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序

論 現

代

日
本
人

の
日

常

生
活

を
覗
く

と

、
日

本

と
い

う

国
に

は
様
々

な
宗
教

が

混
在

し
て
い

る

こ
と
が

わ
か

る

。
十
二

月
二
十

四
日

頃
に

は
街

が
ク
リ

ス

マ
ス

の

イ
ル

ミ

ネ
ー

シ

ョ
ン
に
包
ま

れ

、
大

晦

日
の

夜
は
寺

で

除
夜

の

鐘
を

つ

き
、

年

始
に

は
神
社

へ
初
詣
。

葬

式
で
は

僧

侶
を

呼

び
、

宗

教
用

語

を
日

常
会
話

で
用
い

る
、
と

い

っ
た
具

合
で

あ

る
。

し
か
し

、
こ
れ

だ

け
宗

教
に
囲

ま
れ
た
生

活
を

送
り

な

が
ら

、
日
本

人

に
は

「
私
は
無

宗
教

だ

」
と

言
う
者
も

少
な

く

な
い

。 

私

は

、
龍

谷

大
学

で

学
ん

で

い
く
中

で

、
「
伝
道

」

と
い

う

言
葉

を

初
め

て
知
っ

た
。
「
ジ

ッ
セ

ン

ジ
ャ

ー

プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト

」

₁

と

い

う
ヒ

ー

ロ
ー

シ

ョ
ー

を

楽
し

み

な
が

ら
仏
教

に

ふ
れ

る

こ
と

が

で
き

る

取
り

組

み
や

、

街
中

で

道
行

く

人
の

愚
痴
を

聞
く
「
グ

チ

コ

レ
」

な

ど
、
浄

土
真

宗

の
伝

道

が
非

常
に
多

様
な
方

法
で
行
わ

れ
て

い

る
と

い

う
こ

と
に
関

心

を
持

っ

た
。

し
か
し

、

宗
教
に

囲
ま

れ
た

生

活
を

送

り
な

が

ら
も

、

無
宗

教
を
唱

え
る
傾

向
が
あ

る
日
本

人
の
宗

教

意
識

へ

の
疑

問

は
解

消

さ
れ

な
い
ま

ま
で
あ
っ

た

。 日

本

人
に

と

っ
て

の
宗
教

の
存
在

意

義
や

、
日
本

人

が
求
め

る
宗

教
の
す

が

た
を

明

ら
か

に
す
る

こ

と
が
、

今
日
の

伝
道
活

動
を

よ

り
活
性

化
さ
せ

る

う
え

で

必
要
で

あ
る
と

考
え

る
。
本

考

察
で

は

、
日

本

人
の

宗

教
意

識

が
成

立

し
た

背

景
の

確
認
や

、
宗
教
意

識

調

査
の

分

析
な

ど

を
通

し

て
、
現

代
日

本

人
に

必

要
と

さ

れ
る
宗

教
の

す

が
た

を

探
っ

て

い
く

。

そ
し

て
、
活

動
の
事

例
を
と
り

あ

げ

な
が

ら

、
こ

れ

か
ら

の

伝
道

活

動
を

よ

り
活

発
で
意

義
の
あ

る

も
の

に

す
る

た

め
の

課

題
や

留

意
点

を

考
察

し
て
い

く
。 

第

一

章
「

宗

教
と

は

」
で

は

、
日

本

に
お

い

て
宗

教

と
い

う

言
葉

が
用
い

ら

れ
る

に

至
っ

た
経
緯

や
、
言

葉

の
定
義

に
関
す

る
先

行

研

究
を

踏
ま
え

た

上
で

、

本
考

察
に
お
け

る
宗

教
と
い

う

言
葉

の

定
義

を
明
確

に

す
る

。
そ
し

て
、
現

代

日
本

に
お
い

て
宗
教
が
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果
た

し
て

い

る
役

割

を
大

き

く
三

つ

に
分

類
し
、

具

体
例

と

と
も

に
確
認

し

て
い

く

。
第

二

章
「

現

代
日

本
人
の

宗
教
意

識
」
で

は

、
宗
教

に

は
様

々

な
役

割

が
あ

る
中
で

、
現
代

日

本
人

は
宗
教

を

ど
の

よ

う
に

と

ら
え

て
い
る

の
か
を

見

て
い

く
。
考

察
の
際
に

は

、
宗
教

意

識
の

他

に
、

信

仰
の

有

無
や
人

間
関

係

観
な

ど

の
調

査

結
果
を
交
え

、

現
代

日

本
人

の

宗
教

意

識
の

実
態
を

把
握
し
、

伝

道

活
動
を
検
討

す

る
際

の

手
が

か

り
と

す

る
。
第

三
章

「

浄
土

真

宗
に

お

け
る

伝

道
活

動
」
で

は

、
浄

土

真
宗

に
お
け

る

伝
道
活

動
の

定
義

に
関
す

る

先
行

研

究
を

踏

ま
え
、

本
考

察
に
お

い

て
用
い

る
伝

道

活
動

の

定
義

を

明
ら

か

に
す

る

。
そ

し

て
、

現
代
に
お

け

る
伝
道

活

動
の

課

題
点

や

、
伝

道

者
に
求

め
ら

れ

る
姿

勢
を
と

り

あ
げ

る

。
第

四

章
「

現
代
に

お

け
る

伝

道
者

の
役
割

」

で
は
、

伝

道

活
動
を
検
討

す

る
際

に

抑
え

て

お
く

べ

き
四

つ

の
ポ

イ

ン
ト
を

と
り

あ

げ
、

伝

道
活

動

の
事

例

と
照

ら

し
合

わ
せ
な

が
ら
、
活

動
の

改
善

点
や
参

考

に
す

べ

き
点

を

分
析
し

、
今

後
の
伝

道

活
動
の

模
範

的
な
す
が

た
を

探

っ
て

い

く
。 

   

本

論 第

一

章 

宗

教
と

は 

第

一

節 

宗

教
の

定

義 

本

考

察

に
お

け
る
宗

教
の

定

義
を
明

ら
か

に

す
る

に

あ

た
っ

て
、

ま

ず
は

、

現

代
の

日
本

で
用
い

ら
れ

て
い

る
宗
教

と
い
う
言
葉

が
誕

生
し

た
経
緯

を

振
り

返

る
こ

と

に
し

よ

う
。
宗

教
と

い
う

言

葉
が

、「r
e
l
i
g
i
o
n

」
の
訳

語
と

し

て
使

用

さ
れ

る
よ
う

に
な
っ

た
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の

は

、
明
治

時
代
に

入
っ

て

か
ら

の

こ
と

で

あ
る

。
明

治
以

前
は

、「
仏
教

の

宗
派
の

い
ず

れ

か
」
と

し

て
、
宗
教

と
い
う

言
葉
が
用

い

ら

れ
て

い

た

²
。
日

本
に

お

い
て
「

宗
教(

r
e
l
i
g
i
o
n
)

」
と

い
う

概

念
が
誕

生
す

る

に
至

っ
た
タ

ー
ニ
ン

グ

ポ
イ
ン

ト
は
、
慶
応

三

年

十

二
月

九
日
の

王
政

復

古

政
変

で
あ

る

と
さ

れ

て

い
る

。
明

治

天
皇
は

、

か
つ

て
神

武

天
皇

の

時
代
に

行
わ

れ
て
い

た
、

祭
祀

と
政

治

が
融

合
し

た

祭
政

一

致

の
体

制
を

め

ざ
し

た

。

そ
の

実
現

の

た
め

、
千

年
以

上
に

わ

た
っ

て

存
在
し

た
信

仰
形
態

で
あ

る
神

仏

習

合
が

撤

廃
さ

れ

、
神

道

の
国

教

化
が
進

め
ら

れ

た

。
こ

れ

と
と

も
に

、「
宗

教(
r
e
l
i
g
i
o
n
)

」
と

い
う
概

念
が

日
本

に

誕
生

し

た

³
。 江

戸

時
代
ま

で
は

、
あ
く

ま

で
仏

教
の
宗

派
の
い

ず

れ
か

を

意
味

す

る
言

葉
だ
っ

た

が
、
神
仏
分
離

を
機

に

、「

仏
教
の
宗
派

の
い

ず

れ

か
」
と

い
う
限

定
が

な

く

な
り

、
の

ち

に
信

教
の

自
由

が
掲
げ

ら
れ

た

こ

と
や

、
宗

教

法
人

法

の
施
行

な
ど

も
あ
り

、

日

本
国

内
に

お
け

る
宗
教

と

い
う

言

葉
が

さ

す
範

囲
は
、

時

代
と

と

も
に
き

わ
め

て
広
く

な

っ
て

い
っ
た

。 

文

化

庁
の
宗

教
年

鑑

平
成

三

〇
年

版

に
よ

る

と
、
日

本

国
内

に
は

一

八
一

二

五
二

法
人
も

の
宗
教

法
人
が

存

在
す
る

₄
。
も

ち
ろ

ん

、
日

本

国
内
だ

け
で
は

な

く
、
世
界
に

は
膨
大

な
数
の

宗

教
・
信
仰
が
存

在
す

る
。
実

に
膨
大

な

数
と
多

様
性
を

も
つ

宗

教
だ

が

、

包

括

的
な

定

義
は

存

在
す

る

の
だ

ろ

う
か

。 

宗

教

の

定
義
に
つ

い

て
は

、

井

上
順

孝
氏

に

よ
る

と

、

宗
教

学
に

お

い
て
長

年

議
論

さ
れ

て
き
た

が

、
統
一

的
な
も

の
は
な
く
、

着

眼
点
が

異
な
れ

ば

定
義

も

異
な

っ

て
く

る

も
の

で

あ
る

と

さ
れ

て

お
り

₅
、

ジ
ョ

ン

・R

・

ヒ
ネ

ル
ズ
氏

に

よ
る
と

、 

そ

の

定

義
が

何
で

あ

れ
、

宗

教

と
は

こ
の

『
事
典

』

の

ほ
と

ん
ど

の
用
語

を

含

み
、

こ
の
『

事
典
』

の

ほ
と

ん
ど

の

用
語

の
内

に

含

ま

れ
て

い
る

も

の
で

あ

る

。
い

か
な

る

単
一

・

単

純
な
定
義

も

十
分

で

は

な
い

だ
ろ

う

。(

中

略)

宗
教

性
は

、

必
ず

し
も
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宗

教

上
の
信

仰
を

告

白
し

、
宗

教
的

慣
行
に

従
事

す

る
人
々

だ
け

が

有
す

る

わ

け
で

は
な

い

と
い

う

こ

と
に
、
留

意

し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

。(

中

略)

よ

り
抽

象
的
な
用

語

と
し

て

用
い
ら

れ
る

場

合
、
‘

宗
教
’
と

い
う
こ
と

ば
に

は
以

下
の

意

味
が

あ
る
。 

(

中

略)
(

ｄ)

制
度

や

伝
統
の

内(

明

示

的
宗

教)

の

み

な
ら

ず

、
生
活

様
式

の

内
に

も

隠
れ

た
形
で

存

在
す
る(

潜
在

的)

宗

教
性
。 

と

さ

れ
て

い

る

₆
。
以
上
の

よ

う
に

、
宗

教
の
定
義

に

は
包

括

的
な

も

の
が

な

く
、
定
義

づ

け
る
際

の
着
眼

点
に
よ

っ

て
変

わ

る
も

の

で

あ
る

と

い
う

こ

と
が

分

か
る

。 

序

論

で

も
軽

く
触

れ

た
が

、

宗

教
の

一
面
と

し
て
、(

ａ)

「

年
中

行

事
・

日

常

会
話

・
文
化

な
ど

に
自

然
と

溶
け
込

ん
で
い
る
潜

在

的
な

も
の

」
が

挙

げ
ら

れ

る

。
潜

在
的
で

あ
る

の

で

、
先
に
引

用
し
た

ジ

ョ

ン
氏

の
『
世

界
宗

教

事
典
』

に
あ

る
よ
う

に
、

信
仰

告

白
を

し
て

い
な
か

っ
た

り

、
教
団

へ
所

属
し
て

い

な

い
者
で
あ

っ

て
も

、
無

自
覚

の
う

ち

に
宗

教

性
を
も

っ
て

い
る
と

い
う

場
合

も

あ

る

。
自

覚
的
に

宗
教

性

を

も
っ

て
い

な

か
っ

た

と

し
て

も

、
「

大
袈

裟

」
「
他

力

本
願

」
な
ど

の

仏
教

用
語

を

日
常

生

活

の
中
で

用
い

た

り
、
ク
リ

ス

マ
ス

を

楽
し
む

人
も

い

れ
ば

、

お

守
り

を
求
め

て
神

社
へ

足
を

運
ぶ
人

だ
っ

て

い
る
。

宗
教

性
と
は

、

決

し
て

宗

教

者
や

信

者
の

み

が
抱

く

も
の

で

は
な

く

、
知

ら

ず
知

ら

ず
の

う

ち
に

、
誰
も
が

関

わ
り

を
も
っ

て
い

る

も
の

で

あ
る

と

い
え

る
。 

さ

ら

に

宗
教
に
は

、(

ｂ)

「

ス
ピ

リ

チ
ュ

ア
ル
な
領

域
へ

の
関

与
が
で

き

る
も
の

」
と

い

う
特

徴

が
あ
る

。
こ

こ
で
の

ス
ピ

リ
チ

ュ

ア

ル
な
領

域
と

は

、
主

に

仏

教
で

い
う

と

こ
ろ
の
生

老
病

死
の
問

題
で

あ

る

。
友

久
久

雄
氏
は

、

人
間
の

悩
み

に
は
「

人
間

と
し

て
生

ま

れ
た
限
り

避

け
る

こ

と

が
で

き
な

い

、
自

己
の

死
に
対
す

る
悩
み

」
と

「
日

常
生

活

を
営

む

上
で
の

悩
み

」
の
二

つ
を

挙
げ

て

い

る
。
後

者
は

人

間
の

努

力
に
よ

っ
て
解

決
す

る

こ

と
が

で
き

る

が
、

前

者
は
人

間
で

あ

る
以

上

、
誰
も

が
も

っ
て
い

る

生

老
病

死

の

悩

み

で

あ

り

、

人

間

の

努

力
で

は

解

決

が

困

難

で

あ

る

と

さ

れ

る

₇
。

後

者

の
解

決

に
関

わ

る

可

能

性

も

宗

教

に

は

あ

る

が

、
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注

目
す

べ
き
な
の

は

、
人

間

の
努
力

で
は
解

決
す

る

こ

と
が

困
難

な

生
老

病

死
の
問

題
に
宗

教
が

関

与
す
る

こ
と

が
で
き

る
と

い
う

点
だ

ろ
う

。 
ま

た

、

本
考

察
で

は

、
伝

道
活

動
の

課
題
や
事
例

の

検

討
に

つ
い

て
論
を
展

開

す
る

関
係

上
、(

ｃ)

「

教
義

・
教
団

・
聖
典
を
何

ら

か

の
形
で
持
ち

、

聖
典

に

基
づ
く

教
義
を

伝
え

ひ

ろ

め
る

た
め

の

伝
道

と

い

う
課

題
を

も

つ
も

の

」
と
し

て
の

宗
教
を

扱
う

。
以

上
の

三
つ

の
要
素

を

踏
ま

え

、「

日
常

生
活
に
溶

け
込
ん

で

い
る

が

ゆ
え

に

、
無
自

覚

、
ま
た
は

潜

在
的

で
あ
っ

た
り
す

る

が

、
人

間

の
先

天
的

な
苦
し

み

の
解

決

に
関

わ

り
、
伝

道
と

い

う
課

題
を
も

つ

も
の

」

を
、

本

考
察

に

お
け

る

宗
教

の

定
義

と
す
る

。 

 

