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書評 と紹介

森

雅
秀
著

『

仏
の

イ

メ

ー

ジ
を

読
む

　
　

ー
マ

ン

ダ
ラ

と

浄
土
の

仏
た

ち

』

大
法
輪
閣

　
二

〇
〇
六

年
八

月
一

〇
日

刊

四

六

判

　
二

七

四
頁

　
三

二

〇
〇
円
＋

税

入

　
澤

呂
示

　
わ
が

国
に

お

け
る

仏
教
学
の

世
界
は

こ

れ
ま
で

「

図
像
」

と

い

う
も

の

を
ほ

と
ん
ど

研
究
の

対
象
に

据
え
る
こ

と
は

な

か

っ

た
。

仏
教
研
究
の

う

え

で

基

本
と

な
る

の

は

「

文

献
を
読
む
」

こ

と

で

あ
り

、

文
献
に

盛

り
込

ま

れ

た
「

教
義
」

が

研
究
の

中
心
で

あ
っ

た
。

し
か

し、

図
像
作
品
も

仏

教
を
理

解
す
る
た
め
の

テ
キ

ス

ト
た
り

う
る

。

こ

の

こ

と

を
い

ま
］

番
積

極
的
に

発
信
し
て

い

る
の

が

森
雅
秀
氏
で

あ
る。

　
森
氏
は
こ

れ
ま
で

イ
ン

ド

密
教

、

及
び

チ
ベ

ッ

ト
・

ネ
パ

ー
ル

の

仏
教

に

つ

い

て

多
く
の

論

考
を

発
表
し

て

お

り、

『

マ

ン

ダ

ラ

の

密
教

儀
礼
』

『

イ
ン

ド

密
教
の

仏
た

ち
』

（
共
に

春
秋
社
刊
）

と
い

っ

た

密
教
関
連
の

書
も
公
に

し

て

い

る
。

森

氏
の

論
考
を

読
む

者
は、

氏
の

該

博
な

知
識
に

圧
倒
さ
れ
つ

つ

も
、

抑
制
の

き

い

た

筆
致
に

思
わ
ず

目
を

み

は
る

。

も
の

ご
と

の
一

面
的
理

解
を
排
し

、

多
面

的
に

も
の

ご

と
を
と

ら
え
る

こ

と

の

重
要
さ

を

さ
り
げ
な

く
示

す
の

も
氏
の

特
徴
で
あ
る

。

　
本

書
は、

一

般
向
け

に

書
か

れ

た

啓
蒙
書
で

あ
る

。

な
ら

ば、

『
宗
教

研
究
』

に

取
り
上

げ
る
こ

と

も
あ
る

ま

い
。

新
聞
書
評
子
に

ま
か

せ

て

お

け
ば
よ
い

。

と、

思
う
な
ら

ば

大
き
な

間
違
い

で

あ
る

。

一

般

向
け
と

は

い

え、

本
書
は

研
究
者
に

と
っ

て

実
に

刺
激
的
な

書
で

あ
る

。

す
で

に

杉

本
卓
洲
氏
の

書
評
（
『

北
陸
宗
教
文

化
』

第
十
九
号）

が

出
さ

れ
て

お

り
、

「

内
容
は

広
範
に

わ
た
っ

て

多
角
的
に

論
じ
ら
れ

、

蒙
を

啓
か

せ

ら

れ
る

と

こ

ろ

限
り
な

い
。

四

種
の

仏
に

対
す
る

類
型

化
も

巧
み

で

あ
り

、

舌
を

巻

く
ば
か

り
で

あ
る
」

と

の

評
を

受
け
て

い

る
。

著
者
は
一

般

書
と

い

う

体
裁
を
と

り
つ

つ

も、

仏
教
研
究
に

お

い

て

大
き

な

風
穴
を

開
け
よ

う
と

し
て

い

る
。

　

本
書
で

は、

仏
教
の

代
表
的
な

尊
格
で

あ
る

観
音
菩
薩、

不

動
明
王

、

阿

弥
陀
如
来、

大
日
如
来
を

取
り
上

げ
る
。

尊

格
を

扱
っ

た
こ

れ

ま

で

の

書
物
で

あ
れ
ぼ

、

尊
格
に

関
係
す
る

経
典
を
ま

ず
挙
げ、

そ
し
て

図
像
を

紹
介
す
る

方
式
が

と

ら
れ

て

い

た
。

森
氏
は

従
来
に

な
い

手
法
で

こ

れ
ら

四

尊
に

ア
プ
ロ

ー
チ
す
る

。

尊
格
の

出
現
す
る

あ

り
方
に

着
目
し

た

の

で

あ
る

。

　

観
音
は

「

変
化
す

る

仏
」 、

不
動
は

「

感
得
さ

れ
る

仏
」 、

阿
弥
陀
は

「

来
迎

す
る

仏
」 、

大
日
は

「

遍
在
す
る

仏、

そ

し
て

出

現
す

る

仏
」

と

と

ら

え
、

著
者
は

各
ほ
と

け

が
ど

の

よ

う
に

わ
れ

わ

れ
の

前
に

現
れ
る
か

を

提
示
し
て、

イ
メ

ー
ジ

の

背
後
に

あ
る
も
の

を

探
り
出
す

。

　

