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と
の

裏
返
し
で

も
あ
る

。

養
護
児
童
は
社

会
全
体
で

取
り
組
む
べ

き
問
題

で

あ
り、

天
理
教
と
い

う
特
殊
な

資
源
・

資
本
を
も
つ

者
が
抱
え
込
み
過

ぎ
る

と
い

う
の

は

望
ま

し

く
な
い

の

で

は

な

か
ろ

う
か

。

言
い

換
え
れ

ば
、

天

理
教
里

親
が

こ

れ

ま
で

ソ

ー

シ

ャ

ル

キ
ャ

ピ

タ

ル

と
し
て

た

し
か

に

機
能
し
な

が
ら

も
、

本
来
社
会
全
体
の

問
題
と

し
て

の

養
護
児
童
の

問

題
を

抱
え
込
ん

で

し

ま
う
と
い

う
と
こ

ろ

に、

そ
の

社
会
的
展
開
性
（

橋

渡
し

型
ソ

！

シ

ャ

ル

キ
ャ

ピ

タ

ル

耳
置
ゆq
診
臓

ω

o
彑

巴
op

営
富一

と

し
て

一

般
の

人

々

へ

開
か
れ
る

側
面）

で

の

弱
さ
が
あ
り

、

他
方

、

社
会
の

側

も
天

理

教
に

任
せ
て

し
ま

う
と
い

う
一

種
の

責
任
放
棄
に

つ

な
が

る

と
こ

ろ

が

あ
っ

た
よ

う
に

も
思
え
る
。

　
し

か
し

こ

こ

に

来
て

、

二

〇
〇

九

年
に

制
度
化
さ

れ

た
フ

ァ

ミ

リ

ー

ホ

ー
ム

事
業
（
小

規
模

住
居
型

児
童
養
育
事
業）

の

登
場
に

よ

り
、

図
ら

ず

も
こ

の

状
況
に

根
本
的
な
変
化
が

起
こ

り
つ

つ

あ
る

。

フ

ァ

ミ

リ

ー
ホ

ー

ム

事
業
は

「

生
活
し、

家

事
育
児
す
る

こ

と

自
体
が

仕

事
」

と
い

う
フ

ェ

ミ
ニ

ス

ト
経
済
学
的
に
見
て

画

期
的
な

側
面
を

有
し

、

里

親
活
動
の

社
会

的
展
開
を
促
す
契
機
と

な
り
得
る

か
ら
で

あ
る

。

「

道
の

台
」

と
天

理
教
の

女
性

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

堀
内
み
ど
り

　
天

理
教
に

お
い

て

「

道
の

台
」

と
い

え
ば

女
性
を

指
す
と

い

う
ほ
ど、

「

女
は

道
の

台
」

は

天
理

教
の

女
性

信
者
た
ち
の

信
仰
的
在
り

方
を

表
す

こ

と
ば
と
し

て

知
ら
れ

て

い

る
。

二

〇

＝
【

年
の

天

理
教
婦
人
会
総
会
に

お

い

て
、

真
柱
は

「

ぬ

く
み
・

つ

な

ぎ
の

徳
分
を

頂
戴

す
る
女

性
の

役

割
」

や

「

女
性
的
は

資
質

、

徳
分
と

い

う
意
味
で

は
、

…

…

い

ざ
な
み
の

み

こ

と
、

女
雛

型
・

苗
代
の

理
」

に

つ

い

て

言
及
し
、

「

育
て

る

こ

と
」

の

大
切
さ
を
強
調
し
た

。

そ
し
て
、

婦
人
会
創
立
の

き
っ

か
け
と
な
っ

た

「

お
さ

し
づ
」

は
、

「

男
女
の

違
い

に

つ

い

て

仰
せ
に

な
っ

て

い

る

と

い

う

よ

り
は

、

『

男
女
の

隔
て

無
い
』

（
明
治
三
一

二
二

・

二

六
）

『

男
女
の

区

別
は

無
い
』

（
同
）

な
ど
と
、

道
の

う
え
の

働
き
に

お
い

て、

男
に

劣
ら
ず

女
も
つ

と
め

励
む
よ

う
に
と

仰
せ

く
だ

さ
っ

て

い

る
」

と
し

、

ま
だ

ま
だ

女
性
の

地
位
は

低
か

っ

た

時

代
だ
っ

た

の

で
、

「

お

道
の

中
で

も
、

知
ら

ず
し

ら

ず
の

う
ち
に

そ
の

影
響
を

受
け、

婦
人
は

と

か
く
下
積
み
の

役
割

に

甘
ん

じ
て

、

表
立
っ

た

働
き
を
し

に

く
い

傾
向
が
あ
っ

た
よ

う
に

う
か

が

え
」

た
が

、

「

陽

気
ぐ
ら
し

へ

の

世
の

立
て

替
え
の

た

め
に

は
、

婦
人

の
、

男
に

劣
ら
ぬ

働
き
が

欠