第

二

節 

宗

教
の

役

割 

こ

こ

で

は
、
第
一

節

で
設

け

た
宗
教

の
定

義

に
関

連

す

る
、

現
代

に

お
け

る
宗

教
の

役
割

と
し
て

、
①

「
社

会
的
習

俗
・
儀
礼
・

文

化
の
一

部
と
し

て

の
役

割

」
、
②
「
心
の
問
題
に
関

わ
る

役

割
」
、
③
「
場

所

を
提
供

す
る

役

割
」
の

三

つ
を
と

り
あ

げ
る

。
①
「

社

会

的

習

俗
・

儀
礼

・

文
化

の

一

部
と

し
て

の
役
割

」
に

は
、

冠
婚

葬

祭
に

携
わ

る
宗

教
、

ク

リ
ス

マ

ス
な
ど

の
年

中
行
事

、

さ

ら
に

は

、
日

常
会

話
で

用

い
る

宗

教

用
語
な
ど

が
該
当

す

る

。
井

上
順

孝
氏
は

、
海

外
の

事
例

と

し
て

、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ

で
は
キ

リ
ス

ト
教

文

化
が

自
然
と
日

常

生
活

に

溶
け
込

ん
で

お

り
、
レ

オ

ナ
ル

ド
ダ

ヴ

ィ
ン

チ

の

「
最

後
の
晩

餐
」

が

教
会
に

描
か

れ
て
い

た
り

、
小

説
や

映
画

の
題
材

に

な
っ

て

い
る

こ

と
か

ら

、「
最

後

の
晩

餐
」
が
キ
リ
ス

ト

教
に

と

っ
て

重

要
な

意

味
を

も

つ
こ

と

が
文

化
的
に

共

有
さ

れ
て

い

る
例

を

挙
げ

て

い
る

₈
。
日

本
国
内
で

も

、
映

画
『
お
く

り
び

と

』

₉
で
は
納

棺
師
の
姿
が

、
テ

レ
ビ
ア

ニ
メ
『

新

世

紀
エ

ヴ
ァ

ン

ゲ
リ

オ

ン
』

₁₀
で

は

、
キ
リ

ス
ト
教
が
モ

チ
ー

フ

と
さ

れ

て
い

る
要
素

が

含
ま

れ
て
い

る

な
ど
、
映

画
や
小
説
以

外
に
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も

、
テ

レ
ビ

ア
ニ

メ
な
ど

の

サ

ブ
カ

ル
チ

ャ

ー
に

も
宗

教
的

な
要

素
が
潜

ん

で

い
る

場
合

が

あ
る

。

作
品
内

の
宗

教
的
要

素

が

物
語

の
展

開
を

予

測
す

る

う
え

で

の
ヒ

ン

ト
と

な

る
場

合
も
多

く

、「
考
察

」
と

呼
ば
れ
る

行
為

が

ネ
ッ

ト

上
の

掲

示
板

サ
イ
ト

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で

は
盛
ん

に
行
わ

れ

て
い

る

。
こ

の

こ
と

は

、
宗

教
が
文

化
の
一

部
と
し

て
受
け

入

れ
ら

れ

て
い

る

好
例

で

あ
る

と
い
え

る
。 

②

「

心

の
問

題
に

関

わ
る

役

割
」
と

は
、
日

常
生

活

の

悩
み

の
み

な

ら
ず

、
人

間
が

先
天

的
に
も

つ
生

老
病

死
の
苦

し
み
の
解
決

に
関

わ

る
役

割
で

あ

る
。

仏

教

教
団
の
関

与
が
進

め

ら

れ
て

い
る

分

野
と

し

て

、
災

害
支

援
、
緩

和

ケ
ア
な

ど
さ

ま
ざ
ま

な
も

の
が

挙
げ

ら

れ
る

が
、

こ

れ
ら

の

社

会
活

動
に

は

、
宗

教

的

な
次

元
が

あ

り
、
科

学
や
合

理
主

義
的
な

思

考
で
は

補
い

き
れ
な

い

ス

ピ
リ

チ

ュ

ア
ル
な
次
元

を

担
う

こ

と
が

で

き
る

¹¹
。
災
害

や

自
死
に

よ
っ

て

大
切

な
人
を

失

っ
た

と
き
、
残
さ
れ

た
人

は
「

死
ん
だ

家
族

は

ど

こ

へ
行
く
の

か

」
、
「

こ

れ

か
ら

ど
う

や

っ
て

生
き

て
い

け
ば

い

い
の

か

」

と
考

え
る

。

そ
の

人

た
ち
の

心
に

寄
り
添

う
と

き
、

科

学
や
合

理

主
義

的
な
思

想

だ
け

で

は

、「
死
ん
だ

人

は
灰
に

な
っ

て

終
わ

り

」
だ

と
か

、「

死
ん
だ

人

は
還

っ

て
こ

な
い
の

だ
か
ら

、

く

よ

く

よ
し

て
も
仕

方
が

な

い

」
な

ど
と

い

っ
た

、

あ

ま
り

に
も
冷

た
い

接
し

方
に

な
っ

て
し
ま

う
だ

ろ
う

。
い
っ

ぽ
う
で

、

宗
教

に

お

け
る
死

後
の

世

界
観

や

思
想
は

、
悲
し

み
の

た

だ
な

か

に
い

る

人
に

と

っ
て

は

、
今
後

の
生

き

方
を

示

し

、
心

の
支

え

と
な

る

。 

死

別

の

悲
し

み
の

他

に
も

、

現

代
な

ら
で

は

の
心
の

問

題
も

あ
る

。
情
報

社

会

と
い
わ
れ

る

世
の

中
に

お
い

て
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ

や
イ
ン

タ

ー
ネ

ッ
ト
と
い

っ

た
情

報

ツ

ー
ル
の
普

及
は
、

情

報

収
集

や
、

人

と
人

と

の

つ
な

が
り

を

容
易

に

し
た
。

し
か

し
、
便

利
さ

の
反

面
、

情

報
過

多
の

社

会
や

人

間

関
係
の
ス

ト

レ
ス
、
ネ

ッ
ト

依
存

、

ひ
き

こ

も

り
な

ど
と

い
っ
た

社

会
問
題

も
生

ま
れ
た

。
加

藤
智

見
氏

に

よ
る

と
、

現

代
の

若

者
は
、

膨
大
な

量
の

情

報

に
ひ

っ
ぱ

り

ま
わ

さ

れ
て
お

り
、
経

済
至

上

主
義
的

な
現

代
で
は

、

自

身
の

評

価
を

高
め

る
こ

と

を
強

い

ら

れ
、
他
人
へ

の
思

い

や

り
な

ど
と

い

っ
た

、

自

分
の

価
値

観

以
外

へ

の
肯
定

的
な

発
想
が

薄
れ

て
い
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る

こ

と

を
指

摘
し

て

い
る

。

ま

た
、

こ
の

現

状
に

対
し

て
、

仏
教

に

お
け

る
自

身
を

含
め
他

の
人

間

、
あ
ら

ゆ
る

命
に
仏

性
が

与
え

ら

れ

て
い

る

と
考

え

る
思

想

が
、

若

者
だ

け

に
限

定
せ
ず

、

閉
塞

し

た
現

代

社
会

に

必
要

な

も
の

だ

と
主

張

し
て

い
る

¹²
。 

近

年

、「

生
き
づ

ら
さ

」
と

い

う
言

葉
を
た

び

た
び
耳

に
す

る

よ
う

に

な
っ

た

が
、
そ
の

原
因
の
一

つ

と
し

て
、
経

済
至
上

主

義
的
・

合

理

主

義
的
な
思

想

の
も

と

成
り
立

っ
て

い

る
社

会
そ

の
も

の
が

挙

げ
ら

れ

る

だ
ろ

う
。

競

争
が

激

し
く
、

ど
う

し
て
も

自
己

中
心

的
に

な

り
が

ち
な
現

代
日

本

人

だ
が

、
加

藤

氏
が

主

張

し
て

い
る

よ

う
な

「

お

た
が

い
さ

ま
」
の

関

係
を
他

者
と

生
み
出

し
て

い
く

こ

と

が

、
「
生

き
や

す
い

」

社
会

づ

く
り

の
一
助

と

な
る

こ

と
が
期

待
で

き

る
。 

「

③

場
所
を

提
供

す

る
役

割

」
と

は
、
寺
を
イ
ベ

ン

ト
の
会

場
や

地

域
住

民
の
集
い

の
場
と

す
る

こ

と
で

、
サ
ー

ド
プ
レ
イ

ス(

以

下
、T

P

と
表

記)

、
ソ
ー
シ

ャ

ル
キ

ャ

ピ
タ

ル(

以

下

、S
C

と
表

記)

を
提

供
す
る

役

割
で

あ

る
。S

C

と

は
社

会

関
係

資
本

と

訳
さ

れ

、

星

野
哲
氏

は
「
人

々

の
豊

か

な
つ

な

が
り

は
信
頼

を
生
み

、「

お
互

い
様

」
の

関
係
を
つ

く

り
、
社

会
に
と

っ
て

も
良
い

こ

と

、
と
い

う
意

味
合

い

だ
」

と
説
明

し

て
い

る

₁₃
。S

C
を
提

供
す
る

寺

院
や

宗

教
施

設
が
増
え

る
こ

と
で
、

②

で
述

べ
た
よ

う
な
、
「
お

た
が

い

さ

ま
」
の
関
係

が

生
ま

れ

、
「
生

き

や
す

い
」
社

会
へ
の

第
一

歩

と
な

る

こ

と
が
期
待

で

き
る
。T

P

と

は

、
家

で
も

職

場
で
も
な

い
第

三
の

居

場
所
の

こ
と

で

、
提
唱

者

の
レ

イ
・
オ

ル

デ
ン

バ

ー
グ

は
、
良

い

T
P

の
特
徴

と
し

て

、
誰
も

が

自
由

に
出

入

り
す

る

こ

と

が

で

き
る

・
楽

し

く
会

話

が

で
き

る
・
常

連
が

い

て

、
新
し
い

参

加
者

と

も
フ
レ

ン
ド

リ

ー
な

雰

囲
気
を

つ
く

る
・
精

神
的

な
快

適
さ

や
支

援
を
し

て

く
れ

る

も
う

一

つ
の
家

の
よ

う

な
場

所
な
ど

を

挙
げ

て
い
る

₁₄
。 

著

者

は
、
寺

院
こ

そ

が
、

こ

の

S
C

や

T
P

に

う
っ

て

つ
け

の

場
所

で

あ
る

と
考
え

る

。
寺

院
は
基

本
的
に

無

償
で
出

入
り
す

る
こ

と

が
可

能
で

、
気

軽

に
足

を

運
ぶ
こ

と
が

で

き
る

。
楽

し
く

会
話

を

し
た

り
精

神
的

に
快

適

な
空

間

を
提
供

で
き

る
か
は

そ
の

寺
院
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の
運

営

者
の
手
腕

に

委
ね

ら

れ

る
が

、
寺

院
と
い

う
宗

教
的

・
非

日

常
的

空

間

さ
え

あ
れ

ば

、
あ

と

は

運
営

者
の

ア
イ
デ

ア

次

第
で

S
C

・T
P

と

し
て

の
寺

院
の

可

能
性
は

無
限

大
で
あ

る

と
も

い

え
る

。 

  

第

二

章 

現

代
日

本

人
の

宗

教
意

識 

第

一

節 

現

代
日

本

人
の
宗

教
意

識
の
ル

ー

ツ 

 

こ

れ

ま
で
述
べ

て

き
た

よ

う

に
、

宗
教
に

は
様

々
な

役
割

が
存

在
す
る

が

、
現
代

の
日

本

人
は

、

宗
教
を

ど
の

よ
う
に

受
け

止
め

て

い

る

の
だ

ろ
う

か

。
よ

り

よ

い
伝

道
活

動
を
検

討
す

る
う

え
で

、

現
代

日

本

人
の

宗
教

意

識
の

把

握
は
必

要
不

可
欠
で

あ
る

。
寺

川

幽

芳
氏
は

、
遺

跡

の
埋

葬

法

や
日

本
神

話
の
世

界

観

か
ら

も
、

日

本
人

が
古

く
か

ら
抱
い

て
き

た

死
生
観

・
宗

教
観
が

見
え

て
く

る

と

し

て
い

る
。
三

内
丸

山

遺

跡
で

は
、
遺

体
が

道

側

に
足
を
向
け

て
葬

ら

れ

て
お

り
、
両

側
の

遺

体
が
立

ち
上

が
る
と

道
を

は
さ

ん

で
対

面
す

る
か

た

ち
に

な

っ

て
い

る
。

こ

の
こ

と

は

、
死

者
の
世

界
が

生

者
の
世

界
と
異

な
る

他

界
で
あ

る
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

常
に

生

者
と

の
か

か

わ
り

を

も

つ
現

世
に
存

在
し

て

お

り
、

集
落

の

住
人

た

ち

は
常

に
先

祖

で
あ

る

死
者
た

ち
に

見
守
ら

れ
て

い
た

こ

と

を
意
味
し
て

い

る
。

ま

た

、
日

本
神

話
で
は

タ

ジ

マ
モ

リ
が
常

世
の

国
に

赴
い

た
よ

う
に
、

生

身
の
人

間
が

行
き
来

で
き

る
世

界
で

あ
り

、
常

世

の
国
は

現

世
の

連

続
地
と

な
っ

て

い
る

₁₅
。
こ

の
こ
と
か

ら

、
古

く
か

ら

日
本
に

お
い
て

は
現
世

と

他
界

と

の
ギ

ャ

ッ

プ
が

小
さ
く

、

現
世

中

心
の

思

想
が
存

在
し

て

い
た

こ

と
が
分

か
る

。 

他

に

、

加
藤

智
見

氏
は
、

日

本

人
の

宗
教

心
と
は
、

四

季
に

よ
る

自

然
の
移

ろ

い
を
は
じ

め

と
し
た

自

然
の

恵
み
に

対
す
る
感
謝
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の
念

の

蓄
積
に
よ

っ

て
醸

成

さ

れ
た
も
の

で

あ
る
と

し

て
い

る
。
災

害
を

起
こ

す
神

で
さ

え

祈
り

の

対
象
と

す
る

日
本
人

の
宗

教
心

は

、

他

国

の

宗

教

心

と

比

較

し

た
際

に

異

彩

を

放

つ

も

の

で

あ

る

と

加

藤

氏

は

指

摘

し

て

い

る

₁₆
。

他

国

の

宗

教

意
識

と

比

較

し

、

日

本

人
は
宗

教
が

混

在
し

た

生

活
を

送
っ

て

お
り

、
宗

教
意

識
が
低

い
と

い

う
指
摘

が
さ

れ

る
こ

と

も

あ
る
。
し

か
し
加

藤
氏

は
、

欧

米

人
の
信

仰
な

ど

と
比

較

し

た
際

、
宗

教
の
内

容
は

も
ち

ろ
ん

、

宗
教

が
成

立
し

た
歴

史

や
宗

教

観
・
宗

教
意

識

の
構

造
が

異
な

っ

て

い
る

だ

け
で

、
決
し

て

日
本

人

の
宗

教

心
が
希

薄
と

い

う
わ

け

で
は

な

い
と
主

張
し
て

い
る

₁₇
。
国

に
よ

っ
て
歩

ん
で
き

た
歴

史
が

違

う
こ

と
で

、
文
化

や

習

慣
が

異
な

っ

て
い

る

よ

う
に

、
宗

教
に
対

す

る
考
え

方
も
国

に
よ

っ

て
さ
ま

ざ
ま

で

あ
る

。
日

本
人

は
宗

教

に
対
し
て

節

操
が

な

い

わ
け

で
は

な

く
、

日

本

人
ら

し
く
歩

ん
で

き

た
歴
史

の
積
み

重
ね

に

よ
っ
て

現
在

の
宗
教

意
識

・
宗

教

観
が
誕

生
し
た

と

い
え

る

。 

 

第

二

節 

現

代
日

本

人
の
宗

教
意

識
と
そ

の

構
造 

日

本

人

の
宗

教
意

識

・
宗

教

観

は
日

本
の

歴

史
の
中

で

確
か

に
醸

成
さ
れ

て

き

た
も
の
で

あ

る
と
い

う

こ
と

は
先
に

述
べ
た
通
り

だ

が

、
現
代
に
お

い

て
、

日

本

人
が

ど
の

よ

う
な
宗

教

意
識

・
宗

教

観
を

も

っ

て
い

る
の

か
を
改

め

て
分
析

す
る

こ
と
は

、

今

日
に

お

け

る

よ
り

よ
い
伝

道
活

動

を
検
討

す
る
う

え
で

欠
か

す
こ

と
の

で

き
な

い

作

業
で

あ
る

。

真
宗

教

団
連
合

に
よ

る
第
二

回
浄

土
真

宗
に

関
す

る
実
態

把

握
調

査

₁₈
「

信

仰
す

る
宗

教(

Ｓ

Ｑ

三)