尊
格
の

イ
メ

ー
ジ

は

「

聖
な

る
も
の

の

あ
ら

わ
れ
」

と
い

う
観
点
に

著

者
は
立
っ

て

い

る
。

エ

リ
ア

ー
デ
の

言
う
「

聖

体
顕
現
」

（
ヒ

エ

ロ

フ

ァ

ニ

ー
）

に

影
響
を
受
け
た

と

い

う
は

た
や
す
い

。

し

か
し、

仏
教
研
究
に

お

い

て

仏
・

菩
薩
の

よ

う
な

聖

な
る

も
の

が、

ど

の

よ
う
に

出
現
す
る
か

を

切
り
口

に

し
て

尊
格
を
紹
介
し
た

事
例
は
こ

れ
ま
で

に

な

か

っ

た
。

　
「

聖
な

る

も
の
」

は

ど
の

よ
う
に

現
れ

る
か

。

こ

れ
を

タ
イ

ト
ル

に

す

る

序
章
で

バ

ー
ル

フ

ッ

ト
出
土

の

「

託

胎
霊

夢
」

の

図
が
ま

ず
挙
げ
ら
れ

る
。

仏
と
い

う
聖
な
る

も
の

は

ど
の

よ
う
に

こ

の

世
に

出

現
し
た

か
。

著
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者
は

図
像
と

文

献
と
の

照
合
か

ら

次
の

四
点
を

導
き

出
す

。

 
特
別
な

姿

を
と

る

こ

と

（

こ

の

場

合
六

牙
の

白

象）
。

 
向
こ

う
か

ら

こ

ち

ら
に

や

っ

て

き
て

受

け
身
で

あ
る

（
こ

の

場

合
摩
耶
夫
人
）

。

 
仏
が

出
現
す
る

こ

と
は
】

種
の

神
秘
体
験
で

あ
り

、

受
け
手
の

心
身
の

状
態
に

大
き

な
変

化
を

与
え
る

。

 
受
け
手
は
出

現
し
た

仏
と
一

体
と

な

り
、

そ
の

知
覚
を

身
に

つ

け
る
こ

と

さ
え

可
能
に

な
る

。

　
読

者
は

本
書
を

読
み

終
わ
っ

た
あ
と

、

こ

の

四

点
が

本
論
で

語
ら

れ
る

四
つ

の

主
題
に

繋
が
っ

て

い

る
こ

と

に

気
付
く
こ

と

に

な
る

。

＝
二

二

点

の

図

版
は

単
な
る

挿
絵
で

は
な
い

。

各
章
の

中
で

も
、

著
者
は

さ

ま

ざ
ま

な
仕

掛
け
を
講
じ
て

、

イ
メ

ー
ジ
を

読
み

解
い

て

い

く
。

図
像
研
究
者
は

も
と
よ

り、

仏

教
学

、

宗
教

学
に

携
わ
る
方
々

に

広
く
薦
め

た
い

一

書
ゆ

え、

特
筆
す
べ

き

点
を
中
心
に

紹
介
し
て

い

く
こ

と

に

す
る

。

　
第

＝
早

の

観
音
で

は

ま
ず

『

今
昔

物
語
』

を

例
に

あ
げ、

「

観
音
は

さ

ま
ざ
ま

な
姿
を
と

っ

て

現
れ
る
」

と

記
す

。

日

本
の

説
話
文
学
に

通
じ
て

お

れ

ば

自
明
の

こ

と

で

あ
る

。

し
か

し
、

「

観
音
の

霊

験
譚
で

は

観
音
が

観
音
の

す
が
た
の

ま

ま
、

人
の

前
に

登
場
す
る

も
の

は
ひ

と

つ

と

し

て

な

い
。

観
音
は

あ
く
ま

で

も
観
音

像
で

あ
り、

お

寺
の

本
堂
か

ら

動
く
こ

と

は
な

い
」

（
三

八
頁）

と

指
摘
さ

れ

る

と

蒙
が

啓
か

れ
る

。

人
び
と

を

救

う
の

は

観
音
そ
の

も

の

で

は
な

く
、

化
身
し

た

観
音
な
の

で

あ
る

。

　
観

音
が

苦
難
に

あ
え

ぐ
人
び
と
を

救
う
イ
メ

ー

ジ

を
決
定
づ

け
た

も
の

が
『

法
華
経
』

「

普
門
品
」

で

あ
る

こ

と

は

疑
い

な
か

ろ

う
。

本

書
で

も

定
石

通
り、

『

法
華
経
』

「

普
門
品
」

の

解
説
が

手
際
よ

く
な
さ

れ
る

。

図

像
と
し

て

は
「

観
音
諸
難
救
済

図
」

が

西
イ
ン

ド
の

石

窟
寺
院
に

表
現
さ

れ
て

お

り、

具

体
例
を
懇
切
丁

寧
に

あ
げ
て

い

く
。

大
火
に

あ
っ

た

人
の

前
に

現
れ
る

観
音

、

盗
賊
に

襲
わ
れ
た
人
の

前
に

現
れ
る

観
音

、

海
難
に

遭
遇
し
た

人
の

前
に

現
れ
る

観
音
な
ど、

観
音
そ
の

も
の

の

救
済
す
る

姿

が

ま

ざ
ま
ざ
と

実
感
で

き
る

。

　
こ

こ

で

読
者
は

、

観
音
の

現
れ
方
が
日

本
と

イ
ン

ド
で

は

大
き

く

異
な

っ

て

い

る
こ

と

に

気
付
く

。

一

般
に
、

観
音
が

変
化
身
を

持
つ

こ

と

の

根

拠
に

『

法

華
経
』

「

普
門
品
」

が

あ
げ
ら

れ
る

が
、

経
典
に

は

観
音
が

変

化
身
を
と

っ

て

人
び
と

を

救
う
と

は

ど
こ

に

も
説
か

れ
て

は

い

な
い

。

観

音
の

三

十
三

身
（
梵
本
で

は

十

六）

に

し

て

も
、

こ

れ

は

観
音
の

普
遍

化
・

絶
対

化
を
示

し

て

は
い

て

も
、

具

体
的
イ
メ

ー
ジ
を

も
っ

た

変
化
観

音
で

は
な
い

。

観
音
が

化

身
の

姿
を
と
っ

て

衆
生
を

救
う
と

い

う
イ
メ

ー

ジ

は

イ
ン

ド
か

ら

あ
っ

た
か

の

よ
う
に

受
け
と

め
ら
れ

が

ち
だ

が
、

実
は

そ
う
で

は
な

い

こ

と

が
わ
か

る
。

　

イ
ン

ド
の

多
様
な

観
音
像
が

紹
介
さ
れ
る

な

か
、

い

わ
ゆ

る

変
化
観
音

と

し

て

知
ら
れ

る

十
一

面

観
音
や
不
空

羂
索
観
音
は

陀
羅
尼
と

関
係
が

深

い
。

変
化

観
音
と

い

わ
れ
る

尊
格
は

陀
羅

尼
を
神
格

化
し
た

ほ

と

け
で

実

際
は

陀
羅
尼
観
音
な

の

で

あ
る

。

　

