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に
、

一

方
で

公
認
五

（
現
在
六
）

宗
教
が

定
め

ら

れ

「

宗
教
」

概
念
の

外

延
は

国
家
に

よ

っ

て

管
理
さ
れ

る

こ

と
に

な
っ

た
。

と

り
わ

け
反
共
産
主

義
を

旗
印
に

成
立

し
た

ス

ハ

ル

ト

体
制
下
に

お
け
る

「

無
宗
教
11

共
産
主

義
者
」

と
い

う
言
説
の

登

場
は、

「

宗
教
」

概
念
に

不
可
疑
の

権

威
を

与

え
る

結
果
と

な
っ

た
。

　

本
発
表
で

と
り
あ
げ
る

の

は
、

西
ス

マ

ト
ラ
の

事
例
で

あ
る

。

西
ス

マ

ト
ラ

に

数
多
く
暮
ら
す
ミ

ナ
ン

カ

バ

ウ
人
は
、

母
系
社
会
と

し
て

よ
く
知

ら

れ
て

い

る

が、

イ
ン

ド
ネ
シ

ア

の

中
で

も
と

り
わ

け
熱
心
な
ム

ス

リ
ム

と

し
て

知
ら
れ
て

い

る
人
々

で

あ
る

。

一

九

世
紀
前
半
に

は
、

メ

ッ

カ

に

留
学
し
て

ワ
ッ

ハ

ー

ブ

派
の

影
響
を

う
け
た

ミ

ナ
ン

カ

バ

ウ
人
に

よ
っ

て

イ

ス

ラ

ー

ム

改
革
運
動
が
こ

の

地
に

起
こ

り、

慣
習

法
を
重
要
視
す
る

グ

ル

ー

プ

と

の

間
で

パ

ド
リ

戦

争
が

勃
発
し
て

い

る
。

　
二

〇

〇
九
年
九

月
三

〇
日、

西
ス

マ

ト
ラ

沖
で

発
生
し
た

地
震
で

は
、

州
都
パ

ダ
ン

で

は

多
数
の

建
造
物
が

倒
壊
し
大
き
な
被
害
が
出
た

。

し
か

し
最
も
大
き
な
被

害
が
出
た
の

は
、

西
ス

マ

ト
ラ

州
の

タ
ン

デ
ィ

ケ
県
に

あ
る

山
間
の

三
つ

の

村
で

あ
っ

た
。

こ

れ
ら
の

村
で

は

大
規
模
な
が
け
崩

れ
が
起
こ

り、

数

百
名
が
生
き
埋

め

に
な
っ

て

し
ま
っ

た
の

で

あ
る

。

こ

れ
ら

の

被
害

者
の

捜
索
が

難
航
す
る

中、

西
ス

マ

ト
ラ

州
政
府
は

間
も
な

く
捜

索
の

打
ち
切

り
を

考
え

始
め
、

そ
れ
を
正

当
化

す
る

た

め
に

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

ウ

ラ

マ

ー

評
議

会
（
MUI

）

に
「

フ

ァ

ト
ワ
」

の

諮
問
を
お
こ

な
っ

た
。

そ
れ
に

答
え
る

形
で

MUI

は
、

捜

索
の

打
ち
切
り
と
、

村
を

そ
の

ま
ま

集
団
埋

葬
地
と
し
て

も
構
わ
な
い

と
の

「

フ

ァ

ト
ワ
」

を
出
し

た
。

と
こ

ろ

が
こ

の

「

フ

ァ

ト
ワ

」

に

対
し

、

地
元

住
民
は

あ
く
ま
で

身

内
の

捜
索
継
続
を
も
と
め

て

反
発
し
た

。

さ
ら
に
パ

リ

ア

マ

ン

県
政
府
も

住
民
た

ち
に

同
調
し
て

、

「

フ

ァ

ト
ワ
」

に
従
わ

ず
に

捜
索
を

継
続
す
る

こ

と

を
主
張
し
た

。

パ

リ
ア

マ

ン

県
知
事
は

テ

レ

ビ

番
組
で

MUI

の

西

ス

マ

ト
ラ

支
部
長
と

討
論
し

「

フ

ァ

ト
ワ
」

は

