視
さ
れ
ず、

現
代
社
会
の

問
題
に

対
応
す
る、

そ
の

為
の

教
え
を
確
立
し
て

い

く
こ

と

が
重
視
さ
れ

て

い

る
。

　

法
務
と

教
義
は

密
接
に

関
係

し
て

お

り
切
り

離
せ
る

も
の

で

は

な

い

が
、

寺
院
関
係
者
に

お

い

て
、

寺
院
の

役
割
と

し
て

は

法
務
を
行
っ

て

い

く
こ

と

が
第
一

で

あ
る

と

捉
え

ら
れ
て

い

る
が
、

一

方
で、

そ
れ
だ
け
で

は

充
分
と
は
い

え

ず、

現
代
社
会
の

問
題
に
対
応
す
る

教
え
が
期
待
さ
れ

る

と

い

う
葛
藤
が

現
状
と

し
て

あ
る

こ

と

が
窺
え
る

。

ビ
ハ

ー

ラ
活
動
と

日
本
人
の

宗
教
性

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

伊
東

　
秀

章

　

世

界
的
に
展
開
さ
れ

た

ホ
ス

ピ
ス

運
動
に

触
発
さ
れ
、

日

本
仏
教
は
ビ

ハ

ー
ラ

活
動
を
展
開
し
て

い

る
。

ビ

ハ

ー

ラ

活
動
で

は
、

生
死
の

問
題
に

つ

い

て

の

応
答
が
問
題
の
一

つ

と

し
て

取
り
上

げ
ら
れ
る

。

本
研

究
は、

ビ
ハ

ー

ラ

活
動
者
と

大
学
生
の

生
死
の

問
題
へ

の

応
答
を
ア

ン

ケ
ー

ト
か

ら
明
ら
か
に
す
る

。

両

者
の

相
違
を
明
ら
か
に
す
る

こ

と
に

よ
り

、

日

本

人
の

宗
教
性
を
明
ら
か
に

す
る

こ

と

を
目
的
と

す
る

。

　

対
象
は

、

浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の

ビ

ハ

ー
ラ

活
動
者
養
成

研
修

会
の

参

加
者
三

九
名
と、

大
学
生
一
一

九
名
で

あ
る

。

本
研
究
の

デ

ー

タ
は

、

養

成
研
修
会
の

研
修
の
一

部
と
し
て

行
っ

た
も
の

と
、

大
学
の

講

義
時
に

ア

ン

ケ
ー

ト
調
査
し
た
も
の

で

あ
る

。

ま
た、

大

学
生
の

う
ち

宗
教

関
係
者

は

除
い

た
。

　

設
問
は

、

余
命
三

ヶ

月
と

告
げ
ら
れ
た
ガ

ン

患
者
か
ら
問
わ
れ
た
状

況

を

設
定
し
て

問
わ

れ
た

。

今
回
分
析
し

た

の

は
、

「

先
生

、

死
ん

だ
ら

私

は
ど

う
な
る

の

で

す
か、

私
不
安
な
の

で

す
（
教
え
て

く
だ
さ
い

。

）
」

と

い

う
問
い

に

対
す
る

応

答
で

あ
る

。

こ

の

問
い

に

自
由

記
述

式
で

回
答
を

求
め
た

。

　

結
果、

ビ

ハ

ー

ラ

活
動

者
の

回
答
で

固
有
の

も
の

は
、

「

浄
土

真

宗
的

（859）137
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