」
の
「

一
般
」
の

調

査
結

果

で
は
、「
宗

派
名
が

分

か
ら
な

い
が

仏

教
」

が
七

・

四
％
、
「
宗

派
に

こ

だ

わ
り

は
な

い

が
仏

教

」
で
は

六
・
四

％
、
「

と

く
に

信

仰
ま

た
は
所

属

し
て

い
る

も

の
は

な

い
」
が
五

五
・
四
％
と

な

っ
た

。
「

仏

教

以
外
の

宗
教

」
の
「
一

般
」
三
・
八
％
を
差

し
引

い

て
も

、
こ
れ

ら

三
つ
の

項
目

を

合
計

し

た
割

合

が
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「

一

般
」
で

六
九
・
二
％

と

い
う

結

果
に

な

っ
て

い

る

。
「

一
般

」
で
は
、
七

割
近

く
が
宗

教
を
信

仰

し
て

い
な
か

っ

た
り
、
ど
の

宗

派
に

所
属

し

て
い

る

の
か

と

い
う

こ

と
に

無

関
心

で

あ
る

こ

と
が

読

み
取

れ

る
。 

ま

た

、
Ｎ

Ｈ

Ｋ
の

「

日
本

人

の
宗

教

的
意

識
や
行

動

は
ど

う

変
わ

っ

た
か
～I

S
S
P

国
際

比
較

調
査
「

宗
教

」
・

日
本

の
結

果

か
ら

～
」

₁₉
に

お

い

て
も

、
類
似

し

た
結

果

が
読
み

取
れ

る

。
「
信

仰
し
て

い
る

宗

教
」

と
い
う

調

査
で

は
、
「
ふ
だ

ん
信
仰
し

て
い
る

宗

教
は
あ

り

ま
す

か

」
と

い

う
質

問

に
加
え

、
「

冠

婚
葬

祭

の
時
だ

け
の

宗

教
で

な

く
、

あ

く
ま

で

、
あ

な
た
ご

自

身
が

、

ふ
だ

ん

信

仰
し
て

い

る
宗

教

を
お

答

え
く

だ

さ
い

。
」
と

い

う
但

し
書
き

が
加
え

ら

れ
た

質

問
の
結

果
が
出

て
い

る

。
二

〇

〇
八

年

と
二
〇

一

八

年
の

同

調
査
の

結
果

が

比
較
さ

れ
て

い

る
が

、
内
訳

に

ほ
と

ん

ど
変

化
は
見

ら

れ
な

い
。
二

〇

〇
八

年

で
は

、
仏
教

：
三
％
、

神

道

：
三
％
、
キ

リ

ス
ト

教

：
一
％

、
信

仰

宗
教
な

し
：

六

一
％
と

い
う

結

果
で

、

二
〇

一

八
年

で

は
仏

教

：
三

一
％
、

神
道
：

三
％

、
キ

リ

ス
ト
教

：
一

％

、
信

仰

宗
教
な

し
：

六

二
％

と

い
う
結

果
に

な

っ
て

い

る
。

真

宗
教

団

連
合

の

調
査

結
果
と

同
様
、
信

仰
を

も
っ

て

い
な
か

っ
た

り

、
所

属

す
る
宗

派
に

無

関
心

な
人
の
割

合
は

六
～
七

割

程
度

と

な
っ

て

い
る

。 

ま

た

、
冠

婚

葬
祭
や

年
中

行

事
に

含

ま
れ

る
宗
教

性

と
、

教

団
へ

の
所
属

や

信
仰

を
と
も

な

う
宗

教
と
の

線

引
き
を

日
本
人

が
ど

の

よ

う
に

し

て
い

る

の
か

に

つ
い

て

、
ク

リ

ス
チ

ャ

ン
・

サ

イ
エ

ン

ス
・

モ

ニ
タ
ー

紙
は

、

六
二

％

も
の

日

本
人

が
信
仰

を
も
っ
て

い

な

い
と

し

な
が

ら

、
多

く

の
人

が

寺
社

仏

閣
に

参

拝
し

て

い
る
現

状
に

つ

い
て

、

神
社

へ

の
お

詣

り
な

ど

は
、

現
世
利

益
的
な
効

果
を

期
待

し

て
行

っ

て
い

る

場
合
が

多
く

、
神
社

へ

お
詣

り

す
る

こ

と
と
宗

教
の

信

仰
は
別

物
で

あ

り
、

宗

教
が

慣
習
の

一
部
と
し

て
存

在
し

、
聖
と

俗

が
分

か

ち
が

た

い
状

況
に
あ

る

と
指

摘
し
て

い

る

₂₀
。 

Ｎ

Ｈ

Ｋ
放

送

文
化

研

究
所

に

よ
る
第

九
回

日

本
人
の

意
識

調

査
で

は

、
一

九

七
三

年

か
ら

二
〇
一

三

年
に

か

け
て
の

「
日
本

人
が
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信
じ

る
も

の

」
の
変

化
が

年

齢
別
で

示
さ

れ

て
い

る

₂₁
。
「(

第

二
八

問)

宗

教
と
か

信
仰
と

か
に
関

係
す
る

と

思
わ
れ

る
こ
と

が
ら

で

、

あ
な

た

が
信

じ

て
い

る

も
の

が

あ
り

ま

す
か(

複

数
回

答)

」

に

お
い

て

、
こ

こ

で
は

、

現
世

利

益
的

な

面
が

強
い
と

考
え
ら
れ

る

「

お
守

り

・
お

ふ

だ
の

力

」
と

「

奇
跡

」
の
二

項

目
の

調

査
結

果
と
五

年
ご
と
の

変
化

を

中
心

に

見
て

い

く
。

一
九
七

三
年
と
比

較
す

る
と

、
二
〇

一

三
年

で

は

、
「

お
守
り

・
お

ふ

だ
の

力

」
が
一

四
％

か

ら
一

七
％
へ
、
「
奇
跡

」
は
一

三
％

か

ら
一

六

％
と

、
わ

ず

か

で
は

あ

る
が
、

と
も

に

三
％

増

加
し

て

い
る

。

こ
の

二

項
目
に

関
し

て

は
、

二

〇
〇

三
年
か

ら

二
〇

〇

八
年

に
か
け

て

前
者
は

二
％

増
加

、

後
者
は

三
％

増

加
し

て

い
る

。 

二

〇

〇
三

年

か
ら

二

〇
〇

五

年
に

か

け
て

は

、
「

ス

ピ
リ
チ

ュ
ア
ル

」
と

い

う
言

葉
が

流

行
し
、

テ

レ
ビ
番

組
で

も

オ
カ

ル

ト
的
な

内
容

に
関
連

し

た
も

の

が
流

行
っ
た
が

、
そ

の

影
響

に

よ
る

も

の
だ

と
Ｎ
Ｈ

Ｋ

放
送
文

化

研

究
所
は
分
析

し

て
い

る

。
そ

の
後
二

〇

一
三

年
で
は

、
「

お
守

り
・

お

ふ
だ

の
力
」

は

二
〇
〇

八
年

と

比
較

す

る
と

一

七
％

と

変

化
が
な

く

、
「
奇

跡
」

は

二
％

減

の
一

六

％
と

な

っ
て

お

り
、

ス

ピ
リ

チ

ュ
ア

ル

ブ
ー

ム

期
の
二

〇
〇

八

年
と

比

べ
る

と

減
少

し

て

い
る
も

の

の
、
二

〇
〇

八

年
の

結

果
に
次

い
で

高
い
該

当

率
と

な

っ
て

い

る
。

ま
た
、

こ

の
二

項

目
は

二

〇
一

三
年
に

お
け
る
年

齢

別
の
調

査

結
果
も

出
て

い

る

。
「

若

年
層(

一
六

～

二
九

歳)

」
「

中

年
層(

三

〇
～

五
九
歳)

」
「

高

年
層(

六

〇
歳

以
上)

」

の
三

つ

の
年

層
別

の
結
果

で

は
、
「

お

守
り

・

お
ふ

だ
の
力

」
が

「

若
年

層

」
二

七

％
、
「

中

年
層

」
一

九

％

、
「

高

年
層

」
一
二

％

、
「

奇

跡

」
が
「

若

年
層

」

三
七

％

、
「
中

年

層
」

二
一
％
、
「
高

年

層
」

七
％
と

、
若

年

層
に

近
づ
く

ほ

ど
、
現

世
利

益

的
な

二

項
目

の
該

当

率
が
高

く

な
っ

て

い
る

。

い
っ

ぽ

う
で

、
「
仏

」
「

神
」

の
二
項

目
で

は

、
「
仏

」
は
「

若
年

層
」
一

六

％

、
「

中
年
層

」
三
五

％
、

「

高

年
層

」

五
四
％

、
「

神

」
は

「

若
年

層

」
二

一
％

、
「

中

年
層

」
二

九
％
、
「

高

年
層

」
三
七

％
と

、
「

お
守

り
・
お

ふ
だ
の

力
」

と

「
奇
跡

」
と
は

真

逆
の

、

高
年

層
に
近
づ

く
ほ

ど

該
当

率

が
高
い

と
い

う
結
果

に

な
っ

て
い
る

。

Ｎ
Ｈ

Ｋ

放
送

文
化
研

究
所
は
、
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以

上
の
結

果
は
年

齢

の
違

い

に
よ

る
影
響
よ

り
も

、

世
代

の
違
い

が
大
き

く
影
響

し

て
い

る
と
分

析

し
て

い

る
。

世
代
に

よ
っ
て
宗

教
の

捉
え

方
や
信

じ

て
い

る

も
の

も

異
な

っ

て
い

る

こ
と

か

ら
、

伝

道
者

は
世
代

ご

と
に

受

け
入

れ

ら
れ

や

す
い

内
容
の

伝
道
活
動

を
行

っ
て

い

く
必

要

が
あ

る

。 

ま

た

、
近

頃
は
御

朱

印
め

ぐ

り
を

す

る
若

者

も
多
く

、
文

房

具
店
で

は
何

種

類
も

の

御
朱

印
長
が

陳
列
さ

れ

て
い
る

の
を

見

か
け

る

。
他
に

も
、
神

社

や
寺

の

敷
地

内
に
あ

る
庭
園

や
建
造

物

の
写

真
を
撮

り

、
い

わ

ゆ
る

「

イ
ン

ス

タ
映

え

」
す

る
写
真

を
撮
影

し

、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
投

稿

し
て

い

る
若

者

も
多
い

。
こ

の

現
状

は

、
伝

道

者
や

宗

教
者

の

立
場

に

立
つ

と

、
「
宗

教
に
親

し
み

を
も
っ

て

く

れ

て
い

る

」
や

、
「
寺

院

に
足

を

運
ぶ

人

が
増

え

た
の

で

、
寺

院
で
の

活

動
が

認

知
さ
れ

や
す

く

な
っ

た

」
と

い

う
プ

ラ

ス
な

状

況
と

捉
え

る

こ
と

が

で
き

る

い
っ

ぽ

う
で

、
「
本

来
の
宗

教

の
役

割
や
教

義

が
お

ろ

そ
か

に

な
っ

て

い
る

」
や

、
「

現
世

利

益
的

な
こ

と

ば

か
り

に
目
が

行

っ
て

し

ま
い

、

浄
土
な

ど
の

宗

教
特

有

の
他

界

観
や

、
神
や

仏

と
い

っ

た
宗

教

に
お

け

る
中

心
的
存

在

へ
の
感

覚
が

薄
れ

、
宗
教

が

形
骸

化

す
る

」

な
ど

と

い
っ

た
マ
イ

ナ

ス
な
捉

え
方

も

で
き

る

。
し

か

し
、

少

し
意

味

合
い

が
異
な

る
と
は
い

え
、S

C

や

T
P

を

提
供
す

る

可
能

性

が
寺

院

と
い

う

場
に

あ

る
と

い

う
こ

と

は
先
に

述
べ
た

通
り

で

あ
り

、

そ
の

よ

う
な

場

を
提

供

す

る
寺
院

に
需
要

が

あ
る

と

考
え

ら

れ
る
、

次
の

よ

う
な

調

査
結

果
が
あ

る

。 

真

宗

教
団

連

合
に

よ

る
浄

土

真
宗
に

関
す

る

実
態

把

握
調

査

₂₂
の

「
Ｑ

一
三

：

人
間

関

係
観

」

に
お

い

て
は

、
「
全
体

」
で

最

も

多
か

っ
た

の

が
「
他

者
と

の

関
係
づ

く
り

は
大
切

で

あ
る

」

の
六

七
・
六

％
と
な
っ

て
い

る

反
面

、
「

自
分

の
内
面

的
な

こ

と
は

な

る

べ

く
踏

み
込
ま

れ

た
く

な

い
」

が

五
五
・

七
％

と

な
っ

て

お
り

、

他
者

と

の
関

係

づ
く

り

が
大

切

だ
と

感

じ
な

が
ら
、

深
い
関
係

に

は

な
り

た

く
な

い

と
い

う

現
代

日

本
人
の

複
雑

な
人
間

関

係
観

が

見
え

て

く
る

。

し
か

し
、
オ

ル

デ
ン

バ

ー
グ

が
良
い

T
P

の

特
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徴
と

し
て

、
気
軽

に

出
入

り

し
た

り

、
フ

レ

ン
ド

リ

ー
に

会

話
で

き

る
場

所
と
し
て

い
た

よ

う
に

、

敷
居

の

低
い

、
理
想

的

な

T
P

づ

く

り
に
寺

院
が

取

り
組

む

こ
と

で

、
程
よ

い
人

間

関
係

を

う
み

だ

す
場

と

し
て

需

要
が
出

て
く

る

の
で

は

な
い

だ

ろ
う

か
。
ま

た

、
同
調

査
に
お

い

て
、

全

体
で

の

該
当

者
は
九

・
五
％

と
少
な

い

が
、
「
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ

の

中
で

は

本
音

を

出
せ

る

」

に
該

当
す
る

割

合
は

二

〇
代
が

「
一

般

」
で

一

八
・

八
％

、
「

真
宗

一

〇
派

」
で
二
二

・
八
％

と
そ

れ

ぞ
れ

他

の
世

代

と
比

べ

て
最

も
多

い

と
い

う

の
も

注

目
す

べ

き
点
で

あ
る

。

匿
名

性

が
確

保
さ
れ

、
本
音

を

出
せ

る

場
で

あ

る
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で

の
宗
教

の
活
躍

が

若
者

に

求
め

ら

れ
る
時

代
に

な

っ
た

と

い
え

る

。
現

実
に
存

在

す
る

宗

教
施

設

と
し

て

S
C

や

T
P

を

提
供
す
る

だ

け

で
は

な

く
、
ネ

ッ
ト

上

に

も
T
P

に
続

く
第

四
の
居

場

所
を
提

供
す

る

こ
と

が
宗
教

に

期
待
さ

れ
て

い

る
と

考

え
ら

れ
る
。 

 

 

第

三

章 

浄

土
真

宗

に
お

け

る
伝

道

活
動 

第

一

節 

伝

道
活

動

と
は 

そ

も

そ

も
「
伝
道

」

と
は

、

キ

リ
ス

ト
教

に

お
け

る

「m
i
s
s
i
o
n

」

が
原

語
で

、
「

教
旨
を

伝
え

宣

べ
て
未

信
仰

者
に
入

信
を

促
す

こ

と

」

を
意

味
し

て

お
り

、

キ

リ
ス

ト
教
で

は
教

団
の

使
命

と
し

て

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る

が
、

仏

教
教
団

に
お

け
る
伝

道
は

「
派

遣
や

使
命

」
と
し

て

の
位

置

付
け

で

は
な

く

、「
教

え

を
伝

え
、
広

め
る

」
と

い
う

広
い

意

味
で

用

い
ら

れ

て
き

た
。
浄

土

真
宗

に
お

い

て

も

、
か

つ
て

は
伝
道

よ

り

も
布

教
と

い

う
言

葉
が

定
着

し
て

い

た
が

、
布

教
は

説
法

や

説
教

に

近
い
意

味
な

の
で
、

包
括

的
に

「

教
え

を
伝
え
、

広

め
る

」

こ

と
を

表
す
場

合
は

伝

道

と
い

う
言

葉
が
用

い

ら

れ
て

い
る

。

現
代

で

こ
そ
、

多
種

多
様
な

伝
道

活
動
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が
各

地

で
精

力
的
に

行
わ

れ

て

い
る

が
、

か

つ
て

真

宗

学
は

、
伝

統

的
に

は
教

義
学

を
中

心

に
行

っ

て
き
た

。
し

か
し
、

近
代

以
降

に

な

る

と
、
哲
学

な

ど
他

分

野

の
方

法
が
取

り
入

れ

ら

れ
る

よ
う

に

な
り

、

真

宗
学

に
お

い

て
も

社

会
の
要

請
に

応
じ
る

こ
と

も
求

め

ら

れ
る

よ

う
に

な
り
、

伝

道
が

重

視
さ
れ

る
よ

う

に
な

っ

た
と

い

う
経

緯
が
あ
る

₂₃
。 

深

川

宣

暢

氏

は

伝

道

の

定

義

に

つ

い

て

、
「

浄

土

真

宗

に

お

け

る

宗

教

的

真

実

お

よ

び

そ

の

表

現

は

十

方

衆

生

の

救

済

の

た

め

に

行
わ

れ

る
も

の
で

あ

り
、
「

真

宗
の

伝

道
」
と
は

、
「
浄
土

真

宗
の
教
法

お

よ

び
そ

の
救
済

を
伝
え

、

広
め

る
こ

と

」
で

あ

る
と
し
て

い

る

₂₄
。
ま

た

、
葛

野
洋
明

氏

は

、
真

宗
の
伝

道
活

動
と
は

、
阿

弥
陀

如
来
を

中
心
と

し
た

宗

教
的

空

間
に

お

い
て

、
読
経

や
礼
拝

、

説

法
や

聴
聞
な
ど

を

も
っ

て

、

と
も

に
阿

弥

陀
如

来
の

仏
徳

を
讃

嘆
す
る

こ

と

で
あ

る
と

し
て
い

る
。

他
に

、
伝

道
の
主

体
や

構
造

に

つ

い
て

、
親
鸞

が

「
信

文

類
」

別

序
に
「

夫
以 

獲
得

信

楽
発

起

自
如

来

選
択

願
心 

(

そ

れ
お

も

ん
み

れ

ば
、

信
楽
を

獲
得
す
る

こ

と

は

、
如

来

選
択
の
願

心

よ
り
発

起
す)
」
と
述

べ

、「
言

信
心

者
則

本

願
力

廻

向
之

信
心
也(

信

心
と

い
ふ
は

、
す

な

は
ち

本

願
力

回

向
の
信

心
な
り)