不
空

羂
索
観
音
の

も
つ

羂
索
な
ど、

こ

れ
ま
で

ど
の

よ

う
に

説
明
さ

れ

て

い

た
か

。

狩
猟
に

使
う

投
げ
縄
の

こ

と
で

、

こ

れ
が

必
ず
獲
物
を
し
と

め
る

よ
う
に

、

観
音
が
必

ず
衆
生
を

救
済
し

て

く
れ
る

こ

と

を

表
し
て

い

る、

と
い

わ
れ

て

い

た
。

し

か

し、

こ

れ
は

＝
二

世
紀
の

日
本
の

文

献
に

拠
る

も
の

で
、

イ
ン

ド
で

は

神
々

の

も
つ

武
器
で

あ
っ

た
。

羂
索
の

も
つ

呪
術
的

機
能
が

願
望
成
就
に

効
果
を

発
揮
す
る

よ
う
に

、

そ

れ

を

た
た
え

る
呪

句
と
な
っ

た

と

す
る

著
者
の

推
論
は

説
得
力
が

あ
る

（

七

八

頁）
。

　

わ
が

国
の

変
化
観
音
の

多
く
は
陀
羅

尼
と

結
び
つ

い

た

観
音
で

あ
り、

陀
羅
尼

経
典
と

変
化
観
音
は

密
接
な

関
係
を
も
つ

。

奈
良
時
代
以

来、

信

296〔506）
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仰
さ
れ
て

き

た

陀
羅
尼
の

観
音
た

ち
は

実
は

「

対
象
に

応
じ
て

姿
を
か

え

る

柔
軟
性
な

ど

は

備
わ
っ

て

い

な
い
」

（

八
七

−
八

八

頁
）

の

で

あ
る

。

日
本
の

観
音
霊
験
譚
で

、

観
音
が

人
の

姿
を
と
っ

て

現
れ
る

の

は
、

仏
教

的
な
思

想
で

は

な
く、

日

本
に

お

け
る

神
仏
の

特
殊
な

出
現
方
法
と

し
て

理
解
す
べ

き

（
八
八

頁
）

と

の

提
言
は

傾
聴
に

値
し

よ

う
。

日

本
に

お

け

る
神
や

仏
は

、

女

性
や

童
子
あ
る
い

は

翁
の

姿
で

現
れ
る

が
こ

れ
は
き
わ

め

て

日

本
的
な
現
れ

方
で

あ
る

。

つ

ま

り、

観
音
は

変

化
し
て

い

る
よ
う

に

見
せ

な
が

ら、

じ
つ

は

ま

っ

た
く

変
化
し
て

い

な

い

と
こ

ろ

が
、

観
音

の

変
幻

自
在
な

と
こ

ろ

で

あ
る

と

い

う
、

な
ん
と

も

意
表
を
つ

く
結
論
に

至
る

。

「

変
化
す
る

仏
」

と

し

て

知
ら

れ
る

観

音
で

あ
る

が、

著
者
の

描

き
出
し
た

観
音
は、

柔
軟
に

姿
を
か

え
て

人
を

救
う
と

い

う
通
俗
的
な

観

音
の

イ
メ

ー
ジ

を
覆
す
も
の

で

あ
り、

説
話、

経
典、

図

像
を

総
括
的
に

眺
め
れ

ば
、

仏
教
の

展
開
の

な

か

で

観
音
と
い

う
聖
な
る
も
の

が

生
成
を

遂
げ
て

い

た
こ

と
が

了
解
さ
れ
る

。

地
域
や

時
代
に

も
と
つ

く
差
異
に

ま

な
ぎ
し

を

向
け
な
が
ら

、

人
び

と
が

観
音
を
ど
の

よ

う
に

受
容
し
た
か

を

解
明
し

よ

う
と

す
る

著
者
の

志
は
き

わ
め

て

高
い

。

仏

教
の

尊
格
に

つ

い

て

な
さ

れ

る
解
説
で

し
ば

し
ば

み
ら

れ
る
一

面
的
理
解
を
な
ん

と

か

改
め

た
い

と

す
る
の

が

著
者
の

も
く
ろ

み

な
の

で

あ
る

。

　
こ

の

章
で

特
に

目
を

引
い

た

の

が
、

観
音
救
済
譚
の

背
景
に

踏
み

込
ん

で

い

る

箇
所
で

あ
る

。

著
者
は

『

法

華
経
』

「

普
門
品
」

に

出
る

次
の
一

節
に

注

目
す
る

。

暴

風
雨
に

よ
っ

て

羅
刹
女

の

島
に

漂
着
し
た

と

し

て

も、

そ

の

中
の

誰
か

ひ

と

り
だ
け
で

も
、

助
け
を
求
め

て

観
音
の

名
を

呼

ぶ

人
が

い

れ
ば、

彼
ら
は

す
べ

て

こ

の

羅

刹
女
の

島
か

ら

逃
れ
る

こ

と

が

で

き

る

（

四
九

頁）
。

こ

の
一

節
の

背
後
に

イ
ン

ド
に

古
く
か

ら

伝
わ
る

「

雲

馬
王

物
語
」

「

シ

ン

ハ

ラ

物
語
」

な

ど
の

名
前
で

知
ら

れ
る

物
語
を

想
定
す
る

。

も

と

も
と

観
音
と

無
関
係
で

あ
っ

た

話
が

「

普
門
品
」

が

結

節

点
と

な
っ

て

観
音
と

結
び
つ

き、

両
者
が

合
体
し
た

よ

う
な

物
語
が
生

ま

れ
（
『

大
乗
荘
厳
宝

王

経
』

）

、

そ
し

て

図
像
化
さ

れ

る

（
「

観
音
経
絵

巻
」

）
。

ひ

と
つ

の

尊
格
の

背
後
に

は

豊
か

な

物
語
世

界
が

広
が
っ

て

お

り、

説
話
研
究
が

図

像
学
と

結
び
つ

け

ば

尊
格
の

研
究
は

さ

ら

に

深
ま
り

を
み

せ

る

こ

と

で

あ
ろ

う。

　
第
二

章
は

不

動
明
王

。

「

感
得
さ

れ

る

仏
」

と

副

題
が

つ

い

て

い

る

よ

う
に
、

こ

こ

の

主
題
は

「

感
得
」

で

あ
る
。

高
僧
や

阿
闍
梨
が

宗
教

的
体

験
の

中
で

尊
格
に

ま
み

え

る
こ

と
を

感
得
と
呼
ぶ

が
、

な
る

ほ

ど

こ

れ

も

仏
教
に

お

け
る

聖
な
る

も

の

の

現
れ

方
の

ひ

と
つ

で

あ
る

に

違
い

な
い

。

　
こ

の

章
で

は

最
初
に

、

三

井
寺
に

伝
わ
る
円

珍
ゆ

か

り
の

黄
不
動
が

紹

介
さ

れ
る

。

円
珍
が

黄
不
動
を
感

得
し

た

と

い

う
よ

く
知
ら
れ
た

物
語
を

導
入

部
に

お

き
、

こ

の

箇
所
で

感
得
に

お

