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祀
る

氏
子
が

存

在
す
る

。

多
く
の

神
社
は

、

近
代
に

お

い

て

国

家
的
な

政

策
と
し

て

展
開
さ
れ
た

神
社
制
度
に

大
き
な

影
響
を

受
け
つ

つ

も
、

地

域

住

民
に

よ
る

共
同

奉
斎
の

性
格
を
も
ち
つ

づ

け
て

き
た
（
櫻
井

治
男
『

地

域

神
社
の

宗
教

学
』

）
。

都

市
に

お
い

て

は
、

明
治
二

二

年
の

地

方
自
治
制

度

確
立
と
並
行
し
て

形
成
さ

れ

て

い

っ

た
町

内
会
（

町
会）

と
い

う
住
民

の

相
互

扶
助
組

織
が
こ

れ
に

重
な
る

。

第
二

次
世

界
大
戦

後
、

GHQ

の

解

散
命
令
を
受

け
る
が

、

そ
の

後

復
活
し

、

加
入

率
を
低
下

さ
せ
つ

つ

も

現

在
に

至
っ

て

い

る
。

町

内
会
に

お

い

て

神
社
祭
礼
へ

の

参
加
は
重

要
な

位

置
を

占
め

て

い

る
。

　
ま
た

、

都
市

祭
礼
に

は

見
物
人
と
い

う
群

衆
が

存
在
す
る

。

さ
ら
に

、

選

択
縁
に

よ
る

ボ
ラ

ン

タ
リ

ー
・

ア

ソ

シ
エ

ー

シ
ョ

ン

と

し
て

の

祭
礼
参

加
も

見
ら
れ

、

こ

う
し
た

新
し

い

集
団
に

お

け
る

正
統
的
な
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

獲
得
を
め

ぐ
る

せ
め

ぎ

あ
い

が

指
摘
さ
れ
て

い

る

（
中
野

紀
和

『

小
倉
祗
園
太
鼓
の

都
市
人
類
学
的
研
究
』

、

和
崎

春
日

『
大
文
字
の

都
市

人

類
学
的

研
究
』

）

。

　

神
社
を
拠
点
と
す
る

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

づ

く
り
の

媒
介
と

な
る

社
会
集
団

と

し

て、

広
井
は
子
育
て

支
援
グ
ル

ー

プ
や

環
境
NPO

と

い

っ

た
、

課

題
・

ニ

ー

ズ

が
明
確
な
新
し

い

活
動
主

体
を

挙
げ
て

い

る
。

そ
れ
は
、

従

来
の

神
社
を
め

ぐ
る
社
会
集
団
が
ど
ち
ら
か
と

い

え
ば

「

結
束
型
」

社
会

関

係
資
本
で

あ
っ

た
の

に

対
し
、

「

橋
渡
し
型
」

社

会
関
係
資
本
の

形
成

を

促
す
も
の

と

言
え
る

。

　