」
と
も

述

べ
て

い

る
こ

と

を
挙
げ

、
伝

道
す

る
者
が
伝

道
さ
れ

る

者
に

信

心
を
与

え
る
の

で
は

な

く
、
伝
道
す

る

者
が

阿
弥

陀

如
来
の

本
願

の

救
い

を

仰
ぎ

、
そ
の

仏

徳
を

讃

嘆
す

る

と
い

う
構
造

に

な
っ

て

い
る

こ

と
を

葛

野
氏

は

主
張

し

て
い

る
。

ま

た

、
そ

の
仏

徳
讃

嘆
を

聞

く
者

が

、
共
に
阿
弥

陀

如
来

の
本
願

の

救
い

を

仰
ぎ

、
同

じ
よ

う
に

仏

徳
讃
嘆

す
る

こ

と
に

な

る
と

き

、

す

な
わ
ち

、
「

法
が
伝
わ

っ

た
と

き

」
、
そ

こ
に

伝

道
が

行

わ
れ

た

と
い

う

こ
と

に

な
る

と

し
て
い

る

₂₅
。 

法

と

は

人
が

人
に

「

伝
え

る

」

の
で

は
な

く

、
仏
の

は

た
ら

き
を

共
に
よ

ろ

こ

ぶ
こ
と
に

よ

っ
て
「

伝

わ
る

」
も
の

で
あ
る
と
い

う

こ

と
を
伝

道
者
は

忘
れ

て

は
な

ら

な
い

。「
伝

え

る
」
伝

道

、
上
か
ら

目

線
の

伝

道
で

は
、
決

し

て
被
伝

道
者

の

心
に

響

か
な

い

だ

ろ

う

。
伝
道
す
る

者

も
、

伝

道
さ
れ

る
者
も

、
仏

法
を

聴
聞

し
喜
ば

せ
て

い

た

だ
く

仲
間

、

す
な

わ

ち
「
同

朋
・

同
行
」

と
な

っ
て
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い

こ

う
と

い

う
姿

勢

を
厳

守

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い

。
深
川

氏

と
葛

野
氏

の
研
究

を
踏
ま

え
、
本

考

察
で

は

、「
同
朋
・
同

行

の
仲

間

と
な

っ
て

、
阿
弥

陀

仏
の

仏

徳
を

讃

嘆
し

、
浄
土

真

宗
の

み
教
え

を
聴
聞

す

る
こ

と

」
を

真

宗
に

お

け
る

伝

道
の

定
義
と

し
た
い
。 

 

第

二

節 
伝

道
活

動

の
課

題 

伝

道

活

動
は

、
伝

道

す
る

者
と

伝
道

さ
れ

る
者
の
二

者

が
い

て
初

め

て
成

立
す

る
も
の
で

あ

る
。

ネ
ッ

ト
を

活
用
し

た
伝
道
、
今

風
の

取
り

組
み
な

ど

、
時

代

の
ニ

ー

ズ
に
影

響
さ

れ
、
伝
道

活
動

の

形
は

変

遷
し

て

き
た

₂₆
。
ま

た

、
時

代
に

即
し
た

活
動
が

求
め

ら

れ

る
と
同

時
に

、

時
代

の

違
い

に

よ
っ

て

も
伝

道

活
動

の
留
意

点

や
課

題
は
異

な

る
。 

 

寺

川

幽
芳

氏
は

、

現
代

に

お

け
る
伝
道
の

課
題

と

し

て
、

鎌
倉

浄

土
教

の
祖

師
た

ち
の

教

え
を

教

条
的
に

理
解

す
る
あ

ま
り

に
、

対

機

説
法
と

い
う
仏

教
に

お

け
る

伝

道
の
原

点
を

見

失
っ

て

い
る
こ

と
を

指

摘
し

て

い
る

₂₇
。
時

代

に
よ
っ

て

伝
道
活

動
の
ニ

ー
ズ

や
形

が

変
化
し
て

き

た
こ

と

は

先
に

述
べ

た
通
り

だ
が

、
あ

く
ま

で

仏
教

の
伝

道
で

あ
る

以

上
、

原

点
で
あ

る
釈

尊
の
対

機
説

法
と

い

う
シ
ス

テ

ム
は

時

代
に

関

係
な

く

守
ら

れ
続
け

る

べ
き

で

あ
る

。 

 

ま

た

、
葛

野
洋

明

氏
は

、

①

「
専

門
用

語
の
問

題

」
、
②

「

現
実

的
課

題
と

の
乖

離
」
、
③
「

伝

道

方
法

の
検

討

」
の

三

点
を
現
代

に

お

け
る
伝

道
の

課

題
と

し

て
挙

げ

て
い

る

。
①
「
専

門
用

語
の

問

題
」
で

は

、
昨

今
の

伝

道
に

お

い
て

は
、「
わ

か
り

や

す
く

親
し

み

や

す

い
法

話
」
が

求
め

ら

れ

て
お

り
、

専

門
用

語

を

扱
う
際
に

は

、
日

常

語
へ
の

置
き
換

え
や

譬

喩
を
用

い
る

べ
き
だ

と
い

う
指

摘
も

あ

る
。

し
か

し

、
言

葉

の
置
き

換
え

や
譬
喩

で

は

、
そ

の
専

門

用
語

本

来
の
意

図
を
曖

昧
に

し

、
誤
解

を
う

む
危
険

性

も

あ
る

と
葛

野
氏

は
指
摘

し

て
い

る

₂₈
。

こ

の
葛
野

氏
が
指

摘

し
て

い

る
問

題
は
、

真

宗
教

団

連
合

の
調
査

結

果
か
ら

も
見
え

て
く

る

。 
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真

宗

教
団

連

合
に

よ

る
第

二

回
浄

土

真
宗
に
関
す

る

実
態

把

握
調

査

₂₉
に

お

け

る
、
真

宗
一
〇

派
を
対

象
と

し

た
「

浄

土
真

宗
の

言

葉
の
認

知

」
で

は

、
「

他

力(

他

力

本
願)

」
、
「

往

生

」
、
「

悪
人

正

機
」
と

い

う
言

葉
に
つ

い
て

、
「

本
来

の

意
味

を
知

っ

て
い
た

」
、

「

本

来
の
意

味
を

知

っ
て

い

る

つ
も

り
で

い

た
が

、

違

っ
て

い
た

」
、
「
本

来
の

意
味

は
知
ら

な
か

っ

た
が
、

言
葉

だ
け
は

知
っ

て
い

た

」
、
「

こ
の
言
葉

を

知
ら

な

い

」
の

四
つ

の
選
択

肢
か

ら
選
ぶ
と

い

う
形

式
が

と
ら

れ
た

。

真
宗

一

〇
派
の

み
が

対
象
で

あ
り

な
が

ら

、
「
本

来
の
意

味
を
知

っ

て
い

た
」
が
「

他
力(

他

力
本

願)

」
で
は
二

八
・
七
％
、
「
往
生
」
で
は
三

〇
・
三

％

、
「

悪
人
正

機
」
で

は
一

九
・
四

％
と

、
い
ず

れ

も
低

い
状
況

に

な
っ

て

い
る

。
ま
た

、
「
悪
人

正

機
」
に
関
し

て
は
、
こ

の
三

つ

の
言

葉
の
中

で

も
全

体

で

の
認

知
度
が
低

く

、
「

こ

の

言
葉

を
知

ら

な
い

」

は
全
体

で
四

〇
・
一

％

と

な
っ

た
。
「

本
来

の

意

味
は

知
ら

な

か
っ

た

が
、
言
葉

だ

け

は
知
っ

て
い

た

」
の

調

査

結
果
を

、
「

一
般

」
と

「
真

宗
一

〇

派
」
を

合
わ
せ

た
全
体

で
み
る

と

、
「

他

力(

他

力
本

願)

」
で
は

四

三
・

八
％
、
「
往

生
」

で

は

四
二

・
七

％

、
「

悪

人

正
機

」
で

は
二
九

・

二
％
と

な
っ
て

お
り

、

こ

の
原

因
と

し

て
は

、

法
話
な
ど

で
言

葉
を

耳
に
す

る

こ
と

は

あ
っ

て

も
、

意

味
が

十

分
に

伝
わ
っ

て

い
な

い
場
合

な

ど
が

考

え
ら

れ

る
。 

こ

の

問

題
に

対
し

て

葛
野

氏

は

、
浄

土
真

宗
の
教

義

は

、
人

間
の

知
を
超
え

た

悟
り
の
は

た

ら
き
で

あ

り
、

安
易
な

言
葉
の
置
き

換
え

や

譬
喩
を
用

い

た
説

明

に

よ
っ

て
「

わ

か
り

や

す

く
親
し
み

や

す
い

」

も

の
に

な
る

こ
と
は

な
い

と
し

て
い
る

。
し
か

し

、
自

ら

が
浄

土
真

宗
を

自

ら
の

宗

と

す
る
教
え

と

し
て

、

そ

の
教
え
や

専

門
用

語
が

示
す

内
容

を

的
確

に

把
握
す

る
こ

と
で
、

日
常

語
や

譬

喩

・

因
縁
を
用

い

て
「

わ

か

り
や

す
く

親

し
み

や

す

い
」

布
教

伝

道
と

す

る

こ
と

も
可

能

と
な

り

、
そ
の

危
険

性
に
も

気
づ

く
こ

と

が

で

き
る

と
し

て

い
る

。

創

意
工

夫
を
凝

ら
し

て
伝

道
活

動
を

し

よ
う

と

す

る
姿

勢
は
重

要
で

あ

る
が
、

少
し

で
も
誤

解
を

招
く

よ

う

な
表
現
が
あ

れ

ば
、

間

違
っ
た

教
え

が
広
ま

る
危

険
が

あ
る

。

そ
の

よ

う

な
こ
と
が

起

こ
ら

な

い
よ
う

、
伝

道
者
は

教
義

・
用
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語
の

研
鑽

に
努
め

、

専
門

用

語
を

よ

く
咀

嚼
し
た

う

え
で

の

説
法

・

伝
道

を
心
掛

け

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。 

②
「

現

実
的

課
題
と

の
乖

離

」
で
は

、
「
現

実

的
課

題

に
対

す

る
教

学
の
構

築

を
す

る
べ
き

で

あ
る
」
と

い
う

指
摘

も

あ
る

が
、
葛

野

氏
は

、
ニ

ー
ズ
に

合
わ

せ

た

教
学

を
構

築
す
る

こ

と

は
、

現
実

的

課
題

に
応

え
る

た
め

に

、
仏

教

や
浄
土

真
宗

の
教
え

を
「

利
用

す

る

」

と
い

う
方

向

性
を

取

る

こ
と

に
な

り

、
仏

教
や

浄
土

真
宗

の

本
来

の
教

え
か

ら
乖

離

し
、

誤

解
を
与

え
る

可
能
性

が
大

き
い

と

し

て
い

る

。
現
実

的
課

題

に
対

し

て

、
直

接
的
に
言
及

さ

れ
て

い

な
い

か

ら
と

い
っ
て

、
新
し

い

教
学
を

構
築

す

る
の

で

は
な

く

、

教

学
を
基

に

し
て

、
現
実

的

課
題

を

ど
う
位

置
づ

け

、
ど

う
対
応

す

る
か

を
考
え

る

こ
と

が

重
要

で

あ
る

と

主
張

し
て
い

る
。 

③

「

伝

道
方

法
の

検

討
」

で

は

、
現

代
に

お

い
て

は

様

々
な

伝
道

方

法
が

あ

る
が
、

伝
道

方
法
が

検
討

さ
れ

続
け
て

い
る
と
い
う

こ

と

は

、
従

来
の

伝

道
方

法

が
十
全

で
は

な

く
、
反

省

す
る

点
が

あ

る
こ

と

を
意
味

し
て

い

る
と

葛

野
氏
は

指
摘

し
て
い

る
。

し
か

し

、
伝

道
方

法
に

十

全
な

も

の

が
あ

る
わ

け

で
は

な

い

の
で

、
よ

り

深
く

法

義
を
味

わ
う

た

め
に

伝

道
方
法

を
検

討
す
る

こ
と

を
重

要

視
す

る
べ

き
だ

と

し
て

い

る

。
ま

た
、

伝

道
方

法

の

目
新

し
さ

、

参
加

人

数

、
会

の
規

模

な
ど

、

期
待
さ

れ
る

効
果
に

の
み

焦
点

を

あ

て
て

、
共
に

仏

徳
讃

嘆

す
る

と

い
う
布

教
伝

道

の
本

来
の
意

味
が
疎

か
に
な
っ

て
は

意

味
が

な

い
と

し

て
い

る
。 

 

第

三

節 

僧

侶
・

寺

院
の
課

題 

 

伝

道

活
動
そ
の

も

の
の

課

題

点
に

つ
い

て

は
第

二

節

で
取
り
上
げ

た
が

、

そ

の
伝

道
活

動

の
拠

点

と
な
る

寺
院

や
、
模

範
的

存
在

た
る

べ

き
僧

侶
は

、

世
間

か

ら

は
ど

の
よ

う

に
評

価
さ

れ
て

い
る

の

だ
ろ

う

か

。
真

宗
教

団
連
合

に

よ
る
浄

土
真

宗
に
関

す
る

実
態

把

握

調
査

₃₀
で

は

、
僧

侶
に

対

す
る
評

価
に
関

連
す

る

調
査

と

し
て

、
「
Ｑ

一

八
：
僧

侶

に
対

す
る

イ

メ
ー

ジ
」
と
「

Ｑ
三
〇
：
僧
侶
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に
対

す
る

不

満
」
の

二
項

目

の
調

査

結
果

が
出
て

い

る

。「

Ｑ
一
八
：
僧
侶
に

対
す
る

イ
メ

ー

ジ
」
で
は

、
浄

土
真

宗
の
僧

侶
に
対
す

る
イ

メ

ー
ジ
と
し

て

、
ポ

ジ

テ

ィ
ブ

な
も

の(

Ａ)

と

、
ネ

ガ

テ
ィ

ブ
な

も

の(

Ｂ)

の
ど
ち

ら
に

多

く

分
布

し
て

い

る
か

が

表
さ
れ
て

い

る

。
「
全

体

」
で

の
結

果

は

、
「

親

し
み

が
あ

る

」

が
「

Ａ
に

近
い
：

七

〇
・
三

％

」
、
「

勉
強

熱

心

で
あ

る
」

が

「
Ａ

に

近
い
：
七

九
・

四

％
」
、
「
身

だ

し
な

み

が

整
っ

て
い

る

」
が

「
Ａ

に
近
い
：

八

八
・

〇
％

」
な

ど
、

全

て
の

項

目
に
お

い
て

七
割
～

八
割

程
度

が
ポ

ジ
テ

ィ

ブ
な

イ

メ
ー

ジ

に
寄

っ

て
い

る

。 

し

か

し

、
僧

侶
に
対

す
る

不

満
の
声

も
あ

る

。
「
Ｑ
三

〇
：
僧

侶
に

対
す

る
不
満

」
で
は
、
僧
侶

に

対
し
て
「

肯
定

」
的

な
イ
メ

ー

ジ
を

も

っ
て

い
る
の

は
二

・

四
％
、
「

特
に

な
い

・
興

味
が

な
い
等

」
は

六

八
・
六
％

、
「

不
満
あ

り

」
が

二
八

・

九
％

と

な
っ
て
い

る

。
「
不

満
あ

り
」
の
内

訳

と
し

て

は

、
「
行
動

、
態

度
、
姿
勢

に

対
す

る
不
満

」
が

三

四
・
六

％

と
最

も

多
く

、
「
行

動
、
態

度
、
姿

勢
に

対
す

る
不
満(

金
銭

、
生

活

面)

