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ス
テ
キ
な
仏
教
美
術

仏
像
、
曼
荼
羅
、
庭
園
、
伽
藍
…
…
、

仏
教
を
彩
る
祭
具
や
建
造
物
を
目
の
前
に
し
た
と
き
、

長
い
歴
史
の
な
か
で
洗
練
さ
れ
て
き
た
美
と

歴
史
や
文
化
が
香
る
閑
寂
さ
に

心
奪
わ
れ
た
経
験
が
、

誰
し
も
一
度
は
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

惹
か
れ
る
と
こ
ろ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
も
、

見
る
者
の
胸
を
打
つ
何
か
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
今
回
は
新
春
特
別
企
画
と
し
て
、

歴
史
学
部
歴
史
文
化
学
科
教
授
の

小
野
田
俊
蔵
先
生
と
安
藤
佳
香
先
生
に
、

仏
教
美
術
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
野
田
先
生 

●  「
仏
教
美
術
」と
聞
く
と
、

一
般
的
に
は
曼
荼
羅
や
仏
像
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
仏
教

信
仰
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
造
形
美
術

全
般
を
指
し
て
仏
教
美
術
と
呼
び
ま
す
。

そ
の
た
め
、
堂ど
う

塔と
う

伽が

藍ら
ん

や
庭
、
仏
画
、

仏
具
す
べ
て
が
仏
教
美
術
な
ん
で
す
ね
。

安
藤
先
生 

●   

２
０
０
９
年
、
興
福
寺
の

阿
修
羅
像
が
東
京
国
立
博
物
館
で
公
開

さ
れ
、
仏
像
に
関
心
を
持
っ
た
若
い
女

性
た
ち
が
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
か
ら
は
、
と
く
に
仏
像=

仏
教
美

術
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
た
気
が
し

ま
す
ね
。

小
野
田
先
生 

●  

仏
教
美
術
は
元
来
「
悟

り
の
要
素
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
人
々
に

伝
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

簡
単
に
仏
教
美
術
の
歴
史
を
辿
る
と
、

釈
尊
の
遺
骨
（
舎
利
）
を
納
め
た
仏
舎

利
塔
の
玉
垣
の
彫
刻
が
最
初
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
※

ガ
ン
ダ
ー
ラ

王
朝
で
釈
尊
の
伝
記
の
場
面
や
、
礼
拝

用
の
正
面
向
き
の
立
像
な
ど
が
作
ら
れ

は
じ
め
、
大
乗
仏
教
の
隆
盛
と
と
も
に

仏
・
菩
薩
像
が
多
く
制
作
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
に
圧
迫
さ
れ
た
仏
教
で
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
要
素
を
取
り
込
ん
だ
「
密

仏
教
美
術
っ
て
ナ
ニ
？
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く
う
ち
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
し
ま
い

ま
し
て
。
そ
こ
で
実
物
調
査
と
し
て
仏

教
美
術
の
原
点
で
あ
る
イ
ン
ド
を
訪

れ
、
イ
ン
ド
の
仏
像
を
観
た
と
こ
ろ
、

疑
問
の
多
く
が
氷
解
し
た
ん
で
す
ね
。

文
字
で
は
な
く
、
形
の
持
つ
力
に
圧
倒

さ
れ
ま
し
た
。

小
野
田
先
生 

●  

形
あ
る
も
の
の
伝
え
る

力
と
い
う
の
は
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
人
は
視
覚
に
頼
る
動
物
だ

け
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
視
覚
か
ら

察
知
す
る
能
力
に
長
け
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
仏
教
も
そ
れ
を
利
用
し
て
人
々
を

悟
り
に
導
く
た
め
に
、
仏
菩
薩
が
利
他

行
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
姿

を
、
仏
像
と
し
て
象
か
た
ど

っ
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
、ま
ず
は
観
な
い
と
い
け
な
い
。

拝
ま
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
。
観
る

だ
け
で
自
分
の
心
に
呼
応
す
る
仏
像
と

出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
言
葉
を
介

さ
ず
に
そ
れ
が
示
す
も
の
を
察
知
す
れ

ば
、自
分
自
身
の
五
感
が
活
性
化
さ
れ
、

精
神
や
言
葉
に
な
ら
な
い
思
惟
や
感
情

を
発
露
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
先
に

は
、
思
い
が
け
な
い
新
し
い
何
か
を
発

見
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
藤
先
生 

●  

そ
う
で
す
。
せ
っ
か
く
佛

教
大
学
に
入
学
し
た
の
で
す
か
ら
、
学

生
の
皆
さ
ん
に
は
多
く
の
仏
像
を
観
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
奈
良
国
立
博
物

教
」
が
発
展
、
修
行
で
使
用
さ
れ
る
師

資
相
承
の
複
雑
な
図
像
の
影
響
を
受
け

て
曼
荼
羅
が
誕
生
し
ま
し
た
。
た
だ
、

残
念
な
こ
と
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
イ
ン

ド
に
侵
攻
し
て
後
、
イ
ン
ド
で
の
仏
教

は
下
火
に
な
り
、
仏
教
美
術
の
創
出
も

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

安
藤
先
生 

●  

イ
ン
ド
で
仏
教
が
衰
え
て

も
、
す
で
に
ア
ジ
ア
各
地
に
仏
教
が
伝

播
し
て
い
た
の
で
、
仏
教
美
術
が
失
わ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
幸
い
で
す

ね
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で

は
大
乗
仏
教
以
前
の
仏
教
、
チ
ベ
ッ
ト

文
化
圏
で
は
後
期
の
密
教
を
主
体
と
す

る
仏
教
、
日
本
に
は
大
乗
仏
教
と
中
期

の
密
教
が
混
交
す
る
仏
教
が
広
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
伝
わ
っ
た
そ
れ
ぞ

れ
の
地
で
、
土
着
の
信
仰
や
文
化
と
結

び
つ
き
、
仏
教
美
術
が
独
自
に
発
展
し

て
い
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
だ
と
思

い
ま
す
。

安
藤
先
生 

●  

私
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
仏
像

を
観
る
の
が
大
好
き
で
、
そ
れ
が
高
じ

て
研
究
者
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
小
野
田

先
生
は
何
が
き
っ
か
け
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

美
術
に
傾
倒
さ
れ
た
の
で
す
か
？

小
野
田
先
生 

●  

も
と
も
と
仏
教
学
を
研

究
し
て
い
た
の
で
す
け
ど
、
研
究
を
進

め
て
い
く
う
ち
に
チ
ベ
ッ
ト
へ
赴
く
機
会

を
得
た
ん
で
す
よ
。
現
地
で
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
に
触
れ
、
独
自
に
発
展
し
た
後
期
密