東
京
都
曲

豆

島
区
大
塚
地
区
で

平
成
一

九
年
に

住
民
有
志
に

よ

り
始
ま
っ

た

「

大
塚
ま
ち
の

灯

り
」

運

動
は

、

「

世

界
で
一

番

安
全
で

い

ち
ば
ん

や

さ
し
い

ま
ち
大
塚
」

の

実
現
を
め

ざ
し、

八
月
か
ら
十
月
ま

で

の

二

ヶ

月

間、

各
戸
の

軒
先
や
ベ

ラ

ン

ダ
に
、

白
地
に
思
い

思
い

の

絵
や

字
を

書
い

た

提
灯
を

吊
る

そ
う
と
い

う
も
の

で

あ
る

。

提
灯
の

火
は

LED

ラ

イ
ト

だ

が
、

火

起
こ

し

の

儀
式
を
八

月
下
旬、

南
大
塚
に

鎮
座
し、

巣
鴨
・

大

塚
地

区
を

氏
子
区
域
と
し

、

七

百
年
の

歴
史
を
も
つ

天
祖
神
社
で

行
う
こ

と

と
し

た
。

こ

の

試
み
は

、

単
身
世
帯
の

増
加、

年
少
人

口
の

減
少、

老

年
人
口

の

増
加
や

商
業
地
と
し

て

の

魅

力
の

低
下

と
い

う
状
況
に
対
し
て

曲
豆

島
区
が

平
成
一

七

年
に

策
定
し
た

中
心
市
街
地

活
性
化
計
画
の

趣
旨
と

も
共
鳴
す
る

と
こ

ろ

が

大
き
い

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

し
か

し、

住
民
有
志

が

「

ま
ち
の

灯

り
」

の

助
成
・

協
力
を

申
し
入
れ

た
と
こ

ろ
、

区
の

側
は

こ

れ

を
宗
教
イ
ベ

ン

ト
と
み

な
し
て

断
っ

た
と
い

う
。

「

う
す
ぶ

な
の

カ

ミ
」

と
し
て

、

住
民
の

共
感
を
支
え

、

媒
介
す
る

拠

点
を

神
社
に
求
め

た

住
民
有
志
と

、

行
政
と

の

ギ
ャ

ッ

プ
が

あ
ら
わ
れ
る

こ

と
に

な
っ

た
。

　
こ

の

事
例
は、

新
し
い

活

動
主

体
に

よ

り
、

都
市
に

お

け
る

共
存
と
い

う
課
題
を

解
決
す
る
た

め
の

拠
点
に

ふ

さ
わ
し

い

存
在
と
し

て

神
社
が

認

識
さ
れ

て

い

る

こ

と

を
あ
ら
わ
す
と

同
時
に

、

神
社
の

宗

教
性
が

今
日

の

社
会
で

公

共
的
な
課
題
と
い

か
に

つ

な
が

り
う
る

か
と
い

う
問
い

を

投
げ

か

け
て

い

る
。

知
的

障
害

者
の

グ
ル

ー

プ
ホ
ー

ム

〈

ラ

ル

シ
ュ
〉

を

支
え
る

倫
理
と

実
践

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

寺
戸
　
淳
子

　
一

九
六
四

年
に

フ

ラ

ン

ス

に

生
ま
れ
た
〈

ラ

ル

シ

ュ

〉

共
同

体
は

、

カ

ナ

ダ
人、

ジ

ャ

ン

・

ヴ
ァ

ニ

エ

が
、

ド
ミ
ニ

コ

会
士
ト
マ

・

ブ

イ

リ

ッ

プ

神
父
の

霊
的
指
導
の

下
に
創
設
し
た

、

知
的
ハ

ン

デ
ィ

キ
ャ

ッ

プ
を
持
つ

人
々

と

ア

シ

ス

タ

ン

ト

が
共
に

暮
ら
す
グ

ル

ー

プ
ホ

ー

ム

で

あ
る

。

カ

ト

リ

ッ

ク

信
者
の

問
で

は
、

「

現
在、

若
者
を

惹
き
つ

け
る

こ

と
が
で

き
る

の

は、
〈
テ

ゼ
〉

共
同

体
と

、

〈

マ

ザ
ー
・

ハ

ウ

ス
〉

（
マ

ザ
ー
・

テ

レ

サ
が
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創
設
し

た

奉
仕
会）

と
、

〈

ラ

ル

シ
ュ

〉

共
同
体
だ

け
だ
」

と

言
わ

れ

る

こ

と

も
あ
り、

現
代
社
会
に

お
い

て

カ

ト

リ
ッ

ク
教
会
世
界
の

存
在
感
を

示

す
代
表
的
な
共
同
体
と

な
っ

て

い

る
。

本
発

表
で

は
、

こ

の

く
ラ

ル

シ
ュ

V

共
同
体
の

創
設
理
念、

国
際
的
展
開
と

組
織
見
直
し
の

歴

史
を
た

ど

り
な

が

ら
、

現
代
社
会
に
お
い

て

ど

の

よ

う
な
「

関
係
」

が

求
め

ら

れ、

そ
の

「

関

係
」

と

「

家
庭
」

と
「

市

場
経
済
」

の

関
係
は

ど
の

よ

う
な
も
の

で

あ

り
、

そ
こ

に

「

宗
教
」

は

ど

の

よ

う
に

関
わ

る

の

か
、

を
考
察
す
る

。

　
〈

ラ

ル

シ

ュ

V

は

「

信
仰
共

同
体
」

と

し
て

自
己
規

定
し
て

い

る
。

そ

の

霊

性
の

中
心
は

「

貧
し
さ

」

に

あ
る

。

貧
し
さ

（

弱
さ
・

傷
つ

き
や
す

さ
・

他
者
へ

の

全
幅
の

信
頼
・

依
存
）

こ

そ、

人
を

神
と
の

深
い

関
係
に

導
い

て

く
れ

る
も
の

で

あ
る

と

し、

「

最
も

貧
し
い

者
」

の

う
ち
に

キ

リ

ス

ト

の

存
在
を

認
め
、

そ
の

貧
し

さ

に

よ
っ

て

自
ら

の

貧
し
さ

に
目
を

開

か
れ

る

こ

と
に

よ

り、

よ

り
よ

く
神
（
キ

リ

ス

ト
）

と
の

関
係
を
生

き
る

こ

と
、

そ
し
て

そ
の

関
係
に
基
づ

き
、

他
者
と
の

深
い

関
係
を
生

き
る

こ

と

が
、

目
指
さ
れ
る

。

〈

ラ

ル

シ
ュ

〉

共
同
体
で

は
、

そ
の

関
係
の

場
は

「

家
庭
」

と
い

う
「

無
条
件
の

受
容
の

場
」

で

あ
る

と

考
え
ら
れ

、

そ

の

家

庭
の
一

員
と
な

る
「

契
約

巴
冨
目
o
 

（
結
婚）
」

宣
誓
の

式
が

、

一

九

七
八

年
か
ら

行
わ

れ
て

い

る
。

　