」
の

一
九
・
一
％

や

、「
法

話

、
教
化

、
修

学
に
対

す
る

不
満

」
の

一

八
・
四

％

な
ど

が

続
い

た

。

「

行

動

、
態

度
、

姿

勢
に

対

す

る
不

満
」
で

は
、

具

体

的
な
不
満

の

声
と

し

て

「
上

か
ら

目

線
」

や

「
信
頼

で
き

な
い
」

な
ど

が
挙

げ

ら

れ

、
「
法

話
、

教
化

、

修

学
に

対
す

る

不
満

」
の

具
体

的
な
声

と
し

て

は

、
「
勉

強
不

足
」
「

お

経

が
下

手
」

な

ど
が

挙

が

っ
た
。 

僧

侶

に

対
し

て
七

～

八
割

程

度

が
ポ

ジ
テ

ィ

ブ
な
イ

メ

ー
ジ

を
も

っ

て
い

る

こ

と
に

安
心

せ
ず
、

三
割

近
く

が
不
満

を
も
っ
て
い

る

と

い

う
こ

と
に
危

機
感

を

感
じ
る

べ
き

で

あ
る

。
不

満
の
声
と

し

て
挙

が

っ

た
「

上
か

ら

目
線

」

は
、
本

考
察

に
お
け

る
伝

道
活

動
の

定
義

に
含
ま

れ

る
「

同

朋
・
同
行

」
の
姿
勢

に

反
す

る

も
の

で

あ
り

、
「

信
頼

で
き

な
い
」
は

、
伝
道

活

動
の

み
な
ら

ず
教
団

の

信

頼
に
も

関
わ
る

重

大
な

問

題
で

あ

る
。
僧

侶
は

法

務
や

修

学
の
他

に
も

、
私
生
活

、
人

間

性
を

見

直
す

必

要
が

あ
る
。 

続

い

て
、
寺

院
に

対
す
る

評

価
を

見
て
い

こ

う
。「

Ｑ

二
九
：
寺

院
に
対
す

る
不
満

」
で
は
、「
肯
定

」
が
〇
・
九
％

、「

特
に

な

い
・
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興

味
が

な
い
等
」

が

六
七

・

四
％
、
「

不
満

あ
り

」

が
三
一

・
七
％

と
な

っ

た

。
「
不

満
あ

り
」
の

内

訳
と

し
て

は

、
最

も

多
か
っ
た

の

が
「

お
布

施
、
寄

付
等

に

対
す

る

不
満

」
の
二

九
・
八
％

、
続
い

て
「
疎

遠

、
近

寄
り

が

た
い

」
の

二
二
・
一

％

、「
行
動

、
態
度
、

姿

勢
に
対

す

る
不

満

」
の

一

三
・
五

％
、
「

行
動

、
態
度

、
姿
勢

に
対
す

る
不
満(

金

銭
・
生
活

面)

」
の

一
一
・
一
％

と

な
っ

た

。
最

も
多

か

っ
た

「
お
布

施
、

寄

付

等
に

対
す

る
不
満

」
の

具
体

的
な
声

と
し

て

は

、
「
金

額
が

不
明
瞭

」
「
寄

附

の
回

数
が

多

い
」
な
ど

が
挙

が
っ

た

。
ま

た
、
金

銭

に
対

す

る
不

満

の
声

と

し
て

、
「
布

施

の
額

に

よ
っ

て
対
応

が

違
う
」
「

贅
沢
」
が

挙

が
っ
た
。
「

寺
院

に

対
す

る

不
満

」
の

調

査
で

は

あ

る
が

、
こ

の

調
査

結

果

は
寺

院
を
運

営
す

る
僧

侶
へ

の
不

満

そ
の

も

の
で
あ

る
と

考
え
る

べ
き

で
あ

る
。

布

施
や
寄
付

は

「
お

気

持
ち
」

と
し

て

の
面

が
強

く
、

具
体

的

な
金

額
を

提
示

す
る

の

が
難

し

い
の
も

事
実

だ
が
、

そ
の

こ
と

を
理

解

し
て

も
ら

う

た
め

に

説

明
を

す
る
こ

と
は

で

き

る
。
寺
院

側

が
要

求
す

る
金

額
が

あ

ま
り

に

も
高
額

で
、

か
つ
何

の
説

明
も

な

さ

れ
て

い

な
け

れ

ば
、

僧

侶
と

門

徒
と

の
信
頼

関

係
に

も
影
響

が

出
て

く

る
だ

ろ

う
。 

  

第

四

章 

現

代
に

お

け
る

伝

道
活

動
の
事

例

と
今

後

の
展

望 

第

一

節 

伝

道
方

法

の
検

討 

 

伝

道

方
法
を
検

討

す
る

に

あ

た
っ

て
、

押

さ
え

て

お

か
な

け
れ

ば
な
ら

な

い
ポ
イ

ン
ト

が

あ
る

。

こ
こ
で

は
、

①
場
を

ど
こ

に
設

定
す

る
か

、
②
主

な

対
象

は

誰
か

、

③
教

義
に
そ

っ

た
内

容
か
、
④

効
果

が
期
待

さ

れ
、

継

続
性

が

あ
る

か

、
の

四
つ
を

扱
う
。 

①

伝

道

の
場

に
関

し

て
は

、

大

き
く

「
ａ

：
寺
院

な

ど

の
宗

教
施

設

内
」
、
「

ｂ

：
宗
教
施

設

外
」
、
「
ｃ

：
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
Ｓ
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Ｎ

Ｓ
上

」
の

三
つ

が

考
え

ら

れ
る

。
「

ａ
：
寺

院
な

ど

の
宗

教

施
設

内

」
に

お

け
る

活
動
に

は
、
法

座

や
施

設

内
で

の
縁
日

な
ど
が
当

て

は

ま

る
。
こ
れ

ら

の
メ

リ

ッ

ト
は

、
宗

教

施
設

内
は

非
日

常
的

空

間
だ

と

い

う
こ

と
で

あ
る
。

加

藤
智
見

『
見

つ
め
直

す
日

本
人

の
宗

教
心

』

₃₁
に

お

い
て
、
現

代
で

は
、
科
学

で
は

満

た
さ

れ

な
い

原

始
的
な

生
命

力

を
大

切
に
し

て
き
た

祭

り
や
仏

事
の
よ

う
な

非

日

常

的
体

験
が

必

要
で

あ

り

、
そ

の
よ

う

な
体

験
に

よ
っ

て
心
を

浄
化

し
自

分
を

見
つ
め

な
お

す

こ
と
が

で
き

る
と
し

て
い

る
よ

う

に

、
現
代
に
お

け

る
伝

道

を
検
討

す
る

う

え
で

、
宗

教
施

設
が

も

つ
宗

教

的

・
非

日
常

性

は
大

き

な
魅
力

と
な

る
。
デ

メ
リ

ッ
ト

と

し

て

は
、
伝
道

活

動
を

行

っ

て
い

る
こ

と
が
外

部
か

ら
認

知
さ

れ

づ
ら

い
点

、
遠

方
に
住

ん
で

い

る
人
が

参
加

し
づ
ら

い

点

な
ど

が
挙

げ
ら

れ

る
。 

「

ｂ
：

宗
教

施
設

外

」
に

お

け
る
活

動
は

、
「
グ

チ

コ
レ

」

₃₂
や
「

坊

主
バ

ー

」

₃₃
な
ど

が
当
て

は
ま

る

。
「
グ

チ
コ
レ

」
の

場

合

は
街

頭
で

の
伝
道

、「
坊

主

バ
ー

」
で

は
店

舗
で

の
伝
道

と

な
っ

て

い
る

。
街

頭
で

の
伝
道

の
最

大
の
メ

リ
ッ
ト

は
、
や

は

り
人

目

に

つ

き

や

す
い

と
い

う
点
で

あ

る

。
著

者
は
実

際
に

駅
の

近
く

で
グ

チ

コ
レ
の
活

動
を

見
た

こ

と
が

あ

る

。
駅

周
辺

と
い
う

こ
と

も
あ

り

、
自

然
と

多

く
の
人
の

目

に
ふ

れ

る

。
認

知
の

さ

れ
や

す

さ
と

い

う
点
は

街
頭

で

の
伝
道

の
大
き

な
メ
リ

ッ
ト

で

あ
る

と

い
え

る
。

「

坊

主
バ
ー

」
な

ど

の
店

舗

で

の
伝

道
活

動
の
メ

リ

ッ

ト
は

、
気

軽
に
立

ち
寄

る
こ

と
が

で

き
る

と

い

う
点

で
あ

る
。
バ

ー
の

場
合

は

、

た

だ
飲

酒
目

的
で
立

ち

寄
る
こ

と
も
出

来
、

寺

院

を
は

じ
め

と

す
る

宗

教

施
設

の
よ

う

な
緊

張

感
も
持

た
れ

づ
ら
い

。
た

だ
酒

を
飲

み

た
い
人
は

飲

酒
の

み

、

悩
み

ご
と

が

あ
れ

ば
僧

侶
の
バ
ー

テ

ン
ダ

ー
が

相
談

に
乗
っ

て
く

れ

る
と
い

う
画

期
的
な

ス
タ

イ
ル

で

あ

る

。
デ

メ
リ

ッ

ト
と

し

て

は
、

ど
ち

ら

も
「

面
と

向
か

っ
た
悩

み
相

談

」
が
メ

イ
ン

の

活
動

な

の
で
、

匿
名

性
が
確

保
さ

れ
な

い

と

い
う
点
や
、

相

談
に

乗

じ
て
宗

教
の
勧

誘
を

さ

れ
な

い

か
、

と

い
う

警

戒
心

を

抱
か

せ

得
る

と

い
う

点

な
ど

が
挙
げ

ら
れ
る
。 
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続

い

て

、「

ｃ
：
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ

Ｓ
上
」
で

の

伝
道

活
動

の
メ
リ

ッ

ト
と
デ

メ
リ

ッ

ト
を
見

て
い

こ

う
。
ａ

の
デ
メ

リ
ッ

ト
と

し
て

、「
伝

道

活
動
を
行

っ
て

い

る
と

い

う
情

報
が
外

部
か
ら

認

知
さ

れ

づ
ら

い
点
」
と
「
遠

方

に
住

ん

で
い

る
人
が

参
加
し

づ

ら

い
点

」
を
挙
げ

、

ｂ
の

デ

メ

リ
ッ

ト
と

し

て
、
匿

名

性
の
確
保

と

い
う

課

題
を
挙

げ
た

が

、
イ

ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

・

Ｓ
Ｎ

Ｓ

上

で
の

伝

道
は
、
こ
れ

ら

の
課
題

を

容
易
に

解
消

す

る
こ

と

が
で

き

る
。
イ
ン
タ

ー

ネ
ッ

ト

や
Ｓ

Ｎ

Ｓ
の

、
場

所

を
問

わ

ず
に
情

報

を
発

信
・

拡

散
で

き
る

と
い

う
特
徴

は

、
地
方

の
寺

院
な
ど

の

よ

う
に

、
伝

道

活
動
の
宣

伝
に

お
い

て

不
利

な

場
所
に

と
っ

て
は
強

い
味

方
と

な

る

。

ま
た

、
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ

ト
や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
上
で

伝

道

活
動

を
行
う

こ
と

で

、
匿
名

性
が
確

保
さ

れ

る
た
め

、
気

軽
に
悩

み
相

談
が

で

き
る

ほ
か
、
伝

道

者
と

の

や

り
と

り
に

要

す
る

時

間

と
場

所
の
制

限
が

大

幅
に
軽

減
さ

れ

る
の

も

強
み
で

あ
る

。
デ
メ

リ
ッ

ト
と

し

て
考

え
ら

れ
る

の

は
、

匿

名

性
は

情
報
を

発
信

す

る

伝
道

者
側

に

も
確

保
さ

れ
て

い
る

以

上
、

そ

の
こ
と

を
悪

用
し
て

強
引

に
宗

教
の

勧

誘
を

し
た

り

、
誤

っ

た
教
え

を
広
め

る
と

い

う

事
態

を
引
き

起
こ

し

う

る
点

や
、

個

人
差

が

あ
る
と

は
い

え
、
年

齢
や

世
代

に

よ

っ

て
ネ

ッ
ト
を

利
用

す

る
能
力

の
格

差

、
デ

ジ

タ

ル
・

デ
ィ

バ

イ
ド

が
生

じ
る

可
能

性

が
あ

る

。
第
二

章
の

第
二
節

で
と

り
あ

げ

た
真

宗
教

団
連

合
に
よ

る

調

査
に

お
い

て

も
、
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

や
Ｓ

Ｎ

Ｓ
の
中

で
は

本

音
を

出

せ
る
と

い
う

割
合
も

二
〇

代
が

他
の

世

代
と
比
べ

て

多
か

っ

た

こ
と

か
ら

も

、
イ

ン

タ

ー
ネ

ッ
ト

・

Ｓ
Ｎ

Ｓ
活

用
に

よ
る

効

果
に

は

、
世
代

間
の

格
差
が

あ
る

と
考

え

ら

れ

る
。
ｃ
は

魅

力
的

な

メ

リ
ッ

ト
も
多

く
あ

る
一

方
で

、
伝

道
の
対

象
を

あ
る

程
度

限

定
し

て

し
ま
う

と
い

う

デ
メ

リ
ッ

ト
も

あ

る

。 

ま

た

、
②
に

示
し

た

通
り

、
メ

イ
ン

タ
ー

ゲ

ッ
ト
を

明
確

に

す
る

必

要
も

あ

る

。
若

者
向

け
・
保

護

者
向

け
・
子

供
向
け

の
ほ
か
、

料

理
が

好
き

な
人

向

け
な

ど

、

様
々

な
パ

タ

ー
ン
が
考

え
ら

れ
る

。

万
人

向
け

の
活

動
と

は

違
い

、

タ
ー
ゲ

ッ
ト

を
限
定

す
る

こ
と
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に

よ

っ
て
、
自
然

と

参
加

者

間
に

共

通
点
が

生
じ

、
参
加

者

同
士

の

距
離

感
が
縮

ま

り
、

誘

い
合

っ

て
の

参

加
が

期
待
で

き
る
。 

③

と

④
に
関

し
て

は

、
葛

野

洋
明

氏
が

、『
寺
院

活

動
事

例

集
ひ

ろ

が
る

お
寺
～

寺

院
の

活

性
化

に

向
け

て

～

』
に

お
い

て

、
イ
ベ

ン

ト
の
ア

イ

デ
ア
が

浮
か

ん

で
も

、
肝

心
な
仏
教

の

教
え

が

伝
わ

ら

な
か

っ

た
り(

イ

ベ
ン

ト
へ
の

参
加
者

が
い

て

も
、
イ

ベ
ン

ト
に

付

随

す

る

法

要

や

法

話
に

参

加

し

な

い

な

ど)

、

一

過

性

で
継

続

し

な

い

も

の

の

ま

ま

終

わ

っ

て

し

ま

っ

て

は

い

け

な

い

と

し

て
お

り

₃₄
、

確

か

に

イ

ベ

ン

ト

の

奇

抜

さ

や

目

新

し

さ

は

、

注

目
を

浴

び

た

り
興

味

を

惹
き

つ

け

る

と

い

う

点

で

は

有

効

な

要

素

だ

が

、

伝

道

活
動
の
定
義

に

も
、「

同

朋
・
同
行

の
仲
間
と
と

も
に

、
阿
弥

陀

仏
の

仏

徳
を
讃

嘆
し

、
浄
土

真

宗
の
み

教
え

を

聴
聞

す

る
こ

と
」

と
示

し
た

よ

う
に

、
阿
弥

陀

仏
の

仏

徳
の

讃

嘆
・
浄

土

真
宗

の

み
教
え
の

聴

聞
が

浄

土
真
宗

に
お

け

る
伝
道

活
動

の

大
前

提

な
の

で
、

そ

れ

ら

を
欠
い
た

活

動
は

た

だ

の
イ

ベ
ン

ト
に
終

止
し

て
し

ま
う

。

継
続

性
に

関
し

て
は

、

活
動

内

容
に
よ

っ
て

は
継
続

的
・

定
期

的
に

開

催
す

る
こ

と

が
困

難

な
場
合

も
あ

る

の
で

、
必

須
条

件
と

ま

で
は
言
え

な
い

点
で

は

あ
る

。

し

か
し
、
参

加
者
た

ち
が

定
期

的
に

寺

院
へ
足
を

運

ぶ
機

会

や
仏
教

の
教
え

に
ふ

れ

る

こ
と

が
で

き

る
機

会
を

提
供

す
る

と

い
う

意

味
で
は

、
継

続
性
が

あ
る

ほ
う

が
望

ま
し

い
こ
と

は

明
ら

か

で
あ

る

。
ま

た

、
継

続

性
が

あ

る
こ

と

で
参

加

者
に

馴

染
み

の

顔
ぶ

れ

が
う

ま

れ
、

寺
院
が

T
P

や

S
C

と

な

る
こ

と
も
期

待

で
き

る

。 

 