け
る

「

聖

な
る
も
の

は

ど
の

よ

う
に

現
れ

る
か
」

の

ポ
イ

ン

ト
が
示
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

が
、

十
分
に

ア
ン

テ

ナ

を
は

り
め

ぐ
ら

せ

て

お

か

な

い

と
そ
の

こ

と

に

気
付
か

な
い

。

　
黄
不
動
の

説
明
に

続
い

て

わ
が

国
の

不
動
の

初
期
の

形
式
が

紹
介
さ

れ

る
。

す
な

わ
ち、

空

海
が

請

来
し
た

不
動
の

図

像
（
大
師
様）

と

円
珍
が

請

来
し
た

不

動
の

図
像
（
円
珍

様）

で

あ
る

。

こ

の

紹
介
を
通
し
て、

円

珍
の

感
得
し
た

黄

不
動
が

特
異
な
も
の

で

あ
る

こ

と

が

理
解
で

き
る

。

　
初
期
の

不

動
の

主

流
で

あ
っ

た
の

は

大
師
様
で

あ
っ

た

が、

十
九

相
観

と
い

う
不
動
の

観
法
が

流
れ
を

変
え

る
。

十
九

相
観
に

も
と

つ

く
イ
メ

ー

ジ
が

日
本
の

不
動
の

形
式
と

し
て

定
着
す
る

こ

と

と

な
る

。

こ

の

あ
た

り

著

者
は

密
教
行
者
の

宗
教
的
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

を
追

求
す
る

。

十
九

相
観
を

説

く

儀
軌
に

は

十
九

布
字
観
と

い

う
行
法
が

示
さ

れ

て

い

て
、

十
九

布
字
観
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で

行
者
自
身
は
不

動
と

同
一

で

あ
る

こ

と

を

体
験
す
る

。

行
者
が

自
分
の

身
体
の

十
九
か

所
に

、

順
に

特
定
の

文
字
を
配

置
し

て

い

き

自
身
が

不
動

と

同
一

で

あ
る
こ

と
を

体
験
す
る

と

い

う
文

字
を

介
し
た

瞑
想

法
は

、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
教
の

行
法
の

ひ

と
つ

ニ

ヤ

ー
サ
の

伝
統
を

受
け

継
ぐ
も

の

で

あ

る

こ

と
が

示
さ

れ
る

。

わ
が

国
の

不
動
の

瞑
想

法
は

イ
ン

ド
に

辿
れ

る
。

な
ら
ば、

不
動
の

イ
メ

ー
ジ

の

源
は

ど

う
か

。

　
日

本
の

不
動
と
イ
ン

ド

の

不

動
と

の

共
通

点
は

、

持

物
の

剣
と

羂
索
で

し
か

な
い
。

わ
が

国
に
一

般
的
な

盤
石
の

上
に

坐
る

像
な
ど
イ
ン

ド
そ

し

て

チ
ベ

ッ

ト
や
ネ
パ

ー
ル

で

は

全
く
見
ら
れ

な
い

と

い

う
。

　
さ
て

問
題
の

黄
不
動
で

あ
る

。

黄
不
動
は

ま

ず
全
体
と
し

て

は

不
動
で

あ
る

。

し

か

し、

身
体
の

色、

巻
髪、

体

格
、

装
身
具、

座
な
ど

個
別
の

要
素
に

改
変
が

加
え

ら
れ
て

い

る
。

円
珍
の

黄
不
動
感

得
説
話
の

中
で
、

円

珍
の

前
に

現
れ

た

金
人

み

ず
か

ら
が

「

不

動

明
王

で

あ
る
」

と

名
乗

り
、

そ

れ
で

よ
く

観
察
し
た
こ

と

で
、

よ

う
や

く
不
動

明
王
で

あ
る

こ

と

が

わ
か

っ

た
と
す
る

点
が

重
要
な
ポ

イ
ン

ト

だ
っ

た

の

で

あ
る

。

特
異
な

イ
メ

ー

ジ

が
感

得
像

。

す
な
わ
ち

、

規
範
と

な

る
イ
メ

ー
ジ
か

ら
、

何
ら

か

の

点
で

「

逸
脱
」

し

て

い

る
こ

と
が

必

要
で

あ

る

（

一

四

三

頁
）

。

感

得
像
を

成
り
立
た

し
め

て

い

る

の

は、

こ

の

よ

う
な

「

逸
脱
」

（
わ
か

り

や
す

く
い

え
ば

「

ず
れ
」）

な
の

で

あ
る

。

規
範
的
に

創
出
さ
れ

た
イ

メ

ー

ジ
と

、

高
僧
が

感
得
し
た

イ
メ

ー
ジ
と
の

差
異
に

聖
な
る

も

の

が

や
ど

る
（
一

四

五

頁）
。

こ

こ

で

著

者
は

聖
な

る

も
の

を
創

り
出
す
宗
教
的
な

芸
術

活
動
に

対
し

注
目
す
べ

き

発
言
を
な
す

。

聖
な

る

も
の

の

聖
性
は、

「

規

範
」

と
「

逸

脱
」

の

二

つ

の

バ

ラ
ン

ス

の

上
で

成
り
立
っ

て

い

る、

と
。

そ

し
て

、

「

感
得

像
の

イ
メ

ー

ジ

は、

規
範
的
な

イ

メ

ー
ジ
が

お

ち

い

る

形
式
化、

つ

ま

り
無
力
化
に

対
し、

形
に

変
化
を

与
え

る

こ

と

で、

そ

の

形
式
の

持
つ

力
を

刷
新
す
る
働
き
を

持
つ
」

と

し
、

そ

し

て

逆
に、

「

形
式
か

ら

極
端
に

逸

脱
し

よ

う
と

す
る

イ

メ

ー
ジ

に

対
し

て

は
、

正

統

的
な

イ
メ

ー

ジ

を
意
識
さ

せ

る

こ

と
で、

そ

の

動
き

を

抑
制
す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る
」

（
一

四
六

頁
）

と

結
ぶ

。

こ

れ

は

行
者
の

宗
教

的
ヴ

ィ

ジ
ョ

ン

と

造
形
と

い

う

興
味
深
い

テ

ー
マ

に

繋
が

っ

て

い

く
。

　
な

お
、

こ

の

章
の

テ

ー

マ

に

つ

い

て、

著
者
は
別
に

「

感
得
像
と

聖
な

る

も

の

に

関
す

る
一

考
察
」

（
『

真
鍋
俊
照

博
士

還
暦
記
念
論
集
　
仏
教
美

術
の

課
題
と

展
開
』

所
収）

で

も
論
じ
て

い

る
。

　