教
の
教
え
や
独
特
な
色
彩
、
形
状
を
持

つ
仏
教
美
術
に
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。
安

藤
先
生
は
仏
像
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に

魅
力
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
か
？

安
藤
先
生 

●    

仏
像
の
種
類
に
は
二
種
類

あ
り
、
一
つ
は
基
本
を
忠
実
に
彫
り
上

げ
る
「
図ず

像ぞ
う

仏ぶ
つ

」、
も
う
一
つ
は
自
分
の

中
に
あ
る
仏
を
描
く
「
感か
ん

得と
く

仏ぶ
つ

」
で
す
。

私
の
場
合
、
感
得
仏
の
個
性
的
な
表
現

に
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。
感
得
仏
は
特

に
秘
仏
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で

す
が
、
作
者
が
像
の
な
か
に
込
め
た
想

い
が
時
を
越
え
て
何
か
を
訴
え
か
け
て

い
る
よ
う
に
思
え
、
２
時
間
く
ら
い
は

余
裕
で
眺
め
ら
れ
ま
す
（
笑
）。
と
く
に

神
護
寺
の
薬
師
像
の
迫
力
は
得
も
言
わ

れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
て
、
若
い
頃
に
は
虜
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
も

一
度
は
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

小
野
田
先
生 

●  

迫
力
と
い
う
と
、
チ
ベ
ッ

ト
の
仏
さ
ま
に
「
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
（
＝
ヤ

マ
ア
ン
タ
カ
）」
と
い
う
仏
さ
ま
が
い
て
、

直
訳
は
「
死
神
ヤ
マ
（
＝
閻
魔
）
を
滅

ぼ
す
者
」
と
い
う
意
味
で
す
。
名
前
も

怖
い
で
す
が
、
姿
も
水
牛
の
顔
に
多
面

多
臂
多
脚
と
い
う
恐
ろ
し
い
姿
な
ん
で

す
よ
。
実
は
こ
の
仏
様
が
生
ま
れ
た
逸

話
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
※

タ
ン
ト
ラ
説
話

に
あ
っ
て
、
大
変
に
示
唆
深
い
。

安
藤
先
生 

●  

日
本
で
は
大だ
い

威い

徳と
く

明
み
ょ
う

王お
う

と

呼
ば
れ
る
仏
様
で
す
よ
ね
？
　
私
は
古

い
時
代
の
も
の
を
専
門
に
し
て
い
る
の
で

チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
に
は
、
あ
ま
り
触
れ
る

機
会
が
な
く
て
…
…
。
ど
ん
な
逸
話
か
す

ご
く
興
味
が
あ
り
ま
す
。

小
野
田
先
生 

●  

も
と
も
と
優
秀
な
修
行

僧
だ
っ
た
ヤ
マ
が
、
悟
り
を
開
く
た
め

の
深
い
瞑
想
中
に
盗
賊
た
ち
に
襲
わ
れ

て
、
側
に
い
た
水
牛
と
も
ど
も
首
を
刎

ね
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
致
し
方
な
く

水
牛
の
首
を
拾
っ
て
自
分
の
胴
体
に
繋

げ
た
ヤ
マ
の
怒
り
は
凄
ま
じ
く
、
盗
賊

た
ち
を
皆
殺
し
に
し
ま
し
た
。し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
怒
り
が
治
ま
ら
ず
関
係

の
な
い
人
々
を
も
無
差
別
に
殺
す
悪
鬼

に
成
り
果
て
て
し
ま
う
ん
で
す
。
こ
れ

に
困
っ
た
人
々
が
文
殊
菩
薩
に
助
け
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
悪
鬼
と
同
じ
よ

う
な
牛
面
で
、
悪
鬼
以
上
の
武
器
を

持
っ
た
姿
に
変
身
し
て
戦
い
、
悪
鬼
を

倒
し
ま
す
。
そ
の
時
の
文
殊
菩
薩
の
姿

が
「
ヤ
マ
ー
ン
タ
カ
」
な
ん
で
す
。
本

当
に
怖
い
姿
で
す
が
、
多
く
あ
る
顔
の

な
か
一
つ
だ
け
慈
悲
の
表
情
の
顔
が
あ

り
ま
す
。
ヤ
マ
の
た
め
に
優
し
さ
で
諭

す
の
で
は
な
く
あ
え
て
厳
し
さ
で
応
え

る
文
殊
菩
薩
の
姿
は
、
人
間
を
導
く
た

め
の
極
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

気
も
し
ま
す
。

小
野
田
先
生 

●  

あ
る
学
生
が
、
授
業
中

に
多
く
の
仏
の
顔
を
タ
テ
に
連
ね
た
よ

う
な
落
書
き
を
し
て
い
ま
し
て
ね
。
学

生
に
「
そ
れ
は
何
？
」
と
訊
い
た
ら
「
私

の
中
に
あ
る
仏
様
の
イ
メ
ー
ジ
」
だ
と

言
う
ん
で
す
。
先
ほ
ど
安
藤
先
生
の

お
っ
し
ゃ
っ
た
一
種
の
「
感
得
仏
」
で

す
よ
ね
。
で
も
ま
さ
し
く
そ
ん
な
形
態

の
仏
様「
ハ
リ
ハ
リ
ハ
リ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
」

が
ネ
パ
ー
ル
に
実
在
す
る
ん
で
す
。
そ

れ
を
学
生
に
教
え
て
写
真
を
見
せ
た
と

こ
ろ
、
す
ご
く
興
味
を
持
っ
た
よ
う
で

し
た
。
彼
女
に
と
っ
て
は
そ
の
姿
が

「
仏
」
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
観
る
こ
と

で
彼
女
の
な
か
の
何
か
が
活
性
化
さ
れ

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

安
藤
先
生 

●  

私
も
似
た
よ
う
な
経
験
を

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
学
を
学

ん
で
い
た
の
で
、
以
前
は
文
字
と
文
献

か
ら
日
本
で
作
ら
れ
た
一
本
彫
の
仏
像

を
調
べ
て
い
た
ん
で
す
が
、
調
べ
て
い

館
の
常
設
展
で
は
様
々
な
時
代
の
様
々

な
種
類
の
仏
像
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
も
無
料
で
入
れ
ま
す
か
ら
、