第

二

節 

伝

道
活

動

の
事

例
と
こ

れ

か
ら

の
伝
道 

 

第

一
章

の
第
二

節

で
は

、
宗

教

の
役

割
の
ひ
と

つ

と
し

て

、「

場
所

を
提

供
す
る
役

割
」
を
挙
げ

た
。
寺

院
の
場

合
、
一

言

に
「

場
」

と
言

っ

て
も

さ
ま

ざ

ま
な

面

を

も
っ

て
い

る

。
こ

こ

で

は
、

①
「

非

日
常

的

・

宗
教

的
空

間
、
聴

聞

の
場
、

悲
し

み
の
場

」
と

、
②
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「

イ

ベ
ン

ト
会
場

、T
P

・S
C

と

し

て

の
場
」
の
二
つ

に
分

類
す
る

。
本
考

察

で
は

便

宜
上

、
こ
の

二

つ
の

面

に
分

類

し
て

論
述
す

る

が

、

こ

の
寺

院
の

二

面
性

は

表

裏
一

体
の
状

態
と

な

っ

て
い

る
こ

と

が
望

ま

し

い
と

著
者

は

考
え

る

。
①
の

機
能

は
寺
院

で
あ

る
以

上

、
ほ

ぼ
す

べ
て

の
寺
院

が

も

つ
も

の
で

あ

る
が

、

②

の
機

能
に
関

し
て

は

、
寺
院

の
運

営

者
の

意

向
に
依

存
し

て
お
り

、

一

見
、

無
く

と

も
寺

院
と

し

て
は

成

立
す
る

よ
う

に
見
え

る

。

小
谷

み
ど

り

氏
の

「
寺

院
と

の
か

か
わ
り

～

寺
院
の

今
日

的
役
割

と
は

」
に

お

い

て
も

₃₅
、
対

象
が

四
〇

歳

か
ら

六

九
歳

に
限
定

さ

れ
て

い

る
と

は

い
え

、「

寺
院
を

訪
れ
た

理
由(

複
数
回

答
可)

」
に
お
い

て
、

①

に
関
連

す

る
「

お
墓
参

り
」
が

六
二
・
八

％
、
「

法
事
」
が

三
〇
・
五

％
と
な

っ
て
お

り
、
②

に

関
連

す
る
「

講
演
会

、
縁

日
、
音

楽

界
な

ど
の
行
事

」

が
二

八

・
九
％

と
し

て
挙
が

っ

て

い
る

程
度

で

、
①

に
関

連
す

る
目

的

で
寺

院

に
足
を

運
ぶ

割
合
が

多
い

傾
向

に

あ

る

の
も
事
実

で

あ
る

。

し

か
し

、
①

の
機
能

ば

か

り
に

偏
り

、

②
の
機

能
を
軽

視
す

る

よ
う

で

は

、
寺

院
と

い
う
「

場
」

を
有

効

活

用
す

る

こ
と

が

で
き

て

い
な

い

と
考
え

る
。 

大

谷

栄
一

氏
は
『

と
も
に

生

き
る

仏

教─
お

寺
の

社

会
活

動

最
前

線
』
に

お

い
て

₃₆
、
寺

を

開
い
て
地

域
の
課

題
や

社

会
活

動

を

行
う

こ

と
は
世
俗

化

だ
と

批

判
す
る

声
も

あ

る
が

、

そ

う
し

た
社

会

活
動
を
通

し
て

地
域

と

の
関

係

を
見
直

し
、

新
た
な

宗
教

的
ケ

ア
や

サ

ポ
ー

ト
、
檀

信
徒

と

の
つ
な

が
り

を

う
み

だ

し

た
り

、
寺
を

開
く

こ

と

で
地

域
に

お

け
る

さ

ま

ざ
ま
な
立

場
の
人

々
が

協
力

し

あ

う
地

域
づ
く

り

の
拠

点

、
つ

ま
り
本

考
察
に

お

い
て

何

度
も
述

べ
て

き

た

S
C

と
な
り

得
る

場

だ
と

し

て
い

る
。
ま
た

、
そ

の
事

例
と

し
て

「
サ
ラ

ナ

親
子

教

室
」

が

挙
げ
ら

れ
て

い

る

。
「

サ

ラ
ナ

親
子

教

室
」

の
Ｈ
Ｐ

の

紹
介
文

は
、

以

下
の

通

り
で

あ
る

₃₇
。 

同

じ

境

遇
の

母
親

ど

う
し

が

つ

な
が

り
悩

み

を
語

り

合
う
こ

と
で

、

さ
ま

ざ

ま

な
気

付
き
を

得
て
、

前

向
き

な
気

持

ち
で

育
児

に

取

り
組
め

る
よ

う

に
な

っ

て

も
ら

い
た

い

と
思

い

ま

す
。

こ
の

よ

う
な
子

育

て
の

場
と
し

て
、
最

適

な
の

が
お

寺

で
す

。
仏
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さ

ま

の
ご
加

護
を

願

っ
て
手

を
合

わ

せ
る

な

か
で

、

母
子

と

も
に
安

ら
か

な

心
が

育
ま
れ

て

い
く
こ

と
を

願

い
ま

す

。 

た

だ

子

育
て

の
支

援

を
す

る
だ

け
な

ら
、
寺

院
以

外

の

場
で

も
で

き

る
。

し

か

し
、

非
日

常
性
や

宗
教

性
を

伴
う
寺

院
に
お
い
て

取
り

組
む

こ

と
で

、
ス
ピ

リ

チ
ュ

ア

ル
な
癒

し
や

仏

法
と

い

う
心
の

支
え

に

よ
る

差

別
化

に

成
功

し

て
い

る

。 

ま

た
、
ネ

ッ
ト

上

と
い
う
「
場

」
に

お

い
て

も
興

味

深
い
事

例
が

あ

る
。
他
力

本
願.

n
e
t

と

い
う
サ

イ
ト

に

は
、「
僧
侶

の
部
屋

」

と

い

う
コ

ン

テ
ン

ツ
が
あ

り

、「

生
活

の

様
々
な
お

悩

み
投

稿
に

、
僧

侶
達
が

座
談

会

風
に

お
応
え
し

ま
す
」
紹
介
さ

れ
て

い
る

₃₈
。

こ

の
「

僧

侶
の

部

屋
」
で

は
、
サ

ッ
カ

ー
僧
侶
や
愛

犬
僧

侶

な
ど

、
個
性

豊

か
な

僧

侶
た
ち

が
投

稿

者
の
悩

み
に

つ

い
て

話

し
合

い

、

解

決

策
を
模

索
し

て

い
く

形

式
と
な

っ
て

い

る
。
浄

土

真
宗

本
願

寺

派
が

運

営
す
る

サ
イ

ト

だ
が

、

仏
教
用

語
が

用
い
ら

れ
た

り
、

直

接
、
仏
教
の

話
へ

誘
導

す

る
と

い

う
形

式
は
と

ら

れ
て

お

ら
ず

、「
宗

教

臭
さ

」
が
感
じ

ら
れ

な
い
よ

う
に
な

っ

て
い
る

。
こ
の
こ

と

は

、
教
義
を
直

接

伝
え

る

も

の
で

は
な

い

の
で

、

一

見
す

る
と

、
伝
道

活

動
と
し

て
見
る

と
効

果

は
薄
い

よ
う

に
感
じ

ら
れ

る
か

も

し

れ

な
い

。
し

か

し
、

僧

侶
と
い

う
存

在
と
の

間
の

壁
を
壊
し

た

り
、
仏

教

・
真

宗
に
親

し
む

き

っ
か
け

、
第

一
歩
と

し
て

の
効

果
は

期
待

で

き
る

。
何
よ

り

、
ネ
ッ

ト
上
で
誰
も

が

相
談

を

投
稿

す

る
こ

と

が
で

き

る
と

い

う
点
に

大
き
な

意
義

が

あ
る

と

考
え

る
。

第

二

章
の

第

二
節
で

ふ
れ

た

、
真

宗
教

団

連
合
に

よ

る
調

査

結
果

で

も
挙
げ

た
よ
う

に
、「
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト

や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の

中
で
は

本

音
を

出
せ

る

」
と
い

う
人

が

、
二

〇
代

～
三

〇
代

に
集
中

し

て
い

る

と
い

う
点
か

ら

も

、
ネ
ッ
ト

世

代
の
若

者
を

対

象
と

し

た
場

合

、

「

僧

侶
の

部

屋
」
の

よ
う

な

、
ネ

ッ

ト
上
で

の
お

悩
み
相

談
の
場
が

必
要

と

さ
れ

る

時
代

に

な
っ

た

と
い

え

る
だ

ろ
う
。 

 

こ

れ

ま
で

、
伝

道

活
動

の

事

例
を

挙
げ

な

が
ら

、
今

後
の
伝
道

活

動
に

活
か

す
べ

き
点
や

課
題

点

を
見
て

き
た

。
し
か

し
、

例
え

ば
全

て

の
寺

院
が

規

模
の

大

き

い
活

動
を

す

る
こ

と

は

現
実

的
で

は

な
い

し

、
子
供

が
少
な

い
地

域

で
子
供

を
メ

イ
ン
タ

ー
ゲ

ッ
ト
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と

し

た

「
ジ

ッ
セ

ン

ジ
ャ

ー

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

」
の

よ

う

な
ヒ

ー
ロ

ー

シ
ョ

ー
を

開
催

す
る

こ

と
は

、

そ

の
地

域
に

適
し
た

活
動

と
は

い

え

な

い
だ

ろ
う

。
地
域

の

特

性
・

寺
院
の

規
模

・

時

間
的

余
裕

な

ど
は

寺

院
に
よ

っ
て

さ

ま
ざ

ま

な

の
で
、
大

き
な
活

動
を

す
る

こ

と

が
で

き

る
寺

院

も
あ

れ

ば
、

そ

う
で

な

い
寺

院
も
存

在
す
る

。

し
か

し

、
そ

の

差
を
補

う
手

段

は
い

く

つ
も

考
え
ら

れ
る
。 

例

え

ば

、
縁

日
な

ど

の
比

較

的

広
い

場
所
を
必
要

と

す

る
催

し
を

し

て
み

た

い

が
、

寺
院

内
の
敷

地
が

狭
い

場
合
は

、
寺
院
同
士

の
連

携

で
、
他
の

寺

院
の

場

所
を
借

り
た

り

、
別

院
な

ど
の

施
設

を

利
用

す

る

な
ど

の
方

法

が
考

え

ら
れ
る

。
こ

う
す
る

こ
と

で
、

違
う

寺
の

門

徒
同

士

、
僧

侶

同
士
の

新
た

な
関
係

が
生
ま

れ

る
場
や

、
寺

院
の
活

動

を
宣

伝

す
る

場

と
し

て

も
期

待
で
き

る
。 

ま

た

、

時
間
を
つ

く

る
と

い

う

意
味

で
は

、
寺
院

の

Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
や

キ

ャ
ッ

シ

ュ

レ
ス

、
ク
ラ

ウ
ド

の
導

入
も

有
効
な

策
の
一
つ
だ

と
曹

洞
宗

慈

願
寺
の

柴
原

幸

保
氏

は

話
す

₃₉
。
柴

原

氏

は

、
寺

院
の

Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
に
よ

り
、
檀

家
管
理

の
効
率

化

、
檀
信

徒
と
法

事
の

日

程
の

打
ち
合
わ

せ

や
、

住

職
と
の

面
談
の

打
ち

合
わ

せ
な

ど
を

行

う
こ

と

が

で
き

る
コ

ミ

ュ
ニ

ケ

ー

シ
ョ
ン
ア

プ
リ
の

開
発

が
期

待
で

き

る
と

し
、
ウ

ェ
ブ

サ

イ

ト
だ

け
で

な

く
、
Ｓ

Ｎ

Ｓ
や
ア
プ

リ

と
い

っ

た
新
し

く
多

様

な
ツ

ー

ル
を
用

い
る

こ
と
が

大
切

だ
と

主

張
し

て
い

る
。
ま

た
、

キ

ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
や
ク

ラ

ウ

ド
会

計
ソ

フ

ト
を

導

入
す
る

こ
と

で

、
金

銭

の
管
理

、
仕

訳
の
手

間
が

大
幅

に
軽

減
さ

れ

、
そ
の

ぶ
ん

の

時
間

を
他
の

活

動
に
充

て
る

こ

と
が

で

き
る

と

い
う

₄₀
。「

テ

ク

ノ

法
要

」
と

い

う
電

子
音

楽
を
法

要
に

用
い

る

取
り
組
み

を

し
て

い

る

浄
土

真
宗

本

願
寺

派

福

井
教

区
一

乗

組
照

恩

寺

は
、

テ
ク

ノ

法
要

に

必
要
な

ソ
フ

ト
ウ
ェ

ア

や

照
明

設
備

は
ク

ラ

ウ
ド

フ

ァ
ン

デ

ィ
ン

グ

で
集
め

た
金

で
購
入

し

た
と

い

う
例

も

あ
る

₄₁
。
ネ

ッ

ト

上
に

も
伝
道

活

動
の
手

助
け
と

な
る

さ

ま

ざ
ま

な
ツ
ー

ル

が
あ

る

現
代
で

は
、

そ

れ
ら

を
使
い

こ

な
す
手

腕
が

伝

道
者

に

は
求
め

ら
れ

て

い
る

。 

他

に

も
、
伝

道
活

動

を
し

て

み
た

い

が
、

ど

の
よ

う

に
す

れ

ば
い

い

の
か

分

か
ら

な

い
場

合
や
、

初
め
て

で

不
安
だ

と
い
う

僧
侶
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も

い

る
だ

ろ

う
。

そ

の
よ

う

な
僧

侶

に
向
け

た
取

り
組
み

と

し
て

、
浄
土

真

宗
本

願

寺
派

の

「
子

ど

も
・

若

者
ご

縁
づ
く

り
」
が
あ

る

。
「

子
ど

も

・
若

者
ご

縁

づ
く

り

」
の
ホ

ー
ム

ペ

ー
ジ

に
記
載

さ

れ
て

い

る
活

動

概
要

は

以
下
の

通
り

で

あ
る

₄₂
。 

「

子

ど
も
・
若

者

ご

縁
づ

く

り
」
と

は
、
「
青
少
年

教

化
活

動

」
そ

の

も
の

の

こ
と
で

す
。
全

寺
院

で

推
進

し
て
い

る
「
キ

ッ

ズ

サ

ン

ガ

」
を

さ
ら

に

展
開
す

る

と
共
に
、

特

に
若

者

層

（
中

学
生

・

高
校

生

・

学
生
・
社

会

人
な
ど

）

へ
の

働
き

か

け
を

強
め

て

い

こ

う
と

す
る

も

の
で

す

。

年
齢
や
地

域

な
ど

そ

れ

ぞ
れ

の
お

か

れ
た

状

況

を
把

握
し
、

若
者
も

手

を
合

わ
せ

お

念
仏

申
す

ご

縁

を
「

つ

く
り

」
、
そ

の

ご
縁

を

「
つ

な

ぎ
」
、

そ

し
て

「

深
め

る
」

こ

と
に

取

り
組

ん
で
い

き

ま
す
。 

同
サ

イ
ト

内
に
は

、「
子
ど

も

の
集

い
」
を

開
催
し

た

い
寺

院
の
手

助

け
と

な

る
よ
う

に
、
企
画
の

マ

ニ
ュ

ア

ル
も

サ
イ
ト

内
に
掲

載

さ

れ

て
お

り

、
伝

道

活
動

を

始
め

た

い
僧

侶
の
サ

ポ

ー
ト

が
行
わ

れ

て
い

る

。 

   

結

論 

 