第
三

章
は

阿

弥
陀
で

あ
る

。

阿
弥

陀
は

「

来
迎

す

る

仏
」

と

と

ら

え

る
。

ま

ず、

と

り

あ
げ

ら
れ

る
の

は

『

法
然
上

人

絵
伝』

。

場
面

は

法
然

の

臨
終
で、

雲
に

乗
っ

て

空
中
に

浮
か

ぶ

阿
弥
陀
如

来
が

眉
間
か

ら
一

条

の

光
を

発
す
る

と

こ

ろ

で

あ
る
。

阿
弥

陀
か

ら

の

光
を

受
け
取
る

こ

と
、

こ

れ
が

往
生
に

他
な
ら
な
い

。

　
こ

こ

で

著
者
は、

仏
の

眉
間
白
毫
か

ら

光
を

放
つ

と

い

う
モ

チ
ー
フ

に

着
目
す
る

。

周
知
の

通
り
、

眉

間
白
毫
か

ら

光
を
放
つ

と
い

う
の

は

大
乗

経

典
で

な
じ

み

深
い

も
の

で

あ
り、

『

法

華
経
」

の

冒
頭
部
分
は
そ

の

代

表
で

あ
る

。

仏
の

精
神
統
一

（
三

味）

が

生
み
出
す

奇
跡、

す
な
わ
ち

神

変
で

あ

り
、

そ
の

ひ

と
こ

ま
と

し

て

放
光
が

あ
る

。

『

般
若

経
』

で

語
ら

れ
る

神
変
の

モ

デ
ル

が

「

舎
衛
城
の

神
変
」

で

あ
る

こ

と

も

織
り

込
ま

れ、

釈
迦
の

示
し
た
ひ

と

つ

の

奇
跡
が
生

成
発
展
す
る

こ

と

に

読
者
の

喚

起
を

促
す

。

そ

し
て

神
変
の

最
後
の

段
階
で

、

世
界
が

浄
土
に

変
わ
る

こ

と

に

注
目
す
る

。

こ

れ

は

故
梶
山
雄
一

氏
の

研
究
に

基
づ

く
（
た

だ
し、

参
考
文
献
に

は

梶
山
雄
一

「

神
変
」

『

仏
教

大
学
総

合
研
究

所
紀
要
』

第

二

号
は

載
せ

ら

れ
て

い

な
い
）

。

日

本
人
に

な
じ
み

の

深
い

「

浄
土
」

や
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書評 と紹介

「

他

力
」

の

原
型
は

仏
の

「

神
変
」

に

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

仏
教
学
で

も

っ

と

議
論
さ
れ
て

い

い
。

図
像
学
上
か

ら
も

、

神
変
図
が

浄
土

図
の

祖
形

と
み

な

さ

れ
て

い

る
。

ガ
ン

ダ
ー

ラ

か

ら

出
土
し

た

浮
彫

図
に

、

神
変
の

光
景
を

表
し
た
と

解
釈
さ
れ

て

い

る

作
例
が
あ
る

が

（
詳
し
く
は

、

宮
治

昭
「

「

舎
衛
城
の

神
変
」

と

大
乗
仏
教
美

術
の

起

源
」

『

美
学
美

術
史
論

集
』

第
二

〇
号、

参
照）
、

大
き

く
表
さ

れ
た

仏
坐

像
を

群
衆
が

取

り

囲

む
と
い

う
こ

の

特
殊
な

構
図
は、

中
央
ア

ジ
ア

で

釈
迦
は

阿
弥
陀
に

変
わ

り、

情
景
も
極

楽
へ

と

変
化
す
る

。

釈
迦
が

発
し

た

光
が

世
界
を

浄
土
に

か
え

る
と

い

う
発

想
か
ら

「

無
限
の

光
を

持
つ

も

の
」

（
阿
弥

陀
〉

が

中

心
と

な

っ

て

光
そ

の

も
の

が

主

役
に

な
る

と

い

う

発
想
へ

。

こ

の

転
換
は

浄
土

図
の

出
現
と

い

う
テ

ー
マ

だ

け
で

は

お

さ

ま
り
き
れ
そ
う
に

な
い

。

　