宗
教
と
し
て

は

正

論
だ
が
、

住
民
の

感
情
や

慣
習
法
に

も
配
慮
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

と

述
べ

た
。

特

に

彼
が
強
調
し
た
の

は
、

埋

葬
に
関
し

て

母
系
社
会
の

ミ

ナ

ン

カ
バ

ウ

で

は

男
性
の

死
者
は

出
身
村
に

帰
っ

て

埋

葬
す
る
必
要
が
あ
る

と

い

う
点
で

あ
っ

た
。

震
災
に
よ

っ

て

日
常
的
な
葬
送
シ

ス

テ

ム

が

機
能
し
な

く
な
る

中、

普
段
は

意
識
さ
れ
な
い

「

民
俗
」

と

「

宗
教
」

の

「

ず
れ
」

が
表
面

化
し
た

も
の

と

い

え
る

。

ま
た

そ
の

後
の

ネ
ッ

ト
等
で

の

議

論
な
ど
を

見

て

も、

こ

の

出
来
事
を
き
っ

か

け
に、

従
来
疑
わ
れ
る
こ

と
の

な
か
っ

た

「

宗
教
」

概

念
に

再

帰
的
な

視
線
を

向
け
る

人
々

が

表
れ
つ

つ

あ
り、

イ

ン

ド
ネ
シ

ア

社
会
に

お
け
る

「

宗
教
」

概
念
は
震
災
を

機
に

大
き
な
変
化

に

直
面
し
つ

つ

あ
る

と

い

え
る

。

霊
場
の

意
味
付
と
顕
在
化
す
る

「

違
和
感
」

　

　
　

災
害
後
の

熊
野
を
事

例
に

−

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

天
田

　
顕
徳

　
二

〇

＝

年
。

そ
れ
は

災
害
の

年
と

呼
べ

る

か
も
し
れ

な
い

。

多
く
の

犠
牲
者
を
出
し

た
三

月
十
］

日
か
ら
半
年
ほ

ど
の

九
月

初
旬、

紀
伊
半

島

は

豪
雨
に

襲
わ

れ
て

い

た
。

台
風
十
二

号
に

よ
る
「

紀

伊
半

島
豪
雨
」

で

あ
る

。

こ

の

記
録
的
な
豪
雨
は
、

紀
伊
半

島
に

深
い

爪

痕
を

残
し、

様
々

な
も
の

を

暴
力
的
に

奪
い

去
っ

た
。

多
く
の

命
や

日

常
生
活、

家
屋、

財

産

　
　、

そ

う
し
た

傷
つ

け
ら

れ、

場
合
に

よ
っ

て

は

失
わ
れ
た

数
多
く

の

も
の

の
】

つ

に
、

長
い

信
仰
の

歴
史
を

持
つ

熊

野
の

社
寺
や

宗
教
的
な

風

景
が

あ
る

。

本

報
告
で

は
、

ま
ず
 
紀

伊
半
島
豪
雨
に

よ

り
被
災
し
た

日

本
の

代
表
的
な
霊
場
熊
野
の

被
災
状
況
を
概

観
し

、

 
宗

教
者
と

地
元

394（1116）
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観
光
ガ

イ
ド
の

会
メ

ン

バ

ー

を
中
心
と

す
る

地
元
住
民
か
ら
の

台
風
被
害

に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
の
一

端
を
報
告
し

た

後、

 
調
査
結
果
に

基
づ

き、

事
例
へ

の

考
察
を

加
え
る

。

以
上

 
〜

 
の

作
業
を
通
じ、

台
風
を

通
し
て

明
ら
か
に

な
っ

た

現
在
の

霊
場
熊
野
が
抱
え
る

特
徴
や

ジ
レ

ン

マ

に
光
を
当
て

て

い

く
こ

と
が

本
報
告
の

目
的
で

あ
る

。

　