現

代

に
お

け
る
日

本
人

の

多
く
は

、
宗

教
に
関

連
す

る
年

中
行

事
、
日

常
会

話
、

文
化

に

囲
ま

れ

た
生
活

を
送

っ
て
い

る

い

っ
ぽ

う

で
、

宗
教
へ
の

信

仰
心

や

教

団
へ

の
所

属

意
識
が
低

い
傾

向
に

あ

る
。

し

か

し
、

宗
教

に

は
多

く

の
可
能

性
が

あ
る
。

そ
れ

は
時

に
文

化

の
一

部
と

し

て
生

活

を
豊
か

に
し
、

死
別

の
苦

し
み

の
中
で

心
の

支
え

と
な

っ
た

り

、
心

が

安
ら
ぐ

居
場

所
を
与

え
て

く
れ

る

な

ど

、
人

付
き

合

い
に

対

し

て
複

雑
な
感

情
を

も

っ

て
い

た
り

、

競
争

の
ス

ト
レ

ス
に
悩

ま
さ

れ

る
よ
う

な
現

代
の
日

本
社

会
を
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「

生
き
や

す

く
」
す

る
可

能

性
で

あ

る
。
そ

し
て

、
そ
の

宗

教
の
教

え
を

ひ

ろ
め

る

の
が

、

伝
道

者

と
呼

ば

れ
る

存
在
で

あ
る
。 

 
浄

土

真
宗
に
お

け

る
理

想

的

な
伝

道
者
と

は
、

同

朋

・
同

行
の
仲

間
と

と

も

に
、

阿
弥

陀

仏
の

仏

徳
を
讃

嘆
し

、
浄
土

真
宗

の
み

教
え

を
聴

聞
す
る

者

た
ち

の

模
範

的

存
在
で

あ
る

。
浄

土

真
宗

に
お

い
て

は

、「

ジ
ッ

セ

ン
ジ
ャ
ー

プ
ロ
ジ

ェ

ク
ト
」
、「
グ

チ
コ
レ

」
、

「

僧

侶
の
部

屋
」
な

ど
、

非

常
に
ア

イ
デ

ア
に
富

ん

だ

活
動

で
伝

道

者
が

活

躍
し
て

い
る

。

そ
の

一

方
で
、

専
門

用
語
の

問
題

、
活

動

内

容
の
検

討
の

課

題
、

さ

ら

に
は

、
僧

侶
や
寺

院
の

課
題

も
少
な

く
な

い

。
そ
の

中
に

は

伝
道

者

が
心
を

改
め

れ
ば
す

ぐ
に

改
善

で

き

る
も

の

も
あ

れ

ば
、

伝

道
者

自

身
の
修

学
・

研

鑽
を

要
す
る

も

の
な

ど

、
改

善

が
困

難

な
も

の

も
存

在

す
る

。 

現

代

で

は
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト

や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
の

普

及
に

よ

っ

て
、

今
ま

で
知
ら

れ

て

い
な

か
っ
た

活
動

が
認

知
さ

れ
た
り

、
伝
道
活
動

の
事

例

を
紹

介
す

る

書
籍

や

研

究
も

増
え

て

い
る

。
な

か
に

は
宗

教
が
異

な

っ

て
い

る
場

合

や
、

宗

派
が
違

う
も

の
も
当

然
含

ま
れ

て

い

る
が
、
そ
の

よ

う
な

違

い
を
気

に
せ

ず

、
見

習
う

べ
き

点
は

ど

ん
ど

ん
吸

収
し

て
い

く
べ
き

で
あ

る
。

そ
し

て
参
考

に
す

る
際

は

、
活

動
の
内
容

や

、
活

動

拠

点
に

は
長

所
と
短

所
が

存
在

す
る

関

係
上

、
伝

道
活

動
の
場

を
ど

こ

に
設
け

る
か

・
メ
イ

ン
タ

ー
ゲ

ッ

ト
層

の
設

定
・
教

え
に

そ

っ

た
活

動
内

容
か
・

継

続

性
が

あ
り

、
効
果

が
見

込
め

る
か

、

の
四

点

を
検
討

す
る

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。 ま

た
、
伝

道
活

動
の
助
け

と

な
る
ツ

ー
ル

も

た
く

さ

ん
あ

る
。
現

代
で
は

、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
や

ク

ラ
ウ
ド

な

ど
の
最

新
技

術

や
、「

子
ど
も
・

若

者
ご

縁
づ

く
り

」

の
よ

う

な

伝
道

活
動
を

ス
タ

ー

ト

し
た

い
僧

侶
を
サ

ポ

ー

ト
す

る
宗

派

の
取

り

組
み
な

ど
が

あ
る
。

そ
れ

ら
の

ツ

ー

ル
の
有

効
活

用
に
加

え

、
時
代

に
よ

っ

て
宗

教
や

伝
道

活
動

の

内
容

へ

の
ニ
ー

ズ
が
変

わ
り

、

最
新
の

技
術

も
日
々

世

の

中
に

出
て

く
る

現

代
で

は

、
伝

道

者
は

よ

り
社

会
の
情

勢
に
敏

感
に
な

る

必
要

が

あ
る

だ

ろ
う

。
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註 1
二

〇

一
三
年

か
ら
龍

谷
大

学

の
実

践

真
宗

学

研
究
科

に
よ

っ

て
展

開
さ
れ

て

い
る

、
ヒ

ー
ロ
ー
シ

ョ

ー
を

通

じ
て
仏

教
を
伝

え
て

い

く

活
動

。(

他

力

本
願.

n
e
t
 h

t
t
p
:
/
/
t
a
r
i
k
i
h
o
n
g
w
a
n
.
n
e
t
/
s
o
u
c
i
a
l
_
n
e
t
w
o
r
k
/
9
3
7
5
.
h
t
m
l

、
二
〇

二

〇
年

一

月
五
日

参
照
。) 

2
影

山
教
俊

『

寺
と

仏

教
の

大

改
革

』
、
国

書

刊
行

会

、
二

〇

〇
九

年

、
二

二

頁
。 

3
吉

川

順
弘

『
神
と

仏

の
明

治

維
新
』
、
洋
泉

社
、

二

〇
一

八

年
、

三―

四

頁

。 

4
文

化

庁 

宗

教
年

鑑

平
成

三

〇
年

版 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
u
n
k
a
.
g
o
.
j
p
/
t
o
k
e
i
_
h
a
k
u
s
h
o
_
s
h
u
p
p
a
n
/
h
a
k
u
s
h
o
_
n
e
n
j
i
h
o
k
o
k
u
s
h
o
/
s
h
u
k
y
o
_
n
e
n
k
a
n
/
p
d
f
/
h
3
0
n
e
n
k
a
n
_
g
a
i
y

o
.
p
d
f

、
二

〇

一
九
年
一

二

月
一

一

日
参

照
。 

5
井

上

順
孝

『

現
代

宗

教
事

典

』
、
弘

文

堂
、

二
〇

〇

五
年

、

二
二

六―

二

二

七
頁

。 

6
ジ

ョ

ン
・R

・

ヒ
ネ

ル
ズ

『

世
界

宗

教
事

典

』
、

青

土
社

、

一
九

九

一
年

、

二
〇

〇―

二

〇

一
頁

。 

7
友

久

久
雄

・

吉
川

悟

編
『

仏

教
と

カ

ウ
ン

セ

リ
ン

グ

の
意

義 

悩
み

に
対

す

る
宗

教

的
・
心

理
的

ア

プ
ロ
ー

チ

』
、

自
照
社

、
二

〇

一

六
年
、

四
頁

。 

8
井

上

順
孝

『

宗
教

社

会
学

が

よ
～

く

わ
か

る
本
』
、
秀

和
シ

ス

テ
ム

、
二

〇

〇
七

年

、
一

八―

一

九
頁
。 

9
二

〇

〇
八

年
に
制

作

さ
れ

た

松
竹
の

日
本

映

画
。
小

林

大
悟

と

い
う
男
性

が

納
棺

師

と
し

て
さ
ま

ざ

ま
な
死

と
向
き

合
い
成

長
し

て

い

く

物

語

。

第

八

一

回

ア

カ

デ

ミ

ー

賞

で

、

日

本

映

画

史

上

初

の

外

国

語

映

画

賞

を

受

賞

し

た

。

(

映

画

.
c
o
m
 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
i
g
a
.
c
o
m
/
m
o
v
i
e
/
5
3
3
3
7
/

、 

二

〇
二

〇

年
一

月

五
日

参

照
。)

 

http://tarikihongwan.net/soucial_network/9375.html、二〇二〇年一月五
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h30nenkan_gaiyo.pdf、二〇一九年一二月一一
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h30nenkan_gaiyo.pdf、二〇一九年一二月一一
https://eiga.com/movie/53337/
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10
一

九

九
五

年
に
テ

レ

ビ
東

京

系
列
で

放
送
さ

れ
た

、
庵

野
秀

明
監

督

に
よ

る
Ｓ
Ｆ

ロ
ボ
ッ

ト

ア
ニ
メ

。
使
徒

と
呼
ば

れ
る

キ

ャ
ラ 

ク

タ

ー
に

、
ア
ダ

ム

や
リ

リ

ス
な

ど

と
い

っ

た
聖

書

に
由

来
す
る

名

称
が
用

い
ら

れ
て
い

る

。 

(

映

画.
c
o
m
 
h
t
t
p
s
:
/
/
e
i
g
a
.
c
o
m
/
o
f
f
i
c
i
a
l
/
e
v
a
n
g
e
l
i
o
n
/
c
h
a
r
a
c
t
e
r
/

、 

二

〇

二
〇
年

一
月

五

日
参

照

。)
 

1 1
島

薗

進
『

現

代
宗

教
と
ス

ピ

リ
チ

ュ

ア
リ

テ

ィ
』
、
弘

文
堂

、

二
〇

一
二

年

、
一

二
七
頁

。 

1 2
加

藤

智
見

『

見
つ

め

直
す

日

本
人
の

宗
教

心

』
、
原

書
房

、

二
〇

〇

六
年

、

一
八

一
頁
。 

1 3
星

野

哲
『
「

定

年
後

」
は

お
寺
が

居

場
所

』
、
集

英

社
、

二

〇
一

八

年
、

三

四―

三

五
頁

。 

1 4
星

野

哲
『
「

定

年
後

」
は

お
寺
が

居

場
所

』
、
集

英

社
、

二

〇
一

八

年
、

三

五―

三

六
頁

。 

1 5
寺

川

幽
芳
「

日

本
人
の
宗

教

意
識
と

浄
土

教

」
、
龍

谷

大
学 

真
宗

学
会
『

真

宗
学

第
一
一

一
・
一
一

二
合

併

号
』
平
成

一
七
年

三

月

、

五―

九

頁
。 

1 6
加

藤

智
見

『

見
つ

め

直
す

日

本
人
の

宗
教

心

』
、
原

書
房

、

二
〇

〇

六
年

、

六
五―

六
八

頁

。 

1 7
加

藤

智
見

『

見
つ

め

直
す

日

本
人
の

宗
教

心

』
、
原

書
房

、

二
〇

〇

六
年

、

二
四

七
頁
。 

1 8
真

宗

教
団

連

合 

第

二
回 

浄

土
真

宗
に
関

す
る

実

態
把

握

調
査

（

二
〇

一

八
年

度
） 

結

果
報

告

書
（

概
要
編

） 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
8
.
p
d
f
?
0
1
2
9

、
二

〇
一
九

年
一

二

月
一

一

日
参

照

。 

1 9
Ｎ

Ｈ

Ｋ
放

送

文
化

研

究
所 

日
本

人
の
宗

教

的
意

識

や
行

動
は
ど

う

変
わ

っ

た
か

～I
S
S
P

国
際

比

較
調

査

「
宗

教
」
・

日

本
の

結

果

か

ら
～
」 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
h
k
.
o
r
.
j
p
/
b
u
n
k
e
n
/
r
e
s
e
a
r
c
h
/
y
o
r
o
n
/
p
d
f
/
2
0
1
9
0
4
0
1
_
7
.
p
d
f

、

二
〇

一

九
年

一

二
月

一

一
日

参
照
。 

https://eiga.com/official/evangelion/character/
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2018.pdf?0129、二〇一九年一二月一一
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf、二〇一九年一二月一一
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20N
e
w
S
p
h
r
e
 

日
本

人
の
宗

教

観
、

海

外
と
違

う
け

ど

変
じ

ゃ

な
い

？
米
メ

デ

ィ
ア

が

探
る

日
本
人

の

心
根 

h
t
t
p
s
:
/
/
n
e
w
s
p
h
e
r
e
.
j
p
/
n
a
t
i
o
n
a
l
/
2
0
1
5
0
9
2
2
-
1
/

、
二

〇

一
九
年
一

二

月
一

一
日
参
照

。 

2 1
Ｎ

Ｈ

Ｋ
放

送

文
化

研

究
所

『

現
代

日

本
人

の

意
識

構

造[

第

八

版]

』
、
Ｎ

Ｈ

Ｋ
出

版
、
二

〇

一
五
年

、
一

三
二―

一

三
九
頁 

2 2
真

宗

教
団

連

合 

浄

土
真

宗

に
関

す

る
実

態

把
握

調

査 
(

二

〇
一

七
年

度)
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
7
.
p
d
f

、

二

〇
一

九

年
一

二

月
一

一

日
参

照
。 

2 3
深

川

宣
暢
「

真
宗

伝

道
学

方

法
論

の

考
察─

真
宗

教

義
と

伝

道
学
の

方
法─

」
龍
谷

大
学 

真
宗

学
会
『
真

宗
学
第

一
一
九
・
一

二

〇
合
併

号
』
、
二

三
二―

二
三

五

頁
。 

2 4
深

川

宣
暢
「

真
宗

伝

道
学

方

法
論

の

考
察─

真
宗

教

義
と

伝

道
学
の

方
法─

」
龍
谷

大
学 

真
宗

学
会
『
真

宗
学
第

一
一
九
・
一

二

〇

合
併

号

』
、
二

三
三―
二
三

四
頁
。 

2 5
葛

野

洋
明
「

現

代
に

お
け

る

真
宗

伝

道
の

課

題
」
龍

谷

大

学 

佛

教
文

化
研

究

所
紀

要
第
五

〇

集
創

設

五
〇

周
年
記

念
特
集

号

、
七

八

頁 

2 6
葛

野

洋
明
「

真
宗

伝

道
の

実

践
研

究─

国

際

伝
道
の

実
状

か

ら
窺
う─

」
龍

谷

大
学 

真

宗
学
会
『
真

宗
学

第
一
二

三
・
一

二
四

合

併

号

』
、

二

三
八―

二

三

九
頁

。 

2 7
寺

川

幽
芳
「

日

本
浄

土
教

の

画
期
を

め
ぐ

っ

て
」
龍

谷

大
学 
真
宗

学
会 

『
真
宗

学

第
一

〇
九
・
一

一
〇

合

併
号

』
、
三
九

頁
。 

2 8
葛

野

洋
明
「

現

代
に

お
け

る

真
宗

伝

道
の

課

題
」
龍

谷

大

学 

佛

教
文

化
研

究

所
紀

要
第
五

〇

集
創

設

五
〇

周
年
記

念
特
集

号

、
七

七―

八
二

頁

。 

https://newsphere.jp/national/20150922-1/、二〇一九年一二月一一
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2017.pdf、二〇一九年一二月一一
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真

宗

教
団

連

合 

第

二
回 

浄

土
真

宗
に
関

す
る

実

態
把

握

調
査

（

二
〇

一

八
年

度
） 

結

果
報

告

書
（

概
要
編

） 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
8
.
p
d
f
?
0
1
2
9

、
二

〇
一
九

年
一

二

月
一

一

日
参

照
。 

3 0
真

宗

教
団

連

合 

浄

土
真

宗

に
関

す

る
実

態

把
握

調

査 
(

二

〇
一

七
年

度)
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
7
.
p
d
f

、

二

〇
一

九

年
一

二

月
一

一

日
参

照
。 

3 1
加

藤

智
見

『

見
つ

め

直
す

日

本
人
の

宗
教

心

』
原

書

房
、

二

〇
〇

六

年
、
二

二
三

頁

。 

3 2
他

力

本
願.

n
e
t
 

グ

チ
コ

レ 
h
t
t
p
:
/
/
t
a
r
i
k
i
h
o
n
g
w
a
n
.
n
e
t
/
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
/
1
2
1
3
9
.
h
t
m
l

、
二

〇
一
九

年

一
二
月

一
一
日

参
照
。 

3 3
他

力

本
願.

n
e
t
 
h
t
t
p
:
/
/
t
a
r
i
k
i
h
o
n
g
w
a
n
.
n
e
t
/
u
n
i
q
u
e
/
2
6
2
9
.
h
t
m
l

、 

二

〇
二
〇

年
一

月
五

日
参
照

。 

3 4
浄

土

真
宗

本

願
寺

派

総
合

研

究
所

編

『
寺

院

活
動

事

例
集

ひ

ろ
が

る

お
寺

～

寺
院

の

活
性

化
に
向

け

て
～
』
、

宗
門

長
期
振

興
計

画

推

進
対

策

室
、

二

〇
一

三

年
、

九

四
頁

。 

3 5
小

谷
み
ど

り

「
寺

院

と
の

か

か
わ

り~

寺
院

の
今

日

的
役

割

と
は

」 

h
t
t
p
:
/
/
g
r
o
u
p
.
d
a
i
-
i
c
h
i
-
l
i
f
e
.
c
o
.
j
p
/
d
l
r
i
/
l
d
i
/
n
o
t
e
/
n
o
t
e
s
0
9
1
0
a
.
p
d
f