か

せ

な
い
」

「

そ

の

よ
ふ

ぼ

く
と

し
て

の

心

構
え

、

働
き
が

あ
っ

て

こ

そ
、

女
性
と

し
て

の

特
質、

徳
分
が

十
分
に
生

か
さ
れ

る

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

」

と

説
い

て

い

る
。

さ
ら
に

「

男
女
の

別
は
な
い

と
い

う
の

は
、

道
の

台
と
い

う
言
葉
に

つ

い

て

も
い

え
る

こ

と

で

あ
り
ま

す
。

…

…

女
だ
か

ら

道
の

台
と
い

う
の

で

は

あ

り
ま
せ

ん
。

」

と

続
け
た

。

そ

し
て

道
の

台
と
い

う
の

は

「

元
来

、

男

女
に

か

か
わ
ら

ず
、

堅

固
な
信

仰
を

持
ち

、

ど
の

よ

う
な

艱
難
不
自
由
な
な
か
で

も
、

ど

う
で

も
こ

う
で

も
と

先
を

楽
し
ん
で

通

り
切
る

こ

と
、

ま
た

、

そ
の

人
を

意

味
し

て

い

る
」

「

そ
の

違
い

を

強
調
す
る
よ

り
も、

男
で

あ
れ
女
で

あ

れ
、

よ

う
ぼ

く
と
し
て

の

信

仰
を
深
め
る

、

実
践
す
る

こ

と
が

根
本
で
、

そ
の

働
き
の

う
え
に

婦
人
の

特
性、

徳

分
を
生
か

す
こ

と
だ
と

思
う
の

で

あ
り
ま
す

。

そ
の

際
に

も
、

男
女
が
お
互
い

の

特
性
を

尊
重
し

、

た

す
け

合
い

補
い

合
っ

て

こ

そ
、

そ
れ
ぞ
れ
の

徳
分
が

十

分
に

発
揮
さ
れ

る

と
い

う
こ

と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
」

と
諭
し
た
（
天
理

教
婦
人

会
第
九
四

回

総
会

　
真
柱
様
お

話
（

要
旨）

「

よ

ふ

ぼ

く
と

し
て

信
仰
を

深
め

実
践
す

る
こ

と
が
根
本
」

『

み

ち
の

と

も
』

二

〇
一

二

年
六
月
号∀

。

こ

こ

で

は
、

（1165）443

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第14部会『宗教研究』86巻 4 輯 （2013年）

講
話
直
後
に

寄
せ

ら
れ

た
「

男
も
台
な
ん

で

す
か
」

と
い

う
婦
人
会
員
の

問
い

を
き
っ

か

け
に

「

女
は

道
の

台
」

を

再
考
し
た
い

。

　
天

理

教
の

女
性

信
者
に

と
っ

て

「

女
は

道
の

台
」

と

言
わ

れ
て

き
た

が、

そ
れ
は

「

女
は

台
」

と
い

う
教
説
と
な
っ

て

定
着
し
た

。

端
緒
は

婦

人
会
が

創
設
さ
れ
、

女
性
講
師
に

よ
る

巡

回
講
演
会
が

開
催
さ

れ
る

よ

う

に

な
っ

た

時
、

永
尾
よ

し
ゑ

が

「

女
は

道
の

台
」

と
い

う
題
目
で

講
演
し

た
こ

と

に

あ
る
と

さ
れ

る
。

こ

れ

は、

中
山

た

ま
へ

初

代
婦
人

会
長
が

「

女
や

か

ら
と

い

つ

て

い

つ

迄

も
男
に
ぶ

ら

下
つ

て

居
る

や
う
で

は

な
ら

ん
。

良
人
の

光
に

よ

つ

て

光
つ

て

居
る

や
う
で

は

良
人
が

居
な
く
な
れ
ば

光
ら
ん

や
ら
う、

白
分
で

光
を
出
さ
ね
ば

な
ら
ん
」

と

諭
し
た

こ

と

が
ら

が
、

「

女
で

あ
っ

て

も
道
の

台
に

な

る
」

と
い

う
自
律
的

自
覚
と

し
て

表

現
さ

れ、

天
理
教
の

女
性
信
者
の

在
り
方
を
示
す
こ

と

ば

と
な
っ

た

と

考

え
ら

れ
る

。

「

道
の

台
」

は

「

お

さ

し
づ
」

の

言
葉
で

、

そ
の

意
味
す
る

と
こ

ろ
は

真
柱
の

講

話
に

も
あ
る

。

し
か
し
な
が
ら
、

時
を
経
る
と

「

女

は

台
」

と

言
い

慣
わ
さ
れ、

教
団
内
で

の

女
性
の

在
り
方
を
示
す
用
語
の

よ

う
に
な
っ

て

い

た