デ
ー
ト
で
行
っ
て
み
た
ら
い
い
と
思
う

ん
で
す
よ
。

小
野
田
先
生 

●  

そ
れ
、
面
白
い
で
す
ね
！

恋
人
同
士
で
奈
良
博
や
三
十
三
間
堂
に

行
っ
て
た
く
さ
ん
の
仏
像
を
観
て
、「
私

あ
の
仏
像
が
好
き
」
と
か
「
僕
は
こ
っ

ち
の
仏
像
が
い
い
」
と
か
お
互
い
に
感
想

を
語
り
合
え
ば
、
上
辺
だ
け
で
な
く
お

互
い
を
も
う
少
し
深
い
と
こ
ろ
ま
で
知

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

安
藤
先
生 

●  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
絵
画
を

美
術
館
に
観
に
行
く
の
と
同
じ
感
覚
で

い
い
と
思
い
ま
す
。
仏
像
の
名
前
を
知

ら
な
く
て
も
、
何
を
司
っ
て
い
る
仏
様
か

わ
か
ら
な
く
て
も
、
好
き
だ
と
思
う
仏

像
を
一
体
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
を

高
め
、
活
性
化
す
る
一
つ
の
方
法
だ
と
思

う
ん
で
す
。

小
野
田
先
生 

●  

た
く
さ
ん
の
仏
像
を
観

て
、
静
か
な
美
し
さ
に
気
づ
い
た
り
、

激
し
い
怒
り
の
な
か
に
あ
る
慈
悲
に
気

づ
い
た
り
…
…
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
学
生

の
み
な
さ
ん
が
歩
む
長
い
人
生
で
壁
に

ぶ
つ
か
り
、
閉
塞
感
に
襲
わ
れ
た
時
に

ふ
と
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る

光
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い

ま
す
ね
。

仏
教
美
術
の
魅
力

見
て
触
れ
て

は
じ
め
て
わ
か
る

『続・仏像のひみつ』
山本勉（著）〔朝日出版社（2008）〕

異例のベストセラー『仏像のひみつ』
の続編。
仏像に関わる4つの「ひみつ」で奥
深い世界をご紹介。「仏像そっくりの
日本の神さまがいる」「仏像ってじつ
はとってもおしゃれ」など国宝と重要
文化財を含む、博物館やお寺では見
られない貴重な写真が満載です。

『タンカの世界　チベット仏教
美術入門』

田中公明（著）〔山川出版社（2001）〕
仏教の世界観を示すコスモグラム「曼荼
羅」。インドに生まれ、チベットに伝えら
れた「タンカ」(軸装仏画 )の神秘的な
世界も、羅漢や毘沙門天など馴染みの
深い神仏に彩られている。貴重なコレク
ションにより、明らかにされるチベット
仏教美術の世界。

歴史学部
歴史文化学科
小野田俊蔵先生

歴史学部
歴史文化学科
安藤佳香先生

※タントラ…中世インドに成立した後期密教聖典の称。また、
密教経典の総称。「―仏教」『デジタル大辞泉』

安藤先生のおすすめの一冊

小野田先生のおすすめの一冊
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や
医
療
保
護
な
ど
の
活
動
に
従
事
し

は
じ
め
ま
し
た
。
有
名
な
仏
教
学
者
で

浄
土
宗
僧
侶
の
渡わ
た

辺な
べ

海か
い

旭ぎ
ょ
くは
、「
社
会

事
業
」と
い
う
言
葉
を
早
く
か
ら
用
い

て
実
践
し
た
、
仏
教
界
に
お
け
る
社
会

福
祉
の
先
駆
者
で
す
。
彼
は「
大
乗
仏

教
に
は
労
働
問
題
も
、
社
会
問
題
も
あ

る
、
皆
世
を
救
い
人
を
利
す
る
も
の
は

皆
仏
教
で
あ
る
。ハ
ン
マ
ー
の
音
、シ
ャ

ベ
ル
の
音
、
油
じ
み
た
労
働
服
の
働
き

の
中
に
も
、
大
乗
仏
教
は
存
在
す
る
の

で
あ
る
」と
述
べ
、
仏
教
者
が
積
極
的

に
社
会
と
関
わ
り
を
持
っ
て
人
々
の

苦
し
み
を
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
。
そ
の
思
想
は
今
で
も
仏
教
界
に

強
く
根
付
き
、
昨
年
起
き
た
東
日
本
大

震
災
に
お
い
て
も
、
早
い
時
期
か
ら
僧

侶
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
入

り
瓦
礫
の
撤
去
な
ど
を
行
う
と
同
時

に
、彼
ら
に
し
か
で
き
な
い
、亡
く
な
っ

た
人
へ
の
弔
い
や
生
き
残
っ
た
方
々
の

心
の
ケ
ア
に
も
尽
力
し
て
い
る
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

　―
―
―
近
代
仏
教
の
魅
力
と
は
な
ん
で

し
ょ
う
？

近
代
仏
教
は
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
視

点
、
社
会
的
な
視
点
、
歴
史
的

な
視
点
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

研
究
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
現
代

を
理
解
す
る
上
で
も
、
近
代
の
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
問
題
に
対
応
し
て
き
た「
近

代
仏
教
」は
多
く
の
鍵
を
握
っ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。
た
と
え
ば
高
度
成
長
期

に
は
表
面
化
し
な
か
っ
た「
無
縁
社
会
」

問
題
が
、
こ
こ
最
近
浮
上
し
て
き
ま
し

た
が
、
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
た
め

の
試
み
が
仏
教
者
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
に
よ
る

社
会
変
動
に
よ
っ
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
衰
退
し
、
人
と
人
と
の
交
流
が

減
少
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
寺
院
を
葬

式
や
法
要
だ
け
で
な
く
、
座
禅
や
写

経
な
ど
精
神
修
養
の
場
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
、
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
や
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
の
場
と
し
て
地
域
に
開

放
し
、
人
々
が
集
う
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
形
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
寺
院
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
の
つ
な
が
り
を
模
索
し
て
い
る
仏

教
者
た
ち
も
い
ま
す
。

　
近
代
仏
教
は
、
身
近
な
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
か
ら
、
社
会
的
・
グ
ロ
ー
バ
ル

的
視
野
で
の
仏
教
の
あ
り
方
ま
で
を
考

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
研
究
対
象
で

す
。
佛
教
大
学
の
図
書
館
に
は
、
日
本

国
内
有
数
の
近
代
仏
教
関
係
の
資
料
が

あ
り
ま
す
。ぜ
ひ
、興
味
を
持
っ
た
テ
ー

マ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
書
籍
を
ひ
も

解
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

大
おお

谷
たに

栄
えい

一
いち

 ［社会学部現代社会学科准教授］
 
1968年東京都生まれ。東洋大学大学院社会学研究科
社会学専攻博士後期課程修了。博士（社会学）。専門
は宗教社会学 、近現代日本宗教史。

け
入
れ
ら
れ
、
明
治
政
府
は
神
道
、
天

皇
中
心
の
国
家
形
成
を
進
め
ま
す
。
反

面
、
仏
教
に
は
神
仏
分
離
令
や
上
地
令

と
い
う
形
で
そ
れ
ま
で
の
特
権
が
剥
奪

さ
れ
、
仏
教
界
は
精
神
的
、
物
質
的
、

経
済
的
に
甚
大
な
被
害
を
被
り
ま
し
た
。

　
国
家
の
保
護
を
失
っ
た
仏
教
は
存
続

の
危
機
を
迎
え
ま
し
た
。
仏
教
を
守
る

べ
く
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
た
変
革
を
迫

ら
れ
、
新
し
い
視
点
に
立
っ
て
人
々
を
教

化
す
る「
近
代
仏
教
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

―
―
―
日
本
に
お
け
る「
近
代
仏
教
」と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で