、
二

〇
一

九
年

一

二
月

一

一
日

参

照
。 

3 6
大

谷

栄
一

『
と
も

に
生
き

る

仏
教─

お
寺
の

社
会

活

動
最

前

線

』
、

筑
摩

書

房
、

二
〇
一

九

年
、

一
〇
九―

二
二
〇

頁
。 

3 7
サ

ラ

ナ
親

子

教
室 

サ
ラ

ナ

親
子

教

室
と

は 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
a
r
a
n
a
.
s
i
t
e
/
a
b
o
u
t
/

、

二
〇
一

九
年

一

二
月

一

一
日

参
照
。 

3 8
他

力

本
願.

n
e
t
 

僧

侶
の

部

屋 
 
h
t
t
p
:
/
/
t
a
r
i
k
i
h
o
n
g
w
a
n
.
n
e
t
/
c
a
t
e
g
o
r
y
/
a
d
v
i
c
e

、

二
〇

一
九
年

一
二
月

一

一
日
参

照
。 

3 9
『

仏

事
二

〇

一
九
年

三
月

号

』
、
鎌

倉

新
書

、
二

〇

一
九

年

一
月

号

、
九

〇―

九

一

頁
。 

4 0
『

仏

事
二

〇

一
九
年

一
月

号

』
、
鎌

倉

新
書

、
二

〇

一
九

年

一
月

号

、
九

二―
九

三
頁
。 

https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2018.pdf?0129、二〇一九年一二月一一
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2017.pdf、二〇一九年一二月一一
http://tarikihongwan.net/collection/12139.html
http://tarikihongwan.net/unique/2629.html、%20二〇二〇年一
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/note/notes0910a.pdf
https://sarana.site/about/
http://tarikihongwan.net/category/advice
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浄

土

真
宗

本

願
寺

派 

重

点
プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト
推
進

室

『
「
御

同

朋
の

社
会

を

め
ざ
す

運
動

」(

実

践
運
動)

実

践
事

例
集

二

』
、
浄 

土

真

宗
本

願

寺
派 

重
点

プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

推

進
室

、

二
〇
一

九
年

、

三
六
頁

。 

4 2
浄

土

真
宗

本

願
寺

派 

子

ど

も
・
若

者
ご
縁
づ
く

り 
h
t
t
p
:
/
/
k
i
d
s
-
s
a
n
g
h
a
.
h
o
n
g
w
a
n
j
i
.
o
r
.
j
p
/

、
二
〇

一
九
年

一
二
月

一
二

日 
 

参

照

。 

           

http://kids-sangha.hongwanji.or.jp/、二〇一九年一二月一二日
http://kids-sangha.hongwanji.or.jp/、二〇一九年一二月一二日
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参

考

文
献 

書

籍 

 

『

浄
土

真

宗
聖

典―

註

釈

版 

第

二
版―

』
本

願

寺
出

版

社
、

二

〇
一

三
年 

 

浄

土
真

宗

本
願

寺

派 

重

点
プ

ロ

ジ
ェ

ク

ト
推

進

室
『
「

御

同
朋

の
社

会
を
め

ざ

す
運

動

」(

実

践
運
動)

実
践

事

例
集

二

』 

浄

土

真
宗

本

願
寺

派 

重

点

プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト
推
進

室

、
二
〇

一
九

年 

 

『

仏
事

』
鎌
倉

新

書
、

二

〇
一

九

年
一
月

号 

 

『

仏
事

』
鎌
倉

新

書
、

二

〇
一

九
年
三

月

号 

 

大

谷
栄

一

『
と

も

に
生

き

る
仏

教─

お

寺
の
社

会

活
動

最

前
線

』

筑
摩

書

房
、

二
〇
一

九

年 

 

星

野
哲

『
「

定
年

後
」

は

お
寺

が
居
場

所

』
集

英

社
、

二

〇
一

八

年 

 

加

藤
智

見

『
見
つ

め
直

す
日
本

人

の
宗

教

心
』

原

書
房

、

二
〇

〇

六
年 

 

島

薗
進

『

現
代

宗

教
と

ス

ピ
リ

チ

ュ
ア

リ

テ
ィ

』

弘
文

堂

、
二

〇

一
二

年 

 

井

上
順

孝

『
宗

教

社
会

学

が
よ

～

く
わ

か

る
本

』

秀
和

シ

ス
テ

ム

、
二

〇

〇
七

年 

 

友

久
久

雄

・
吉

川

悟
編

『

仏
教

と

カ
ウ

ン

セ
リ

ン

グ
の
意

義 

悩
み
に

対

す
る

宗
教
的

・

心
理
的

ア
プ

ロ

ー
チ
』

自
照
社

、
二

〇

一

六
年 

影

山

教
俊

『

寺
と

仏

教
の
大

改
革

』
国
書

刊

行
会

、

二
〇

〇

九
年 

吉

川

順
弘

『

神
と

仏

の
明

治

維
新

』
洋
泉

社

、
二

〇

一
八

年 



コピー厳禁

 

 

上

田

紀
行

『
が
ん

ば

れ
仏

教

！
』

Ｎ

Ｈ
Ｋ
出

版
、

二

〇
〇

四
年 

『

目

覚
め

よ

仏
教

！
』
Ｎ

Ｈ

Ｋ
出

版

、
二

〇

〇
七
年 

高

橋

卓
志

『

寺
よ

、

変
わ

れ

』
岩

波

書
店

、

二
〇

〇

九
年 

浄

土

真
宗

本

願
寺

派

総
合

研

究
所

『

ひ
ろ

が

る
お

寺

～
寺

院
の
活

性

化
に

向

け
て

～
』
宗
門

長
期

振

興
計

画

推
進

対

策
室

、
二

〇

一

三
年 

浄

土

真
宗

本

願
寺

派

『
宗

報

』
本

願

寺
出

版

社
、

平

成
三

一

年
三

月

号
・

四

月
号

、

平
成

三

〇
年
一

月
号

～

四
月

号

・
六

月
号 

・

七

月
号

・

九
月

号 

Ｎ

Ｈ

Ｋ
放

送

文
化

研

究
所

『

現
代

日

本
人

の

意
識

構

造[

第

八

版]

』

Ｎ
Ｈ

Ｋ

出
版
、

二
〇

一

五
年 

 辞

書 井

上

順
孝

『

現
代

宗

教
事

典

』
弘

文

堂
、
二

〇
〇

五

年 

ジ

ョ

ン
・R

・

ヒ
ネ

ル
ズ

『

世
界

宗

教
事

典

』
青

土

社
、

一

九
九

一

年 

 

論

文 寺

川

幽
芳

「

日
本

人

の
宗

教

意
識
と
浄
土

教

」
龍

谷

大
学 

真
宗
学

会
『

真

宗
学

第
一
一

一

・
一
一

二
合

併

号
』

平

成
一

七
年 

 
 

 

三

月 
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「

日

本
浄

土

教
の

画

期
を

め

ぐ
っ

て

」
龍

谷

大
学 

真
宗

学

会
『
真

宗
学
第

一
〇

九

・
一

一

〇
合

併
号
』

平
成 

一

六

年
三

月 
葛

野

洋

明
「

真
宗

伝

道
の
実

践

研
究─

国

際

伝
道

の

実

状
か

ら
窺
う─

」

龍

谷

大
学 

真
宗

学
会
『

真

宗
学

第
一

二

三
・

一
二

四

合

併
号

』

平
成
二

三
年
三

月 

葛

野

洋
明

「

現
代
に

お
け

る

真
宗

伝

道
の

課

題
」

龍

谷
大

学 

佛
教

文
化

研

究
所

紀

要
第

五
〇
集

創

設
五
〇

周
年

記

念
特

集

号 

平

成

二
三

年

一
二
月 

葛

野

洋
明

「

浄
土

真

宗
に

お

け
る
伝

道
活

動
の
実

践

的
研

究─

統

計

調
査

・

実
地

調

査
を
踏

ま
え
て─

」

龍

谷
大

学 

真

宗 

学

会

『
真

宗

学
第

一

二
七
号

』
平

成
二
五

年

三
月 

深

川

宣
暢

「

真
宗

伝

道
学

方

法
論

の
考
察─

真
宗

教

義
と

伝

道
学
の

方
法─

」
龍
谷

大
学 

真
宗
学

会
『

真

宗
学

第

一
一

九 

・

一

二
〇

合

併
号

』

平
成

二

一
年
三

月 

 

参

考

Ｕ
Ｒ

Ｌ 

應

典

院 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
o
u
t
e
n
i
n
.
c
o
m

、

二
〇

一

八
年

一

二
月

一

二
日
参

照
。 

仏

教
ウ
ェ

ブ

入
門

講

座 
h
t
t
p
s
:
/
/
t
r
u
e
-
b
u
d
d
h
i
s
m
.
c
o
m

、

二
〇

一
八

年

一
二

月

一
二

日
参
照

。 

京

都

坊

主

B
A
R
 

h
t
t
p
:
/
/
b
o
z
u
-
b
a
r
.
j
p

、
二
〇

一

八
年

一

二
月

一

四
日

参

照
。 

実

践

真
宗

学

研
究

科

の
ブ

ロ

グ 
h
t
t
p
s
:
/
/
j
i
s
s
e
n
s
h
i
n
s
h
u
.
w
o
r
d
p
r
e
s
s
.
c
o
m

、

二

〇
一
八
年

一

二
月
一

五
日
参

照
。 

https://www.outenin.com、二〇一八年一二月一二/
https://www.outenin.com、二〇一八年一二月一二/
https://www.outenin.com、二〇一八年一二月一二/
https://true-buddhism.com、二〇一八年一二月一二/
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龍

谷

大
学 

実
践

真

宗
学

研

究
科 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
r
y
u
k
o
k
u
.
a
c
.
j
p
/
f
a
c
u
l
t
y
/
g
r
a
d
u
a
t
e
/
p
r
a
c
t
i
c
a
l
_
s
h
i
n

、

二
〇
一

八

年 

一
二

月

一
五

日

参
照

。 
浄

土

真
宗

本

願
寺

派

総
合

研

究
所 

h
t
t
p
:
/
/
j
-
s
o
k
e
n
.
j
p

、

二
〇

一
八

年

一
二

月

一
五

日
参
照

。 

文

化

庁 
宗

教
統

計

調
査 

平
成

二

九
年

度 

全

国

社
寺

教

会
等

宗

教
団

体

・
教
師

・
信

者

数 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
e
-
s
t
a
t
.
g
o
.
j
p
/
s
t
a
t
-

s
e
a
r
c
h
/
f
i
l
e
s
?
p
a
g
e
=
1
&
l
a
y
o
u
t
=
d
a
t
a
l
i
s
t
&
t
o
u
k
e
i
=
0
0
4
0
1
1
0
1
&
k
i
k
a
n
=
0
0
4
0
1
&
t
s
t
a
t
=
0
0
0
0
0
1
0
1
8
4
7
1
&
c
y
c
l
e

=
0
&
t
c
l
a
s
s
1
=
0
0
0
0
0
1
1
1
1
5
1
5
&
s
t
a
t
_
i
n
f
i
d
=
0
0
0
0
3
1
6
6
2
9
5
4

、
二

〇
一
八

年
一

二

月
一

七

日
参

照

。 

全

日

本
仏

教

会 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
b
f
.
n
e
.
j
p

、
二

〇

一
九

年

七
月

二

〇
日

参

照
。 

文

化

庁 

宗

教
年

鑑

平
成

三

〇
年

版 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
u
n
k
a
.
g
o
.
j
p
/
t
o
k
e
i
_
h
a
k
u
s
h
o
_
s
h
u
p
p
a
n
/
h
a
k
u
s
h
o
_
n
e
n
j
i
h
o
k
o
k
u
s
h
o
/
s
h
u
k
y
o
_
n
e
n
k
a
n
/
p
d
f
/
h
3

0
n
e
n
k
a
n
_
g
a
i
y
o
.
p
d
f

、

二

〇
一

九
年
一

二

月
一

一
日
参

照

。 

真

宗

教
団
連

合 

浄

土
真

宗

に
関

す

る
実

態

把
握

調

査 
(

二

〇
一

七
年

度)
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
7
.
p
d
f

、

二

〇
一

九
年
一

二
月
一
一

日

参 

照

。 

真

宗

教
団

連

合 

第

二
回 

浄

土
真

宗
に
関

す
る

実

態
把

握

調
査

（

二
〇

一

八
年

度

） 

結
果
報

告

書
（
概

要
編
） 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
h
i
n
.
g
r
.
j
p
/
a
c
t
i
v
i
t
y
/
e
v
e
n
t
/
8
0
0
/
p
d
f
/
r
e
p
o
r
t
2
0
1
8
.
p
d
f
?
0
1
2
9

、
二

〇
一

九

年
一

二

https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin、二〇一八年
https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin、二〇一八年
https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin、二〇一八年
https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin、二〇一八年
http://j-soken.jp、二〇一八年一二月一五/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00401101&kikan=00401&tstat=000001018471&cycle=0&tclass1=000001111515&stat_infid=000031662954、二〇一八年一二月一七
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00401101&kikan=00401&tstat=000001018471&cycle=0&tclass1=000001111515&stat_infid=000031662954、二〇一八年一二月一七
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00401101&kikan=00401&tstat=000001018471&cycle=0&tclass1=000001111515&stat_infid=000031662954、二〇一八年一二月一七
http://www.jbf.ne.jp、/
http://www.jbf.ne.jp、/
http://www.jbf.ne.jp、/
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h30nenkan_gaiyo.pdf、二〇一九年一二月一一
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/h30nenkan_gaiyo.pdf、二〇一九年一二月一一
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2017.pdf、二〇一九年一二月一一日参
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2017.pdf、二〇一九年一二月一一日参
https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2018.pdf?0129、二〇一九年一二月一一
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月

一

一
日

参

照
。 

Ｎ

Ｈ

Ｋ
放
送

文
化

研

究
所 

日

本
人
の
宗

教

的
意

識

や
行
動

は
ど

う

変
わ

っ

た

か
～I

S
S
P

国
際

比

較

調
査

「
宗
教

」
・
日

本
の

結

果

か
ら
～

」 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
h
k
.
o
r
.
j
p
/
b
u
n
k
e
n
/
r
e
s
e
a
r
c
h
/
y
o
r
o
n
/
p
d
f
/
2
0
1
9
0
4
0
1
_
7
.
p
d
f

、
二
〇

一

九
年
一

二
月

一

一
日

参

照
。 

N
e
w
S
p
h
r
e
 

日
本

人

の
宗

教

観
、

海

外
と

違

う
け

ど

変
じ

ゃ

な
い

？
米
メ

デ

ィ
ア

が
探
る
日

本
人
の

心
根 

h
t
t
p
s
:
/
/
n
e
w
s
p
h
e
r
e
.
j
p
/
n
a
t
i
o
n
a
l
/
2
0
1
5
0
9
2
2
-
1
/

、
二

〇

一
九
年
一

二

月
一

一

日
参

照
。 

小

谷

み
ど

り

「
寺

院

と
の

か

か
わ

り
～
寺

院

の
今

日

的
役

割

と
は

」 

h
t
t
p
:
/
/
g
r
o
u
p
.
d
a
i
-
i
c
h
i
-
l
i
f
e
.
c
o
.
j
p
/
d
l
r
i
/
l
d
i
/
n
o
t
e
/
n
o
t
e
s
0
9
1
0
a
.
p
d
f

、
二

〇
一

九
年
一

二
月
一

一
日

参

照
。 

サ

ラ

ナ
親

子

教
室 

サ
ラ

ナ
親
子

教

室
と

は 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
a
r
a
n
a
.
s
i
t
e
/
a
b
o
u
t
/

、

二
〇
一

九
年

一
二
月 

一
一

日

参
照

。 

他

力

本
願.

n
e
t
 

h
t
t
p
:
/
/
t
a
r
i
k
i
h
o
n
g
w
a
n
.
n
e
t
/

、

二
〇

一

九
年

一
二

月

一
二
日

参
照

。 

浄

土

真
宗

本

願
寺

派 

子
ど

も
・
若
者
ご

縁
づ
く

り 
h
t
t
p
:
/
/
k
i
d
s
-
s
a
n
g
h
a
.
h
o
n
g
w
a
n
j
i
.
o
r
.
j
p
/

、
二

〇
一
九
年

一
二

月

一

二 

日
参

照

。 

 

 

https://www.shin.gr.jp/activity/event/800/pdf/report2018.pdf?0129、二〇一九年一二月一一
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf、二〇一九年一二月一一
https://newsphere.jp/national/20150922-1/、二〇一九年一二月一一
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/note/notes0910a.pdf
https://sarana.site/about/、二〇一九年一二月
http://tarikihongwan.net/
http://kids-sangha.hongwanji.or.jp/、二〇一九年一二月一二
http://kids-sangha.hongwanji.or.jp/、二〇一九年一二月一二



