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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
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上

げ
を

重
視
す
る

た

め
、

社
員
は

社
内
に
商
店
を

構
え
て

い

る

よ

う
な
も

の

で

あ
る

。

杜
員
た

ち
は

会
社
の

構
成
員
と
い

う
意
識
は

な
い

。

個
の

社

会
は

家
も
地

域
も

職

場
も、

個
と

個
が

排
他
的
な

状
態
で

同

居
し
て

い

る
。

集
の

社
会
も
排
他
的
で

あ
っ

た

が
、

集
団
対
集
団
の

関
係
で
、

個
人

は

集
団
に

守
ら
れ

て

い

た
。

し
か

し
個
人
対
個
人
は

守
っ

て

く
れ
る

人
が

い

な
い

の

で
、

不
安
や
孤
独
に

陥
る

人

も
い

る
。

　

教
団
は

個
の

社
会
の

中
に

あ
る

が、

末
端
の

信
者
ま
で

見
放
す
こ

と

の

な

い

確
か

な
精
神
共
同
体
で

あ
る

。

信
者
た

ち
は

心
が

安
定
し
て

い

る

か

ら

こ

そ、

他
人
に

対
し
て

も
優
し
く
な
れ

、

積
極
的
に

福
祉
事
業
に
も
参

加
で

き
る

。

教
団
の

中
に
「

集
の

社
会
」

の

理
想
が
あ
る

よ

う
に
思
わ

れ

る
。

　
こ

こ

で

個
の

社
会
を
い

き
な
り
集
の

社
会
や
教
団
に

す
る
こ

と
は

不
可

能
で

あ
る

。

個
の

社
会
の

ま
ま
で
、

失
っ

て

し
ま
っ

た

共
生
の

精
神
を
蘇

ら

せ

な
く
て

は
な

ら

な
い

。

日

本
人
は

日

常
の

な
か
で

「

お

か
げ
さ

ま

で
」

「

あ
り
が
と

う
」

「

い

た
だ

き
ま
す
」

「

ご

ち
そ

う
さ
ま
」

「

い

ら
っ

し

ゃ

い

ま
せ
」

「

お

た

が
い

さ

ま
で
」

と
い

う
言

葉
を
よ

く

使
う

。

こ

れ
ら

の

言
葉
は

先
祖
へ

の

感
謝
や

来
訪
神
の

接
待
や
他
人
を
い

た
わ

る
共
生
の

言
葉
で

あ
る

。

「

共
生
の

精
神
」

は

古
く
か
ら

あ
っ

た

精
神
で
、

現
在

、

高
齢
者、

ホ

ー

ム

レ

ス
、

保
護
者
の

い

な
い

子
供、

自
殺
志
願
者

、

犯
罪

者
ら
を、

家
族
に

代
わ
っ

て

社
会
が
支
援
す
る
方
向
に

変
わ
っ

て

い

る
。

支
援
者
と

し
て

公
の

機
関、

NPO

法
人、

宗
教
者
団

体
、

民
間
の

ボ
ラ

ン

テ
ィ

ァ
、

便
利
屋
な
ど

が
活
動
し
て

い

る
が

、

問
題
も
起
き
て

い

る
。

支
援
者
自
身
が
生
き
る

意

義
を
知
ら
な
く
て

は
、

他
人
に

対
し
て

も
無
責

任
と

な
る

。

人
生
の

意
義
は
例
え
ば
仏
教
を

学
ぶ

こ

と

に

よ
っ

て

理

解
で

き、

他
人
も
大
事
な
人
生
を
生
き
て

い

る
こ

と
が
わ
か
る

。

そ
し
て

困
窮

者
が
い

れ

ば
、

自
然
に

手
を

差
し

伸
べ

る

こ

と
が

で

き
る

。

現
代
は

物
に

恵
ま

れ
自

由
に

行
動
が

で

き
る
が、
「

幸
福
度
」

は、

世
界
で

九
十

番
目

と
い

う
。

物
と

自

由
だ

け
で

は
、

幸
せ

に

な
れ

な
い

こ

と

を

表
し
て

い

る
。

や
は

り
人
と
人
の

繋
が

り
が

大
事
で
、

「

集
の

社
会
」

や

「

教
団
」

か

ら

学
ぶ

べ

き
も
の

が
あ
る

よ

う
で

あ
る

。

現
代
都
市
生
活
に
お
け
る

共
存
と

神
社
の

関
わ

り

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

黒
崎

　
浩
行

　
近

年、

少
子
高
齢
化
や
低
迷
す
る

経
済
状
況
な
ど

を
背
景
に、

NHK

の

「

無
縁
社
会
」

報
道
キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

に
み

ら

れ

る

よ
う
に、

孤
独
に

生

き
、

死
に

ゆ
く
人
び
と
に

対
し
ど

の

よ

う
に
手
を
さ
し
の

べ

ら
れ
る
の

か

が

問
わ

れ、

様
々

な

取
り
組
み
が

注
目
さ
れ
る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

。

ま

た
、

東
日
本

大
震
災
を
経
た

今、

あ
ら

た

め

て

「

絆
」

に

関
心
が
向
け
ら

れ
て

い

る
。

　
一

方、

現
代
の

都

市
は

自
立
し
た
シ

ン

グ
ル

ラ

イ
フ

を

快
適
に

営
め

る

よ

う
な
イ
ン

フ

ラ

と
サ

ー

ビ

ス

を

提
供
し
て
き
た

。

ま
た、

都

市
に
お
い

て

は

社
会

学
者
ゴ

ッ

フ

マ

ン

の

唱
え
る

「

儀
礼
的

無
関
心
」

の

よ
う
な
ふ

る
ま
い

が

当
然
と
さ
れ

て

き
た

。

し
か
し、

現
代
日

本
の

都
市
で

は
見

知

ら
ぬ

者
へ

の

関
心
が

あ
ま

り
に

希
薄
で

あ
り、

そ
れ

は
知
っ

て

い

る
者
ど

う
し

の

過
度
に

濃
密
な
関

係
と

表
裏
の

関

係
に

あ
る
、

と

広
井

良
典
が

指
摘
し
て

い

る
（
『

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

を

問
い

な
お

す
』

）

。

そ
し

て、

外
部

（

病
・

障
害

、

自
然、

彼
岸

、

新
し
い

知
識
）

に

開
か
れ
た
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

を

都
市
に

創
出
す
る

こ

と

を
提
唱
し
て

い

る
。

そ
の

さ
い

に

広
井
が

注

目
し
て

い

る

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

拠

点
の

ひ
と
つ

が

神
社
で

あ
る

．

　

神
社
を
め

ぐ
る

社
会
集
団
を
ふ

り
か
え
る
と

、

ま

ず
、

神
社
を

共
同
で
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