の
日
本
仏
教
を「
近
代
仏
教
」と

呼
び
ま
す
。
廃
仏
毀
釈
を
乗
り
越
え
、

西
洋
の
学
問
を
受
け
入
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
の
影
響
を
受
け
た
仏
教
者
た
ち
の
改

革
運
動
に
よ
っ
て
、
明
治
20
年
代
以
降

に
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

　「
近
代
仏
教
」を
語
る
う
え
で
重
要
な

の
は
、「
世
界
」を
意
識
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
開
国
し
て
世
界
が
身
近
に
な

り
、
新
し
い
モ
ノ
や
思
想
、
学
問
形
態

が
流
入
す
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
て
、
日
本
独
自
の
文
化
を
グ
ロ
ー
バ

ル
な
視
点
か
ら
発
信
す
る
傾
向
も
出
て

き
ま
し
た
。
仏
教
界
で
も
僧
侶
た
ち
が

進
ん
で
西
洋
に
留
学
し
、
西
洋
の
学
問

体
系
を
学
ぶ
こ
と

で
仏
教
学
を
樹
立

し
、
仏
教
を
学
問

的
な
視
点
か
ら
見
直
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。「
近
代
仏
教
」の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
顕
著
な
も
の
が
明
治
26（
１
８
９
３
）

年
に
、
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
世
界
初

の
世
界
宗
教
会
議
で
す
。
世
界
中
か
ら

数
千
人
以
上
が
参
加
し
、
仏
教
や
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
な
ど
東
洋
を
基
盤
と
す
る
宗

教
も
招
聘
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
か
ら
は

釈し
ゃ
く

宗そ
う

演え
ん（
臨
済
宗
円
覚
寺
派
管
長
）、

土ど

宜き

法ほ
う

竜り
ゅ
う（
真
言
宗
高
野
山
派
）、
芦あ
し

津づ

実じ
つ

全ぜ
ん（
天
台
宗
）、
八や
つ

淵ぶ
ち

蟠ば
ん

竜り
ゅ
う（
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
）、
平
井
金
三（
英
学
者
）、

柴
田
禮
一（
神
道
・
実
行
教
管
長
）、
小

崎
弘
道（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
）ら
が
出

席
。
は
じ
め
て
、「
東
方
仏
教
」を
世
界

に
紹
介
し
、
多
く
の
人
々
に
大
き
な
反

響
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
特
徴
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
福
祉
活
動
に
模
範
を
得
た

「
社
会
貢
献
」を
打
ち
出
し
た
こ
と
で

す
。
明
治
と
い
う
一
大
変
革
期
に
お
い

て
、
政
府
は「
貧
・
病
・
争
」を
は
じ
め

と
す
る
社
会
問
題
を
先
送
り
に
し
、
西

洋
列
強
に
並
ぶ
た
め
の
富
国
強
兵
策

に
注
力
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
仏
教

は
政
府
が
切
り
捨
て
た
人
々
の
身
近

な
苦
し
み
を
救
う
べ
く
、
救
貧
活
動

近
代
仏
教

の
魅
力

解
説 「
特
集
コ
ー
ナ
ー
」

図
書
館
の
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
横
に
設
け
ら
れ
た
「
特
集
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
毎
月
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
連

す
る
図
書
を
展
示
・
貸
出
し
て
い
ま
す
。

３
月
の
テ
ー
マ
は
「
近
代
仏
教
の
魅
力
」
で
、
当
館
が
所
蔵
し

て
い
る
近
代
仏
教
に
関
す
る
図
書
資
料
を
展
示
す
る
予
定
で

す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
社
会
学
部
現
代
社
会
学
科
准
教
授
の
大

谷
栄
一
先
生
に
現
在
の
仏
教
の
基
盤
と
な
っ
た
近
代
仏
教
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

―
―
―
ど
の
よ
う
に
し
て「
近
代
仏
教
」

は
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

今
で
こ
そ
世
界
三
大
宗
教
と
し
て

認
知
さ
れ
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
信
者
や
研
究
者
が
い
る「
仏

教
」で
す
が
、
ほ
ん

の
２
０
０
年

前
に
は
西
洋

で
ブ
ッ
ダ
の
存

在
を
知
る
人
は
ご

く
僅
か
で
し
た
。
仏

教
が
世
界
に
知
れ
渡

る
よ
う
に
な
っ
た
要
因

の
ひ
と
つ
は
、
西
洋
の
近

代
国
家
に
よ
る
ア
ジ
ア
の

植
民
地
化
で
あ
る
こ
と
は

否
め
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば

大
英
帝
国
の
植
民
地
行

政
官
が
も
た
ら
し
た
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
献
を
も
と
に
、
フ

ラ
ン
ス
人
東
洋
学
者
が
イ
ン
ド
仏
教
史

の
著
作
を
刊
行
し
ま
し
た
。
西
洋
で
の

仏
教
研
究
は
19
世
紀
半
ば
に
盛
ん
に
な

り
、
そ
れ
以
降
、
西
洋
で
も
仏
教
が
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
日
本
に
お
け
る「
近
代
仏
教
」の
萌
芽

は
、幕
末
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
伝
統
教
団
は
寺
請
制
度
に

よ
る
公
的
機
関
の
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
開
国
を
求
め
る
西

洋
列
強
と
対
峙
す
る
な
か
で
、
伝
統
仏

教
の
存
在
意
義
が
問
題
視
さ
れ
、
仏
教

界
は
廃
仏
論
に
対
す
る
護
法
論
、
尊
王

論
に
立
つ
護
国
論
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
防
御
論
を
打
ち
出
し
、
当
時
の
状

況
に
対
応
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、
西

洋
文
明
は
近
代
国
家
の
規
範
と
し
て
受
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哀愁のパリを舞台に

美しきヒロインが謎解きゲームのように

運命の糸に操られてゆく

ソ
ロ
ミ
ュ
ー
（
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ
ソ
ー
）に
会
い
、
彼

の
口
か
ら
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
本
名
は
ボ
ス
で
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
に
公
金
を
横
領
し
た
罪
で
、
ア
メ
リ
カ
政
府