。

た
だ
し、

そ
の

内
容
は、

機
関
誌
で

紹
介
さ
れ
る

女
性
布
教
師
の

生
涯
を

擁
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
が、

一

方
で

は、

時
代
が

求
め

る

女
性
像
に

近
い

と
思
わ
れ

る
説
き
方
も
あ
っ

た
。

「

陰
の

力
」

「

内

助
の

功
」

と
い

う
女
性
を

評
価
す
る
言
葉
の

使
用
さ
れ

、

何
よ
り

「

台
」

が
女
性
の

特
質
や
特
性
と
と
も
に

語
ら
れ
て

き
た
こ

と
が
「

男
も
台
な
ん

で

す
か
」

と
い

う
素
朴
な

問
い

に

繋
が
っ

た
と
思
わ

れ
る

。

個
の

社
会
の

和
様
化

わ
が

国
は

明
治
以

後、

欧
米
文
化
を

導
入
し

、

　
　
　
　
川
上

　
光
代

ひ

た

す
ら
豊
か
さ
を

求

め

て

来
た

。

そ
の

結
果

、

戦
後
数
十
年
で
、

高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
る

こ

と
が

で

き
た

。

し

か

し
日

本
の

社

会
は

「

個
の

社
会
」

「

無
縁
社

会
」

と

な
っ

て

し
ま
っ

た
。

日

本
の

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、

古
墳
時
代
か
ら

中
国

や
朝
鮮
の

文
化
を

取
り
入
れ

て
き
た
が、

必

ず
わ

が

国
独
自
の

文
化
と
し

て

発

展
さ
せ

て

き
た

。

そ
の

後
で

新
た

な

宗
教
や

芸

術
が

生
ま

れ

て

い

る
。

「

個
の

社
会
」

も

和
様
化
し

な

く
て

は
、

良
き
未
来
は

訪
れ

な
い

で

あ
ろ

う
。

　

そ
こ

で

「

集
（
団
）

の

社
会
」

が
残
る

農
村

部
と

「

個
の

社
会
」

と

な
っ

た

都
市
部
の

民
俗
調
査
を
基
に
考
え
て

み

た
。

ま
ず
農
村
部
に
は

血

縁、

地
縁、

家
柄、

信
仰
な
ど

に
基
づ

く
大
小
の

集
団
が
あ
り、

一

人
の

人
が

複
数
の

集
団
に
加
入
し
て

い

る
。

内
、

地
縁

大
集
団
で

あ
る

「

村
」

は
、

頂

点
に

長
老

、

底

辺
部
に

若
者
が

位
置
す
る

年
齢
階

梯
制
の

社
会
で

あ

る
。

そ
の

社
会
は

霊
的
世
界
に

も
反
映
し

て

い

る
。

村
の

構
成

員
は
生

者

も
死
者
も
個
性
を

な
く
し、

そ
れ
ぞ
れ
の

世

界
の

集
合

体
に

な
っ

た
。

構

成
員
同
士
は
、

固
い

絆
で

結
ば
れ
て

い

た

が
、

イ
リ
ア

イ
ケ

ン

の

な
い

者

や
余
所
者
に

対
し
て

は

排
他

的
で

あ
っ

た
。

村
の

排
他
的
な

性
格
は
、

構

成
員
の

結
束
力
や

共
生
の

意

識
を

強
め
る

結
果
と
な
っ

て

い

る
。

村
は

ど

ん
な
に

貧
し
く
て

も、

人
と

人
の

繋
が

り
で

も
っ

て

い

た
。

　

次
に

都

市
周
辺
の

高
度
経
済
成

長
期
に

建
設
さ

れ
た
ニ

ュ

ー

タ

ウ

ン

で

は
、

現
在、

独
居
老
人
や

老

老
世

帯
が

多
い
。

例
え

働
き
盛

り
の

家
族
が

数
人
同

居
し
て

い

て

も
、

別
々

の

職
場
に

勤
め

て

い

る

た
め

、

家
族
間
は

バ

ラ

バ

ラ

で
、

個
と

個
が

同
居
し

て

い

る

感
じ
で

あ
る

。

団
地
に

は

自
治

会
が
あ

り、

相
互

扶

助
も

行
っ

て

い

る

が、

住
民
聞
の

繋
が

り
は

薄
い

。

家
も
地
域
も

、

「

共
同
の

作
業

場
」

で

な
く、

「

寝
食
の

場
」

と

な
っ

た
。

共
同
の

作
業
場
で

あ
る

職
場
は

と
い

う
と
、

特
に

営
業
会
社
の

場
合、

売

444（1166）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