す
な
わ

ち
こ

の

共
同
体
の

目
的
は

、

困
難
な
状
況
に

あ
る

人

に

社
会
サ

ー

ビ

ス

を

提
供
す
る

こ

と

に
は

な
い

。

ジ
ャ

ン

・

ヴ
ァ

ニ

エ

は
一

九
九
七

年
に

パ

ウ

ロ

六
世

賞
受
賞
記
念
講

演
で

、

「

貧
し
い

人
々

は

私
た
ち
に

、

『

神
性
放
棄
』

［
力
の

放
棄凵

を
、

高
慢
と

所
有
を

捨
て

去
る

こ

と
を

教
え

て

く
れ

る
」

と

述
べ

て

い

る

が、
「

貧
し
さ
」

に
「

関

係
」

発
生
の

核
心

を
求
め
る

〈

ラ

ル

シ
ュ

〉

共
同
体
の

創
設
理
念
は
、

現
代
社
会
に
お

い

て

疑
わ

れ
る
こ

と
の

な
か

っ

た

経
済
的
豊
か

さ
の

価
値
に

異
を

唱
え
る

だ

け

で

な

く
、

経

済
活

動
を

支
え
る

ル

ー

ル

に

も
挑

戦
し

て

い

る
。

新
た

な

〈

ラ

ル

シ
ュ

〉

共
同
体
が
フ

ラ

ン

ス

国
内
だ

け
で

な
く

国
外
に

も
次
々

に

創
設
さ
れ、

国
際
的
な

広
が
り
を

持
つ

よ

う
に

な
る

以
前
か
ら
、

〈
ラ

ル

シ
ュ

V

が

掲
げ
る

「

無
償
で

共
に

暮
ら

す
」

と
い

う
理
想
と

、

行
政
が
指

導
す
る

適
正
な

労
働
環
境
・

報
酬
と

の

兼
ね
合
い

が
、

問
題
に

な
っ

て

き

た
。

近
年
で

は

そ
の

問
題
は
、

〈

ラ

ル

シ

ュ

〉

共
同

体
の

内
部
で

、

「

家
庭

の

ア

シ

ス

タ

ン

ト
」

と

「

仕
事
の

ア
シ

ス

タ

ン

ト
」

の

立

場
の

違
い

と
い

う
形
で

現
れ

て

い

る
。

適
正

な

労
働

条
件
と
い

う
発
想
が

適
用

可
能

な

「

仕
事
の

ア

シ

ス

タ

ン

ト
」

に

対
し、

「

そ
こ

に

共
に

居
て

相
手
を

気
遣

う
」

存
在
で

あ
る

「

家
庭
の

ア

シ

ス

タ

ン

ト
」

は
、

い

わ
ば

「

主
婦
」

の

よ

う
な
立

場
で
、

そ
の

存
在
の

仕
方
に
対
し

、

「

労
働
条

件
」

と
い

う
発

想
が

そ
ぐ
わ

な

い

の

で

あ
る

。

　
こ

こ

で

あ
か

ら

さ
ま
に

さ

れ

て

い

る

の

は
、

通
常
は

隠

蔽
さ

れ
て

い

る

「

『

（
共
に
）

居
る

」

と
い

う
こ

と
に

対
す
る

適
正
な
経

済
的

評
価
」

と
い

う
「

（
潜
在
的）

視

座
・

態
度
」

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
態

度
は
一

般
に

「

不
適
切
」

な

も
の

と

感
じ

ら

れ
て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る

が、

そ
の

理

由
を

考
え

る
こ

と
は

、

現
代
社
会
に
お

い

て

求
め

ら

れ

て

い

る

「

関
係
」

と

「

家
庭
」

と

「

経
済
」

の

関
係
を
考
察
す
る

上

で
、

重

要
で

あ
る

と

考

え
ら
れ
る

。

こ

の

時、

「

『

（

共
に）

居
る
』

と
い

う
こ

と
に

対
す
る

適

正

な

評
価
」

が

「

経

済
的
」

な
も
の

で

あ
っ

て

は

な
ら

な
い

の

だ
と

す
れ

ば
、

そ
れ

は

「

何
的
」

な
も
の

で

あ
れ

ば
よ

い

の

か、

と
い

う
「

問
い
」

の

存
在
を

仮

定
し、

そ
の

問
い

に

対
す
る

答
と

し
て、

「

そ
れ
は

『

宗
教

的
』

な
も
の

で

あ
る
」

と

考
え
ら

れ
て

い

な
い

か
ど

う
か

を

問
う
こ

と

が

で

き
る

。

〈
ラ

ル

シ
ュ

〉

共

同
体
に

お

け
る

「

関
係
」

を
め
ぐ
る

言
説
は

、

そ
の

よ

う
な
「

評
価
」

に

関
連
し

て
い

る
と

考
え
ら
れ
る

。
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