か
ら
手
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
お
ま
け

に
葬
式
に
や
っ
て
き
た
男
た
ち
も
、
彼
が
横
領
し
家
財

道
具
に
変
え
て
し
ま
っ
た
25
万
ド
ル
を
目
当
て
に
彼
女

を
狙
っ
て
い
る
と
も
言
い
、
何
か
あ
れ
ば
い
つ
で
も
自

分
に
連
絡
を
取
る
よ
う
に
と
念
を
押
す
の
だ
っ
た
。

　
レ
ジ
ー
ナ
を
元
気
づ
け
よ
う
と
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
は

彼
女
を
パ
ー
テ
ィ
に
連
れ
て
行
く
が
、
そ
こ
に
は
ギ
デ

オ
ン
が
い
て
レ
ジ
ー
ナ
を
脅
迫
す
る
。
早
速
バ
ー
ソ
ロ

ミ
ュ
ー
に
電
話
を
か
け
よ
う
と
す
る
彼
女
を
、
今
度
は

テ
ッ
ク
ス
が
、
金
を
返
せ
と
脅
す
の
だ
っ
た
。

　
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
か
ら
、
話
せ
ば
命
が
危
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
レ
ジ
ー
ナ
は
、
ピ
ー
タ
ー
に
も
脅
さ
れ
た

理
由
を
明
か
せ
な
い
で
い
た
。
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
た

レ
ジ
ー
ナ
は
、
彼
女
の
部
屋
で
金
を
探
し
て
い
た
ス
コ

ビ
ー
と
鉢
合
わ
せ
、
義
手
で
殴
り
か
か
っ
て
く
る
彼
の

一
撃
を
か
わ
し
て
、
階
段
を
帰
っ
て
ゆ
く
ピ
ー
タ
ー
に

助
け
を
求
め
る
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
声
を
聞
い
て
、
部
屋
に
飛
び
込
ん
だ
ピ
ー
タ
ー

は
ス
コ
ビ
ー
と
格
闘
す
る
が
、
彼
を
取
り
逃
が
し
て
し

ま
う
。そ
し
て
窓
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
づ
た
い
に
追
い
か
け
、

ギ
デ
オ
ン
、
テ
ッ
ク
ス
が
ス
コ
ビ
ー
の
行
為
を
非
難
し
言

い
争
っ
て
い
る
現
場
を
見
つ
け
乗
り
込
ん
で
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
三
人
の
部
屋
に
入
っ
た
ピ
ー
タ
ー
は
、
彼

ら
に
向
か
っ
て「
彼
女
は
俺
を
信
用
し
て
る
ん
だ
。
邪
魔

し
な
い
で
俺
に
任
せ
ろ
」と
言
う
の
だ
っ
た
。
実
は
ピ
ー

タ
ー
も
彼
ら
の
仲
間
で
、
レ
ジ
ー
ナ
に
近
寄
っ
て
金
の

在
り
処
を
突
き
と
め
る
役
を
引
き
受
け
て
い
た
の
だ
。

　
朝
靄
の
な
か
を
走
る
パ
リ
＝
ボ
ル
ド
ー
線
の
列
車
か

ら
男
の
死
体
が
、
線
路
わ
き
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
。

　
場
面
は
一
転
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
メ
ジ
ェ
ー
ブ
。
レ

ジ
ー
ナ
・
ラ
ン
パ
ー
ト（
オ
ー
ド
リ
ー
・
ヘ
ッ
プ
バ
ー

ン
）は
、
友
人
の
シ
ル
ビ
ー
と
そ
の
息
子
ジ
ャ
ン
＝
ル
イ

と
と
も
に
休
暇
を
過
ご
し
て
い
た
。
夫
の
チ
ャ
ー
ル
ズ

に
秘
密
が
あ
り
、
そ
れ
が
悩
み
で
離
婚
を
考
え
て
い
る

レ
ジ
ー
ナ
。
シ
ル
ビ
ー
と
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
と
き
、

見
知
ら
ぬ
男
が
、
い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
と
言
っ
て
ジ
ャ

ン
＝
ル
イ
を
連
れ
て
く
る
。
男
は
ピ
ー
タ
ー
・
ジ
ョ
シ
ュ

ア（
ケ
ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ド
）と
名
乗
っ
た
。
レ
ジ
ー
ナ

は
彼
に
惹
か
れ
る
が
、
パ
リ
へ
帰
る
と
こ
ろ
だ
と
言
っ

て
去
っ
て
ゆ
く
。

　
パ
リ
に
戻
っ
た
レ
ジ
ー
ナ
は
、
自
宅
の
扉
を
開
け
た

と
た
ん
、
家
財
道
具
す
べ
て
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
を

目
の
当
た
り
に
し
茫
然
と
す
る
。
そ
こ
へ
現
れ
た
の
は

パ
リ
警
察
の
グ
ラ
ン
ピ
エ
ー
ル
警
部
で
、
彼
は
レ
ジ
ー

ナ
に
同
行
を
求
め
る
の
だ
っ
た
。
彼
女
が
連
れ
て
行
か

れ
た
の
は
死
体
安
置
所
で
、
そ
こ
に
は
変
わ
り
果
て
た

姿
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
レ
ジ
ー
ナ
に
追
い
打
ち
を

か
け
る
よ
う
に
、
警
部
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
家
財
を
競
売

し
て
、
25
万
ド
ル
を
手
に
し
フ
ラ
ン
ス
を
出
国
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
、
列
車
か
ら
見
つ
か
っ
た
遺
留
品
の

中
に
は
、
そ
の
金
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明

す
る
。そ
の
上
レ
ジ
ー
ナ
は
夫
が
い
く
つ
も
の
パ
ス
ポ
ー

ト
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
見
せ
ら
れ
て
、
ま
す
ま
す

困
惑
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。

　
が
ら
ん
と
し
た
部
屋
で
沈
み
き
っ
て
い
る
レ
ジ
ー

ナ
の
前
に
、
ピ
ー
タ
ー
が
現
わ
れ
、
一
文
無
し
で
住

む
と
こ
ろ
も
な
く
な
っ
た
彼
女
を
ホ
テ
ル
ま
で
送
り

届
け
る
。

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
葬
式
に
は
参
列
者
も
な
く
、
レ
ジ
ー

ナ
と
、
シ
ル
ビ
ー
の
ほ
か
は
、
グ
ラ
ン
ピ
エ
ー
ル
警
部

だ
け
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
神
経
質
そ
う
な
初
老
の
男
ギ
デ

オ
ン（
ネ
ッ
ド
・
グ
ラ
ス
）、
見
る
か
ら
に
冷
酷
そ
う
な

テ
ッ
ク
ス（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
コ
バ
ー
ン
）、
義
手
の
大
男

ス
コ
ビ
ー
（
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ネ
デ
ィ
）が
次
々
と
現
れ
る
。