阿
弥
陀
の

浄
土

変
相
図
が

『

観
経
』

の

内
容
を
周
囲
に

加
え
て

「

観
経

変
相
図
」

へ

と

姿
を

か
え
る

。

著
者
は

十
六

段
階
か

ら
な
る

極
楽
浄
土
の

観
想
の

プ

ロ

セ

ス

（
十
三

観
と

後
三

観）

に

言
及
し
た
あ
と

、

善
導
の

解

釈
に

基
づ

い

た

「

観
経
変
相
図
」

で

あ
る

當
麻
曼
荼
羅
を

紹
介
し

、

後
三

観
の

部

分
を
描

く
「

九
品
往
生
図
」

の
一

部
が

独
立
し
て

来
迎

図
と

な
る

過

程
を
述
べ

る
。

「

阿
弥
陀
二

十
五

菩
薩
来
迎
図
」

〔
上
品
上
生
の

形
式）

、

「

阿
弥
陀
三

尊
来

迎
図
」

（

中
品

中
生
の

形

式
）

な
ど

の

解
説
を
な

し
な

が
ら

も、

そ

の

実
、

仏
と

出

会
う
と

い

う
聖
な

る

体
験
を
こ

こ

で

は

問
題

に

し

て

い

る
。

有
名
な

「

山

越
阿
弥
陀
図
」

を
取
り
上
げ
た

箇
所
で

そ
れ

が
よ

く
わ

か

る
。

著
者
の

視

線
は

阿
弥

陀
と

臨
終

者
を

結
ぶ

五

色
の

糸
に

向
く

。

著
者
は

五

色
の

糸
は

光
を

表
し

た

と

み

る
。

五

色
は

密
教
で

は

大

日

如
来
を

中
心
と

す
る

五

智
如
来
を

象
徴
す
る
色
で

あ
り、

そ

の

智
慧
が

光
と

な
っ

て

顕
現
す
る

と

き
に

そ
れ
ぞ

れ
の

色
が

現
れ
る

と

い

う
。

そ

の

機
能
は

白
毫
か

ら
の

光
に

等
し

い
。

「

仏
の

白

毫
か

ら
放
射
さ
れ
る

光
が
、

そ
れ

を

受
け
た
も
の

を

必
ず
浄
土
へ

と

導
く

機
能
を
も

っ

て

い

た
の

に

対

し、

行
者
の

側
か

ら
の

び
る

光
は

、

仏
そ

の

も
の

を
こ

ち

ら

側
に

引
き

寄

せ

る

役
割
を

果
た

す
」

（
】

八

八

頁
）

と

言

う
。

光
が

仏
を

招
き

寄
せ

る

た
め

の
一

種
の

道

具
と

し
て

用
い

ら

れ

て

い

た

こ

と

は
、

こ

れ
ま
た

行
者

の

宗
教
的
ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

と

造
形
の

問
題
に

関
わ
っ

て

こ

よ

う
。

　

