
先
生
お
じ
や
ま
し
ま
す

大
多
数
の
国
民
が
「
無
宗
教
」

を
標
梼
し
て
は
ば
か
ら
な
い
園
、

日
本。
そ
の

一方
で
、
自
然
と
の

共
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
「八

百
万
の
神
」
と
い
っ
た
多
布
教
文

化
が
称
揚
さ
れ
る
な
ど
の
「
揺
り

戻
し
」
も
見
ら
れ
ま
す

。

こ
う
し

た
現
象
と
私
達
は
ど
の
よ
う
に
向

き
合
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
?

そ
こ
で
今
回
は
、
小
原
克
博
先
生

(神
学
部
神
学
科
教
授
・一神
教

学
際
研
究
セ
ン
タ
ー

長
)
の
研
究

室
に
お邪
魔
し
、
宗
教
と
人
間
の

関
わ
り
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま

し
た

。日
本
人
が
宗
教
に
対
し
て
「
警

戒
心
」
を
持
つ
背
景
と
し
て
、
先

生
は
「
戦
前
の
国
家
型
埠

、
つ
ま

り
国
家
と
宗
教
の
癒
着
に
対
す
る

神学部神学科教授

一神教学際研究センター長

小原克博先生

日
本
は
、
社
会
と
宗
教
の
切
り
離

し
に
専
心
し
て
き
ま
し
た

。

ま
た
、

オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
事
件
(
1

9
9
4

、

1
9
9
5

年
)
も、

宗

教
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ

ー
ジ
を
作っ
たと
一
一
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
人
聞
は宗
教と
の
関

わ
り
な
し
で
は
生
き
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
た
と
え
毎
週
教
会
に

通
う
な
ど
の
習
慣
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、「宗
教
的
な
も
の
」
は

私
達
の
日
常
に
溢
れ
て
い
ま
す

。

言
え
る
存
在
で
す
が
、
そ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
輪
廻
転
生
や
人
の
生

死
の
問
題
は
宗
教
が
向
き
合
っ
て

き
た
テ
I

マ
で
す
。
初
詣
や
ク
リ

ス
マ
ス
に
し
て
も
同
じ
こ
と。
本

来
の
意
味
を
失
っ
て
は
い
て
も
、

宗
教
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
の
で
す

。

こ
う
し
た

「
宗教
と
の
「ゆ
る

と
関
係
」
を
先
生
は
決
し
て
否

定
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
最
近

の
一神
教
に
対
す
る
批
判
に
は
、

「
「食
わ
ず
嫌
い」、
イ
メ
ー
ジ
先

行
」
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば「一神

教
H

排
他
的」
と
い
う
一
言説
。

9

・

H
テ
ロ

(2
0
0
1

年
)
や

自
立
し
た
国
際
人
と
な
る
た
め
に

反
省
」
を
挙
げ
ら
れ
ま
す

。

こ
れ
一
そ
の
よ
い
例
が
漫
画
や
ア
ニ
メ
二
そ
の
後
の
コ

l

ラ
ン
焼
却
事
件
の

に
よ
っ
て
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
た
一
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
代
表
格
と
も
一
中
で

言
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
前
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生
ま
れ
る「良
心
」と
「責
任
感」

こ
そ
、
変
革
の
時
代
を
生
き
る

「自
治
自
立
の
人
民」
に
必
要
だ

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
」
。一

神
教
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
培

一

う
た
め
に
、
最
近
で
は
ご
専
門
で

一

あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
加
え
、
イ
ス

一

ラ
ム
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
、
ま
た
日
本
一

の
伝
統宗
教
に
つ
い
て
も
研
究
さ

一

れ
て
い
る
と
い
う
先
生。「多
神

教
と

一神
教
の
関
係
性
に
つ
い
て
一

問
う
て
い
き
た
い。
「対
立
」
と

一

決
め
つ
け
ず、

「共
存
」
の
可
能

一

性
を
模
索
し
て
い
ま
す」
。新
島
一

先
生
が
生
き
た
時
代
同
様
、
現
代

一

の
日
本
は
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
一

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
決
し
て一

ぶ
れ
な
い
穏
や
か
な
姿
勢
に
、
本

一

学
の
原
点・
「良
心
整
宵」
を
垣
一

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一

(広
響
委員
矢

部
景
子
て