　
翌
日
の
昼
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
呼
び
出
さ
れ
た
レ

ジ
ー
ナ
は
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
名
乗
る
バ
ー

6
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『
兎
の
眼
』

先生が選んだこの一冊

　
小
学
校
の
教
員
を
目
指

す
方
は
、
既
に
読
ん
で

い
る
人
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
灰

谷
健
次
郎
の
作
品
は
、

教
員
を
目
指
す
学
生

に
は
定
番
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
多
い
で

す
ね
。

　
私
が
こ
の
本
を
読
ん
だ
の

は
、
大
学
２
回
生
の
時
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
、
高
等
学
校
（
保
健
体
育
科
）
の

教
員
に
な
り
た
く
て
、
小
学
校
の
教
員

へ
の
関
心
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
自
分

に
と
っ
て
は
、
こ
の
作
品
と
の
出
会
い

が
小
学
校
教
員
へ
の
憧
憬
を
強
く
抱
く

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
本
を
読
ま
な
か
っ

た
自
分
が
、
何
か
に
引
き
込
ま
れ
る
よ

う
に
一
気
に
読
破
し
た
こ
と
を
覚
え
て

い
ま
す
。
新
任
の
女
性
教
師
で
あ

る
小
谷
先
生
が
、
数
々
の
苦
難

に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
も
そ
れ

ら
を
克
服
し
て
成
長
し
て

い
く
物
語
。

　
物
語
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
小
学
校

が
立
地
す
る
地
域
は
多
く
の
社
会
的
問

題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
こ
で
生
活
を
し

て
い
る
子
ど
も
た
ち
も
多
様
な
問
題
を

抱
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も
た

ち
や
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
保
護
者

や
地
域
に
対
し
て
、
教
師
が
協
力
し
て

教
育
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
く
様
子
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
主
人
公
の
小
谷
先

生
も
、
教
師
集
団
だ
け
で
な
く
保
護
者

や
地
域
の
方
々
、
そ
し
て
学
級
の
子
ど

も
た
ち
に
支
え
ら
れ
、
成
長
し
て
い
き

ま
す
。
と
り
わ
け
、
小
谷
先
生
に
対
し

て
、
当
初
は
心
を
開
か
な
か
っ
た
鉄
三

君
が
、
少
し
ず
つ
打
ち
解
け
て
い
く
と

い
う
展
開
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
作
品
と
の
出
会
い
を
機
に
、様
々

な
教
育
書
を
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
実
際
に
小
学
校
教
員
と
し
て
勤
務

す
る
と
、
作
品
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う

な
こ
と
を
み
た
り
、
そ
れ
以
上
の
現
実

を
み
た
り
と
、
多
様
な
経
験
を
し
ま
し

た
。
で
も
、
こ
の
作
品
か
ら
感
じ
取
っ

た
〝
子
ど
も
た
ち
の
愛
ら
し
さ
〟
を
、

身
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
今

で
も
自
分
に
と
っ
て
貴
重
な
財
産
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
小
学
校
の
教
員
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
あ
の
と
き
感
じ
た
清
々
し
さ
を

い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
、
教
員
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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じ
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そ
の
後
、
う
ま
く
レ
ジ
ー
ナ
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
た
ピ
ー

タ
ー
は
、
彼
女
か
ら
25
万
ド
ル
の
一
件
を
聞
き
出
す
の

だ
が
、
そ
こ
に
彼
と
反
り
が
合
わ
な
い
ス
コ
ビ
ー
が
電

話
を
か
け
て
き
て
、
彼
女
に「
そ
の
男
は
ダ
イ
ル
と
い
い
、

彼
も
金
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
」と
告
げ
る
の
だ
っ
た
。

　
せ
っ
か
く
信
用
で
き
る
人
物
と
見
込
ん
だ
ピ
ー
タ
ー
ま

で
も
が
、
偽
名
を
使
っ
て
自
分
に
近
づ
い
て
き
た
の
か
、

レ
ジ
ー
ナ
の
疑
惑
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
ば
か
り
。
果
た
し

て
、
彼
女
は
こ
の
難
局
を
無
事
切
り
抜
け
ら
れ
る
の
か
？

チ
ャ
ー
ル
ズ
を
殺
し
た
の
は
誰
な
の
か
？
　
ピ
ー
タ
ー
は

い
っ
た
い
何
者
な
の
か
？
　
そ
し
て
25
万
ド
ル
の
行
方

は
？
　
謎
は
謎
を
呼
ん
で
ゆ
く
の
だ
っ
た
…
…
。

　　
こ
の
映
画
の
原
作
は
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ー
ン
で
、
こ

の
作
品
の
脚
本
も
彼
が
マ
ル
ク
・
ベ
ー
ム
と
共
同
執

筆
し
て
い
ま
す
。
彼
は
脚
本
家
で
、
ほ
か
に『
脱
走
大

作
戦
』（
１
９
６
８
年
）や『
サ
ブ
ウ
ェ
イ
・
パ
ニ
ッ
ク
』

（
１
９
７
４
年
）な
ど
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。

　
監
督
は
ス
タ
ン
リ
ー
・
ド
ー
ネ
ン
で
、
ジ
ー
ン
・
ケ
リ
ー

主
演
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
の
傑
作『
雨
に
唄
え
ば
』

（
１
９
５
２
年
）、
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ス
テ
ア
の
見
事
な
ダ
ン

ス
が
映
え
る『
パ
リ
の
恋
人
』（
１
９
５
７
年
）な
ど
の
名

作
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
と
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
の『
シ
ャ

レ
ー
ド
』で
気
を
よ
く
し
た
の
か
、
１
９
６
６
年
に
グ
レ

ゴ
リ
ー
・
ペ
ッ
ク
と
ソ
フ
ィ
ア
・
ロ
ー
レ
ン
主
演
で『
ア
ラ

ベ
ス
ク
』と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
作
品
を
監
督
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
レ
ジ
ー
ナ
を
演
じ
た
オ
ー
ド
リ
ー
・
ヘ
ッ
プ

バ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
も
な
い

で
し
ょ
う
。
彼
女
は『
ロ
ー
マ
の
休
日
』（
１
９
５
２
年
）

で
ア
カ
デ
ミ
ー
主
演
女
優
賞
に
輝
き
、
そ
の
後
ス
ピ
ル

バ
ー
グ
監
督
の『
オ
ー
ル
ウ
ェ
イ
ズ
』（
１
９
８
９
年
）を

最
後
に
引
退
す
る
ま
で
、
数
多
く
の
作
品
に
出
演
し
、

様
々
な
役
を
演
じ
て
き
ま
し
た
。
引
退
後
は
ユ
ニ
セ
フ

親
善
大
使
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
も
有
名
で
す
。

　
ピ
ー
タ
ー
を
演
じ
た
ケ
ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ド
は
、
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
監
督
の『
泥
棒
成
金
』