著
者
は

こ

の

章
の

冒
頭
に

あ

げ
た

『

法
然
上
人

絵
伝
」

に

か

え
り、

臨

終
間
際
の

法
然
に

弟
子
が
五

色
の

糸
を

渡
そ

う
と

す
る
と
、

そ

れ
は

「

常

の

人
」

の

な
す
こ

と

で

あ
り、

自
分
に

は

必

要
な
い

と

断
っ

た

場
面
を
入

れ
て

、

念
仏
門
の

立

脚
点
を
示
す
こ

と

を

忘
れ
な
い

。

　
こ

の

章
の

最
後
で

は

加
須

屋
誠
氏
の

研
究
成
果
に

負
い

な

が

ら、

鎌
倉

時

代
に

現
れ
た
「

二

河
白
道

図
」

に

も

言
及
す
る

。

そ

の

下
段
に

描
か

れ

る

娑
婆
世
界
の

光
景
は

六
道

絵
が

典
拠
と

な
っ

て

い

る

こ

と

や
、

中
毀
の

二

河
白
道
の

部
分
に

地
獄
図
を

紛
れ

込
ま

せ

て

い

る

こ

と

が

指
摘
さ
れ、

図

像
を

読
む
醍

醐
味
が

堪
能
で

き

る
。

そ

し
て、

逆
に

六

道
絵
の

中
に

は

来
迎
図
の

要

素
が

含
ま

れ
る
こ

と

が

あ
る

と
し
て

、

六
道
絵
は

単
に

地
獄

を

中
心
と

し
た

六

道
の

景
観
を

描
い

て

い

る
の

で

は

な
く
亡
者
が

た
ど
っ

て

い

く
道
筋
を
示
し

て

い

る
と

す
る

鷹
巣
純
氏
の

説
を
紹
介
す
る

。

そ

こ

に

出
現
し

て

い

る

阿
弥

陀
仏
は
も

は

や

白
毫
か

ら

光
を

放
っ

て

は

い

な

い
。

光
を
描
く

必
要
が

な
い

か

ら

だ
。

何
故
な
ら

、

俗
な

る

世
界
か

ら
聖

な
る

世
界
へ

の

移
動
は

山
の

景
観
を
借
り
た

地
獄
と

い

う
境
涯
を

通
過
し

た
こ

と
で

実
現
し

て

い

る
か

ら
で

あ
る

（】

＝

○
頁）

。

光
の

不
在
で

章

を

閉
じ
て、

こ

の

章
に
一

貫
し

て

光
の

テ

ー

マ

が

流
れ
て

い

た
こ

と

に

気

付
く
仕
掛
け
で

あ
る

。

第
四

章
は

大
日

如
来
で、

こ

れ
は

「

偏
在
す
る

仏、

そ

し
て

出
現
す
る

（509）299
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仏
」

と

し
て

と

ら
え

る
。

冒

頭、

大
日
如
来
は

宇
宙
で

あ
る
と
い

う
通
俗

的
説
明
に

読
者
は

納
得
で

き
る

か

と

い

う

問
い

が

出
る

。

近

代
的
思
考
に

な
じ
む

わ
れ
わ

れ

に

と

っ

て

宇
宙
は

自
分
の

外
に

あ
る

も
の

で

あ
り

、

知

っ

て

い

る

宇
宙
な
ど

宇
宙
の

部
分
で

し

か

な
い

。

認

識
主
体
の

「

私
」

は

そ

こ

に

は

い

な
い

。

「

私
」

を

も

含
め
た

「

全

体
」

で

あ
る

宇
宙
を

生

命

体
と

し
て

と

ら
え
る

古
代
イ
ン

ド
人
の

発
想
に

立

脚
し

て

初
め
て

大
日
如

来
は

宇
宙
で

あ
る

と

い

う
真
意
に

近
づ

け
る

。

こ

の

章
で

扱
わ
れ

る

の

は

生
命
体
と

し
て

の

宇
宙
で

あ
り、

読
者
は

宇

宙
自
ら
が

活
動
を
す

る

と

い

う
イ
メ

ー
ジ

に

出
会
う
こ

と

に

な
る

o

　
こ

こ

で

は

読
者
は

相
当
の

持
久
力
を

必
要
と

す
る

。

な
に

せ
、

古
代
イ

ン

ド

の

宇
宙

観
、

黄
金
の

卵、

ス

ト

ゥ

ー

パ

（
仏
塔）

、

ナ
ー

ガ

（
蛇）

の

話
と

続
き、

な

か

な
か

大
日

如
来
へ

と

行
き

着
か

な
い

。

イ

ン

ド

の

ス

ト
ゥ

ー

パ

図
か

ら
ス

ト
ゥ

ー
パ

が
生

命
力
を
増
進
さ

せ

宇
宙
全

体
に

拡
大

し

続
け

る
さ
ま
を

読
み

取
っ

た

り、

ス

ト
ゥ

ー
パ

に

納
め

ら
れ
た

舎
利
は

分

割
さ

れ

増
殖
さ

れ

て

い

く
こ

と

を

辿
っ

た
り、

ス

ト
ゥ

ー

パ

の

建
立
が

仏
法
の

樹
立
と

浸
透
を
意
味
す

る

こ

と

を

指
摘
し

た

り
、

と
ス

ト

ゥ

ー
パ

研
究
の

成
果
を
ふ

ま

え
て

重

要
な

視
点
が

次
々

と

提
示
さ
れ
て

い

く。

　
宇
宙
全

体
に

は
ス

ト

ゥ

ー
パ

が

遍
満
し
て

い

る
。

こ

れ

ま

た
『

法
華

経
』

冒
頭
に

語
ら

れ
る

神
変
の

様
相
で

あ
る

。

ス

ト

ゥ

ー
パ

に

も
仏
の

神

変
が

大
き
く

関
わ

る
。

『

法
華
経
』

「

見
宝
塔
品
」

で

は
空

中
に

静
止
す
る

巨
大
な

塔
が

出
現
し、

そ

し
て

そ
の

中
に

い

る

の

は

完
全
な
身

体
を

保
っ

た
ま
ま

の

多
宝

如
来

。

ス

ト
ゥ

ー

パ

の

内
部
に

あ
る

の

は
も
は

や

遺
骨
で

は
な
い

。

生

命
力
あ
ふ

れ
た
生
き

た

仏
で

あ
り、

そ

こ

に

招
き

入
れ
ら
れ

た

釈
迦
は、

す
で

に

歴

史
上
の

釈
迦
で

は

な
く、

永
遠
の

生

命
を

そ

な
え

た

存
在
と
な
っ

て

い

る
（
二

三

六

頁）
。

　
『
般
若
経
』

で

は、

重

視
す
る
の

は

舎
利
（
身
体）

に

宿
る
一

切

智
で

、

そ

の

智
慧
を

表
す
縁
起
法
頌
〔
法
身
舎
利
偈
偈）

が

重
要
と

な

る
。

色
身

（
肉
体）

の

舎
利
よ

り
も
法
身
の

舎
利
に

重
き

を

お

く
。

ス

ト

ゥ

ー
パ

に

縁
起
法

頌
を

納
め

る

こ

と

で、

ス

ト

ゥ

ー
パ

は

増
え

続
け
る

。

法
を

説
く

経
典
や

言
葉
は、

そ

の

ま

ま

舎
利
と

な
り、

法

身
の

象
徴
と

な
る

。

法
身

尊
重
の

立
場
は、

実
は
、

ス

ト
ゥ

ー

パ

を

増
殖
さ

せ

る
。

ア

ジ

ア
各
地
域

に

み

ら
れ
る

奉
献
塔
の

数
々
、

日

本
の

百

万
塔
は

そ

れ
に

連
な

る
。

　

ナ
ー
ガ

の

手
を

借
り
な
く
て

も
、

い

ま
や
人

間
自
身
の

手
で

簡
単
に

舎

利
を
増
や
す
こ

と

が

可

能
と

な
っ

た

（
二

三

九

頁
）

と
は
至

言
で

あ
る

。

舎
利
の

増
殖
に

関
し

て、

舎
利
の

数
が

そ
の

と

き

の

政
権
の

安
定
度
を
示

す
指

標
の

よ

う
な

役
割
を

持
っ

て

い

た
平

安
朝
に

も

目
を

向
け
る

。

世
俗

的

権
力
が

広
く
ゆ
き
わ
た

る

こ

と

と

仏
教
の

法
が

広
ま
る

こ

と

と

が

重
な

り
あ

う
現
象

。

「

そ

れ

は

単
に

仏

教
の

教
え
が

津
々

浦
々

ま

で

浸
透
す
る

と

い

う
よ
う
な

の

ど

か
な

情
景
で

は

な
く、

公
の

権
力
に

よ

る

支
配
が
確

立

し、

す
べ

て

が

そ
の

統
治
に

し
た

が

う
こ

と

を
暗
示

し
て

い

る
」

（
二

四
五

頁）

と

の

言
は

歴
史
学
の

成
果
と

も
一

致

す
る。

　

日

本
の

舎
利
容
器
は

し

ば
し
ば

五

輪
塔
の

形
を
と

る
。

そ

れ
は

地、

水、

火、

風、

空
を

象
徴
し

て
、

宇
宙
全

体
を

示
し
て

い

る
。

内
部
で

舎

利
を

増
や

し

続
け
る

舎
利
容
器
は、

イ
ン

ド
の

ス

ト
ゥ

ー

パ

が

卵
の

形
を

し
て

い

た

こ

と
に

符
合
す
る

。

内
部
に

納
め

る

の

が

法
身
で

あ
ろ
う
と

肉

身
で

あ
ろ

う
と

、

仏
塔
は

母
胎
な

の

で

あ
る

（
二

四
六
頁）

。

　
ス

ト
ゥ

ー

パ

が

母

胎
と

み

な
さ

れ
る

事

例
が

南
イ
ン

ド
の

ス

ト
ゥ

ー

パ

図
に

み

ら
れ

る
。

ス

ト
ゥ

ー

パ

か

ら

仏
が

出
現
す
る
図
が

浮
彫
り
さ
れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

ス

ト

ゥ

ー

パ

浮

彫
図
の

中
に

は

転
輪
聖
王

を

描
い

た

作

例
も
あ

り
、

こ

こ

に

日

本
に

お

け
る

舎
利
信
仰
と

権
力
の

結
び
つ

き
の

原

300（510）
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書評 と紹介

型

を
読
み

取
る
（
二

五

〇
頁）

。

強
く
支
持
し

た

い
。

　
ス

ト
ゥ

ー

パ

が

仏
や

法
の

母
胎
で

あ
る

と

い

う

イ
メ

ー
ジ
は

「

南
天
鉄

塔
神
話
」

に

通
ず
る

。

南
天
の

鉄

塔
で

金
剛
薩
壗
か

ら

龍
猛
に

伝
え
ら
れ

た
と

い

う

『

金
剛
頂

経
』

は

初
会
の

み

が

残
る

が
、

そ
の

初
会
『

金
剛

頂

経
』

す
な
わ

ち
『

真
実

摂
経
』

で

大
日

如
来
を
表

す
三

昧
耶

形
（
密
教
の

尊
格
を

表
す
シ

ン

ボ
ル
）

が

ス

ト
ゥ

ー

パ

な
の

で

あ
る

。

こ

こ

で

読
者
は

大
日
如
来
と
ス

ト

ゥ

ー
パ

が

結
び
つ

く

こ

と

を
知

り
、

や
っ

と

大
日
如
来

す
な

わ
ち

大
毘
盧
遮
那

仏
と

向
き

合
う
こ

と

に

な
る

。

　