昨
年
日

本
を

襲
っ

た

台
風
十
二

号
に

何
よ

り
も
特
徴
的
だ
っ

た
の

は、

周

囲
に

凄
ま
じ
い

豪
雨
を

も
た

ら

し
た

点
で

あ
る

。

「

紀
伊
半

島
豪
雨
」

と

名
付

け
ら
れ
た

耒
曾
有
の

豪
雨
は

、

熊
野
の

社
殿
堂

塔
に

深
刻
な
被
害

を

与
え
て

い

る
。

と

り
わ

け
被

害
の

大
き
か
っ

た
熊
野
那
智

大
社
で

は、

本
殿
第
五

殿
が

裏
山
の

土

砂
崩
れ

に

巻
き
込
ま
れ
一

部
が
埋

没
し
た

。

ま

た、

那
智
の

滝
で

有
名
な

飛
瀧

神
社
で

は

拝

所
の
一

部
が

崩

落
。

そ
の

他、

一

部
浸

水
な
ど
の

細
か

な

事
例
を

挙
げ
れ
ば
際
限
の

な
い

程、

社
殿

や
堂
塔
に

関

す
る

多
く
の

被
災
状
況
が

現
在
ま
で

に

報
告
さ
れ

て

い

る
。

ま
た

、

今
回
の

台
風
が

霊
場
熊
野
に

与
え
た

イ
ン

パ

ク
ト
と
し

て

見
逃
せ

な
い

の

が
、

信
仰
の

対
象
と
な
っ

て

い

る

自

然
景
観
に

与
え
た

ダ
メ

ー

ジ

で

あ
る

。

熊

野
川
の

下
流
に

位
置
し

、

豊
か

な

緑
を
た
た
え
た

小
島
「

御

船

島
」

は
、

熊

野

大
神
が

初
め
に

降
り
立
っ

た

場

所
と
い

う
伝
承
を

持

ち、

地
域
の

人
々

か

ら

大
切
に

さ
れ

て

き
た

。

熊
野

速
玉

大
社
の

例
大
祭

の

舞
台
と
も

な
っ

て

い

る

こ

の

島
は

、

今
回
の

台
風
に

よ

り、

ほ

ぼ

全
て

の

木
々

が

流

さ
れ、

そ
の

姿
を

大
き
く
変
え
て

し

ま
っ

た
。

ま
た
、

那
智

の

滝
の

下
流
に

あ
り、

不
動
明
王

の

霊
験
譚
を
持
つ

小
さ
な

滝
も
上
部
の

崩
落
に

よ

り
そ
の

姿
を

消
し
て

い

る
。

　

現
在
の

熊
野
に
お
い

て、

先
に
紹
介
し
た

い

く
つ

か
の

社
殿
や
景
観
は

世

界
遺
産
と

し
て

登
録
・

管
理
さ
れ

て
い

る

が、

遺
産
登
録
に
際
し
行
っ

た
、

施
設
や

景
観
の

「

現
状
」

の

リ
ス

ト
ア

ッ

プ
は

、

本
来、

自
然
の

営

為
に

よ

り
そ

の

姿
を

変
え
る

こ

と

が
当
然
で

あ
っ

た

信
仰
対
象
の

柔
軟
性

を

損
な

う
行
為
で

あ
っ

た

と

も
分
析
で

き
る
。

世
界
遺
産
化
が

熊
野
に
多

く
の

人
を

呼
ん

だ
一

方
で
、

台
風
に
よ

り
熊
野
が
「

壊
れ

て

し
ま
っ

た
」

と
い

っ

た

感
情
を
惹
起
し
て

し
ま
う
世
界
遺
産
化
登
録
の

功
罪
と

ど

う
付

き
合
う
か

も
台
風
で

明
ら
か

に
な
っ

た

現
地
の

課
題
と

い

え
る

だ

ろ

う
。

　

現
在
の

熊
野
は

「

熊
野
詣
」

や

「

西
国
巡
礼
一

番
札
所
」

と
い

う
キ
ー

ワ

ー

ド

に
象
徴
さ
れ

る
、

「

霊

場
」

と
し
て

の

顔
の

他
に
、

世

界
遺

産
と

し
て

の

顔
や、

観
光
地
と

し
て

の

顔
を
持
っ

て

い

る

こ

と

は

議
論
を

待
た

な
い

。

今
回
の

台
風
は

、

複
数
の

顔
を
持
つ

熊
野
に

お
い

て
、

数
あ
る

場

所
の

意

味
付
け
の

上
で

バ

ラ

ン

ス

を
取
り
な
が
ら
活
動
し
て

き
た、

地
元

の

宗
教
者
や
ガ

イ

ド
の

会
メ

ン

バ

ー

に

も
衝
撃
を

与
え
た

。

「

宗
教
」

が

熊
野
に

お

け
る
重
要
な

観
光
資
源
と
な
る

中
で

、

両
者
は

そ
れ
ぞ
れ
の

立

場
に

お
い

て、

熊
野

信
仰
や

社

寺
の

歴

史
・

伝
統
を
語
っ

て

き
た
が

、

台

風
の

イ
ン

パ

ク

ト
を

経
て

両
者
は

「

信

仰
」

を

観
光
資
源
と
す
る

こ

と
に

対

す
る
一

種
罪

悪
感
に

も
似
た

「

違

和
感
」

を

表
明
し

て

い

る
。

宗

教
の

商

品
化
に

対
す
る

こ

う
し
た
違

和
感
は
、

西

欧
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
的
な

、

「

宗
教
的
信
念
」

に
基
づ

く、
「

プ
ロ

テ

ス

ト
」

と
い

う
よ

り
も

、

遥
か

に

曖
昧
な
一

種
の

「

情
緒
」

や

「

情
念
」

と
も

呼
べ

る

も
の

で

あ
ろ

う。

今

回
の

台
風
は

、

柳
川
啓
一

が

「

信
仰
な

き
宗
教
」

と

呼
ん

だ
日

本
人
の

宗

教
性
を

発
火
さ

せ

た

と

も
い

え
る

だ
ろ

う
。

と

も
あ
れ
、

被
災
後
問
の

な

い

熊
野
が

、

「

霊
場
」

と

「

観

光
地
」

の

狭

間
で

今
後
ど
の

よ

う
に

ハ

ン

ド

ル

を

切
っ

て

い

く
の

か
。

熊
野
は

刮
目
す
べ

き
状
況
に

あ
る

。
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