（
１
９
５
５
年
）や『
北
北
西
に
進
路
を
取
れ
』（
１
９
５
９

年
）な
ど
に
主
演
し
て
い
る
名
優
で
す
。

　
テ
ッ
ク
ス
役
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
コ
バ
ー
ン
は
、『
荒
野

の
七
人
』（
１
９
６
０
年
）、『
大
脱
走
』（
１
９
６
３
年
）

な
ど
で
も
存
在
感
の
あ
る
脇
役
を
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。

ス
コ
ビ
ー
役
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
、『
大
空
港
』

（
１
９
７
０
年
）に
始
ま
る
エ
ア
ポ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
で
、
パ

ト
ロ
ニ
役
を
演
じ
続
け
た
ほ
か
、
森
村
誠
一
原
作
の『
人

間
の
証
明
』（
１
９
７
７
年
）に
も
出
演
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
役
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ

ソ
ー
は
、ニ
ー
ル
・
サ
イ
モ
ン
の
戯
曲
を
映
画
化
し
た『
お

か
し
な
二
人
』（
１
９
６
８
年
）で
ひ
ょ
う
き
ん
な
中
年

男
を
演
じ
た
り
、『
マ
シ
ン
ガ
ン
パ
ニ
ッ
ク
』で
は
シ
リ

ア
ス
な
役
を
こ
な
し
た
り
で
き
る
演
技
派
で
す
。

　
今
回
の
と
っ
て
お
き
は
、
映
画
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
タ

イ
ト
ル
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
作
品
で
は
、
い
く
つ
も

の
渦
巻
き
が
、
カ
ラ
フ
ル
に
回
っ
て
ゆ
く
の
が
印
象
的

で
す
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
モ
ー
リ
ス
・
ビ

ン
ダ
ー
で
、
鮮
や
か
な
色
使
い
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

彼
は『
太
陽
が
い
っ
ぱ
い
』（
１
９
６
０
年
）、『
さ
よ
な

ら
を
も
う
一
度
』（
１
９
６
１
年
）、『
ラ
ス
ト
・
エ
ン
ペ

ラ
ー
』（
１
９
８
７
年
）な
ど
多
く
の
作
品
を
手
掛
け
て

い
ま
す
。
と
く
に
、「
０
０
７
」シ
リ
ー
ズ
の
女
性
の
シ

ル
エ
ッ
ト
に
よ
る
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
が
有
名
で
す
。

このページで紹介した映画『シャレード』（1963 年作品）と原作は

図書館に所蔵しています。

映画はジェネオン・ユニバーサル・

エンターテイメントジャパン合同会社のものを
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生産限定】／ Blu-ray 発売元：コムストック／ Blu-ray 販売元：パラマウント ジャパン／価格：
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『大衆食堂パラダイス！』
筑摩書房 、2011 年 9 月 7 日
遠藤 哲夫（著）

遠藤哲夫（1943 年〜）
新潟県南魚沼郡六日町（現南魚沼市）出身。六日町立
六日町中学校を経て新潟県立六日町高等学校卒業、法
政大学中退。1971 年より食品・飲食店のプランナー
の道へ進み、料理評論家の江原恵の影響を受け、江原
との共同活動等を行う。1990 年代から、大衆食、
大衆食堂についての著述業を行うようになる。「大
衆食の会」代表。編集プロダクション「アル
シーヴ社」監査役。

　
昭
和
３０
年
〜
４０
年
代
な
ら
、
ど
こ

の
町
に
も
あ
っ
た
「
大
衆
食
堂
」。
そ

こ
に
は
奇
を
て
ら
っ
た
も
の
や
豪
華

な
食
材
を
使
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。普
通
の
「
う
ま
い
め
し
」
を
安
く
、

早
く
庶
民
に
提
供
し
て
く
れ
る
飲
食

店
で
し
た
。

　
ま
た
高
度
経
済
成
長
を
支
え
る
「
金

の
た
ま
ご
」
と
し
て
各
地
か
ら
上
京

し
、
都
会
の
雑
踏
の
な
か
で
頑
張
る

若
者
た
ち
を
支
え
た
の
も
、
ふ
る
さ

と
の
母
親
が
作
っ
て
く
れ
る
よ
う
な

「
大
衆
食
堂
」
の
味
で
し
た
。
そ
こ
は

昼
休
み
で
も
、
仕
事
帰
り
で
も
、
ふ

だ
ん
着
の
ま
ま
で
も
、
気
楽
に
の
れ

ん
を
か
き
分
け
て
入
っ
て
い
け
る
居

心
地
の
い
い
場
所
。
常
連
に
な
れ
ば
、

友
だ
ち
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
大
衆
食
堂
は
、
昭
和
４０
年
代

後
半
以
降
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ

ン
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
に
と
っ
て

代
わ
ら
れ
、
今
で
は
街
角
に
ひ
っ
そ

り
と
営
業
す
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る

程
度
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
大
衆
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
近
代

の
普
通
の
日
本
人
が
何
を
食
べ
て
き

た
の
か
を
如
実
に
表
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
親
や
祖
父
母
が

何
を
ど
う
調
理
し
て
食
べ
て
き
た
の

か
…
…
、
料
理
史
の
本
を
ひ
も
解
い

て
も
は
っ
き
り
は
残
っ
て
い
な
い
そ

れ
が
、
大
衆
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
の
な

か
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
大
衆
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
と
い
え
ば
、

ト
ン
カ
ツ
定
食
、
オ
ム
ラ
イ
ス
や
サ

バ
の
味
噌
煮
、
天
ぷ
ら
、
野
菜
炒
め
、

お
刺
身
、
納
豆
、
豚
汁
な
ど
の
一
品

物
か
ら
カ
ツ
丼
、
う
ど
ん
、
ラ
ー
メ

ン
ま
で
、
和
洋
折
衷
さ
ま
ざ
ま
。
し

か
し
、
ハ
ン
バ
ー
グ
や
牛
丼
に
特
化

し
た
チ
ェ
ー
ン
店
が
全
国
展
開
し
、

大
衆
食
堂
に
と
っ
て
代
わ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
チ
ェ
ー
ン
店

も
３０
年
余
り
で
苦
境
に
陥
り
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
で
麺
類
や
丼
物

を
出
し
た
り
、
牛
丼
チ
ェ
ー
ン
店
で

カ
レ
ー
や
う
ど
ん
を
メ
ニ
ュ
ー
に
加

え
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
、
大
衆

食
堂
の
形
態
へ
と
戻
り
つ
つ
あ
る
の

は
興
味
深
い
事
実
で
す
。

　
ま
た
、
最
近
流
行
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
。

こ
れ
だ
っ
て
、
大
衆
食
堂
で
食
べ
ら
れ

て
い
た
メ
ニ
ュ
ー
が
見
直
さ
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。
著
者
の
言
を
借
り
れ
ば
、