応
身
の

毘
盧
遮
那
は

釈
迦
に

相
当
す

る
一

切
義
成
就
菩
薩
と

し

て

五

相

成
身
観
を

実
修
し

て

金

剛
界
如
来
と

な

り
、

須
弥

山
頂
に

お

い

て

四
仏
に

囲
ま
れ、

他
の

諸
尊
を

生
み

出
し
、

金

剛
界
マ

ン

ダ
ラ

を
出

現
さ

せ

る
。

報
身
の

毘
盧
遮
那
は、

色
界
の

最
高
処
で

あ
る
色

究
竟
天
に

お

い

て

成
道

し

説
法
す
る

。

金
剛
界
マ

ン

ダ
ラ
の

中
央
の

毘
盧

遮
那
如
来
が
ス

ト

ゥ

ー

パ

を
三

昧
耶
形
と

す
る

の

は
、

ス

ト

ゥ

ー
パ

が

世
界
の

中
央
に

そ

び

え
る

須
弥
山
と
そ
の

延

長
線
上
に

あ
る

色
究
竟
天
を
つ

ら

ぬ

く
モ

ニ

ュ

メ

ン

ト

し
て

ふ

さ
わ
し

い

シ

ン

ボ

ル

だ

か

ら
で

あ
る

。

大

毘
盧
遮
那
は

法
身
で
、

す
べ

て

の

時
空
間
に

偏
在
し
、

一

切
如
来
の

菩
提
心
で

も
あ
る

。

ス

ト
ゥ

ー

パ

自
ら
は

宇
宙
全
体
に

増
え

続
け
る

よ

う
に

プ
ロ

グ
ラ

ム

さ

れ
て

い

た
。

と

す
れ
ば
、

世
界
に

遍
満
す
る

大
毘
盧
遮
那
に

と

っ

て

ス

ト

ゥ

ー
パ

ほ

ど

ふ

さ
わ

し
い

シ

ン

ボ
ル

は
な
い

（

二

六
四

頁
）

。

　
さ

ら
に

金

剛
界
の

「

界
」

を

俎
上
に

載
せ

る
。

「

界
」

を

表
す

サ
ン

ス

ク
リ
ッ

ト

「

ダ
ー
ト
ゥ

」

は

種
子
や

源
の

よ

う
に

何
か

を
生
み

出
す
根
源

的
な
力
を

意
味
す
る

。

そ

こ

か
ら

発
展
し

て
、

成
仏
の

可
能
性
を

秘
め
た

仏
性
を

指
す

。

さ

ら
に

は
、

舎
利
を
意
味
す
る

こ

と

も
あ
り、

ス

ト
ゥ

ー

パ

は
「

ダ

ー
ト
ゥ

を

胎
児
と

し
て

宿
す
も
の
」

と

も
呼
ば
れ

る
。

胎
児
と

は

舎
利
で

あ
り、

仏
の

身
体
を
指
す

。

こ

れ
が
ス

ト

ゥ

ー
パ

の

中
で

ひ

と

つ

の

生

命
体
と

し
て

成
長
し
、

増

殖
し
て

、

さ
ら
に

そ

こ

か

ら

出
現
し、

世
界
に

遍

満
す

る
。

世
界
が

生
ま

れ
る

源
す
な

わ

ち

因
で

あ
る

と

と

も

に
、

世
界
と

し

て

顕
現
し

た

果、

こ

の

両
者
が
ダ
ー

ト

ゥ

す
な

わ
ち
金
剛

界
で

あ
り

、

大
日

如
来
で

あ
る
（
二

六
五

ー
六
六

頁
）

。

　
宇

宙
や

ス

ト
ゥ

ー

パ

な

ど

の

イ
メ

ー

ジ

を
読
み

解
い

て

い

く
こ

と

で、

大
日
如
来
が

宇
宙
で

あ
る

こ

と

が
了

解
さ

れ
る
と

い

う
仕
掛
け
で

あ
る

。

　

海

外
に

お

い

て

は、

す
ぐ
れ
た
文

献
学
者
が
図

像
に

つ

い

て

も
造
詣
が

深
い

例
は

シ
ュ

リ
ン

グ
ロ

フ

の

ア
ジ
ャ

ン

タ
i
壁

画
の

研
究
を

持
ち
出
す

ま

で

も
な
く

珍
し

い

こ

と

で

は
な
い

。

と

こ

ろ
が

、

わ
が

国
の

仏
教
研
究

に

お

い

て

は
ど

う
し

た
こ

と

か

図
像
に

対
す

る

認
識
が

著
し

く

低
い

。

「

イ
メ

ー

ジ
リ

ー
デ
ィ

ン

グ
」

が

も
っ

と

活
発
に

な
る

こ

と

を

強
く
望
み

た

い
。

　
一

方
で、

い

ま

異
常
と

も
い

う
べ

き

仏
像
ブ

ー
ム

で

あ
る

。

仏
像
を

特

集
し
た

雑

誌
が

創
刊
さ

れ
、

仏
像
関
連
の

書
が

出

回
っ

て

い

る
。

「

聖
な

る

も
の
」

の

感
覚
が
ど
ん

ど

ん
失
わ

れ
て

い

く
状
況

下
で

、

本
書
の

果
た

す

役
割
は

極
め

て

大
き
い

。

こ

の

書
が

刊
行
さ
れ
た

時
期

、

中
日

新
聞
に

は

宮
治
昭
氏
の

「

ほ
と
け

た

ち
の

イ
メ

ー

ジ

を
探
る

」

が

連
載
さ

れ
て

い

た

（
二

〇
〇
五

年
九
月
四

日
〜

二

〇
〇
七

年
三

月
二

五

日）
。

は

か

ら
ず

も

時
を

同
じ

く
し

て

美

術
史
の

方
か

ら
も

、

ほ
と

け
の

イ
メ

ー

ジ

に

対
し

て

ア
プ
ロ

ー

チ
が

な
さ
れ

て

い

た
こ

と

に

な

る
。

美
術
史
と

仏
教
学
が
い

ま

以
上
に

連
携
す
れ
ば

深
み

の

あ
る

研
究
・

教

育
が

構
築
で

き

そ
う
で

あ

る
。
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