「
大
衆
食
か
ら
生
活
感
を
ひ
い
た
も
の

が
Ｂ
級
グ
ル
メ
な
の
で
す
」。

　
著
者
の
長
年
の
大
衆
食
堂
研
究
の
成

果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
本
。
著

者
が
日
本
各
地
を
回
っ
て
取
材
し
た
、

味
の
あ
る
店
や
メ
ニ
ュ
ー
の
紹
介
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
本
の
魅
力
は
「
大
衆

食
堂
の
あ
る
生
活
を
楽
し
む
」
た
め
の

ガ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　
大
衆
食
堂
は
普
通
の
飲
食
店
と
は

違
っ
て
、
赤
の
他
人
同
士
が
、
密
な
空

間
で
、
日
常
の
最
大
に
し
て
最
高
の
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
食
事
を
す
る
場
で
す
。

つ
ま
り
他
人
の
食
事
を
冒
さ
ず
、
か
つ

自
分
の
最
大
の
満
足
を
追
求
す
る
場
。

そ
れ
を
心
の
底
か
ら
楽
し
む
た
め
の
秘

訣
が
こ
の
中
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
チ
ッ
ク
な
た
た
ず
ま
い
や
煩
雑

な
空
間
、
雑
多
な
メ
ニ
ュ
ー
に
、
気
兼

ね
な
く
老
若
男
女
が
集
う
大
衆
食
堂
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
少
な
く
な
っ

た
現
代
に
お
い
て
は
異
空
間
の
よ
う
に

も
見
え
ま
す
が
、
こ
の
本
を
と
お
し
て

そ
れ
ら
の
魅
力
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

「
お
や
じ
天
国
」に
し
て
お
く
の
は
も
っ

た
い
な
い
大
衆
食
堂
。
ふ
ら
り
の
ぞ
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。



ポップアップ リブ
新しくなったポータルサイト

データベースを使って、貴重な情報を探そう。　　　

http://bulib.bukkyo-u.ac.jp/docs/portal/

その

3
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特集コーナー
What's database?
レポート・論文に役立つ
データベースにチャレンジ !

佛教大学論文目録リポジトリは
本学の先生が書いた論文のデジタル
ライブラリーなんだ。CiNii で
みつからないものもさがせるよ

CiNii はいろいろな
論文がさがせるよ

データベースを
クリック

雑誌・論文を
クリック

P14へ

P15へ
接続をクリック

接続をクリック

3月
近代仏教の魅力
　明治維新は政治だけでなく、宗教にまで大き

な影響を及ぼしました。明治元年に公布された

神仏分離令によって巻き起こった廃仏毀釈の嵐

は、江戸時代から続いてきた仏教各宗派に打撃

を与えます。その後仏教界はヨーロッパの近代学問の理論に立って、新たな教化布教の体

制を構築し、その活動は社会事業によって開花します。仏教離れが叫ばれる現代社会に、

魅力ある仏教とは何かを問い直してみませんか。日本の近代仏教を学ぶための図書を展示・

貸出します。

2月
日本民俗学の大家たち
　日本各地に残る伝承や年中行事、名もな

き人々の暮らしや生き方をとおして、現代

のわたしたちの生活の原点を学ぶことがで

きます。それは歴史学ではなく、民俗学に

よって研究されてきました。日本民俗学の

創始者とよばれる柳田国男から、南方熊楠、

折口信夫、早川孝太郎、宮田登、谷川健一にいたる研究者たちの全集、著作集をはじめ、

仏教民俗学の分野で活躍した高取正男、竹田聴洲、五来重の著作集までを展示貸出します。

1月
仏教美術に魅せられる
　仏教を学ぶ方法にもいろいろありますが、みなさんはどこか

らアプローチしますか？

　仏教美術にチャレンジするのもそのひとつでしょう。絵画や

彫刻、建築など様々な文化遺産をとおして、新たな視野で仏教を

理解していくことができます。独特の造形美は仏教の発展とと

もに、様々な表情をみせてくれます。そんな仏教美術に関連する

図書を展示貸出します。



新しくなったポータルサイト

1415

『京都盆地』について書か
れた論文をさがそう！キーワードを入力

キーワードを入力

本文をダウンロード

本文をダウンロード

キーワードが複数ある
ときはスペースを空けて
入力してね

CiNii
BAKER　佛教大学論文目録リポジトリ

ここをクリック

詳細検索を
使ってみよう



開館カレンダー

【開館時間】	 9：00 〜 20：00      ● 9：00 〜 17：00　● 9：00 〜 21：00　● 10：00 〜 20：00

1月 2月 3月

季刊『Lynzo』vol.6	

平成 24 年	1 月 1 日発行
編集・発行　佛教大学図書館
〒 603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96
TEL	075-491-2141（代）　FAX	075-491-9042　
http://www.bukkyo-u.ac.jp/lib/index.html

いよいよ平成 24 年（2012）の幕開けです。今年は『方
丈記』の完成から 800 年を迎えます。日本三大随筆
のひとつに数えられる、この作品を読み直してみるい
いチャンスかもしれません。さて、みなさんにとって
どんな年になるのかな？　ワクワクしながら、そして
ちょっとドキドキしながら、さあスタートしましょう !!

後
　
記

りんぞーくんのおしゃべり

17 16

1（日） 休館日

2（月） 休館日

3（火） 休館日

4（水） 休館日

● 5（木）

6（金）

7（土）

8（日）

9（月）

10（火）

11（水）

12（木）

● 13（金）

● 14（土）

● 15（日）

16（月）

17（火）

● 18（水）

● 19（木）

● 20（金）

● 21（土）

● 22（日）

● 23（月）

● 24（火）

● 25（水）

● 26（木）

● 27（金）

● 28（土）

● 29（日）

● 30（月）

● 31（火）

● 1（木）

● 2（金）

● 3（土）

4（日） 休館日

5（月） 休館日

6（火） 休館日

● 7（水）

● 8（木）

● 9（金）

● 10（土）

11（日） 休館日

● 12（月）

● 13（火）

● 14（水）

● 15（木）

● 16（金）

● 17（土）

● 18（日）

● 19（月）

20（火） 休館日

21（水） 休館日  

22（木） 休館日

23（金） 休館日

● 24（土）

● 25（日）

● 26（月）

● 27（火）

● 28（水）

● 29（木）

● 30（金）

● 31（土）

1（水） 休館日

2（木） 休館日

3（金） 休館日

4（土）

5（日）

● 6（月）

● 7（火）

● 8（水）

● 9（木）

● 10（金）

11（土）

12（日）

● 13（月）

14（火） 休館日

15（水） 休館日

16（木） 休館日

17（金） 休館日

● 18（土）

● 19（日）

● 20（月）

● 21（火）

● 22（水）

● 23（木）

● 24（金）

● 25（土）

● 26（日）

● 27（月）

● 28（火）

● 29（水）

※予定が変更される場合があります。図書館ホームページも参照してください。


