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見
る

人
間
の

目
を
内
面
に

向
か

わ
せ

、

お
の

れ

と

向
き
合
わ
さ
せ

る

も
の

だ
と
い

う
こ

と

を
忘
れ

て

は
な
ら

な
い
。

宗
教
は

教
育
に

お

け
る

役
割
に

お

い

て
、

な
お

多
く
の

も
の

を
期

待
で

き
る
と

も
考
え

う
る

で

あ
ろ

う
。

し

か
し

ま
た
、

そ
の

教

育
は
オ

ー

ロ

ビ

ン

ド
の

思
想
に

よ
っ

て

限
定
を

受

け
て

い

る

と
い

う
こ

と
も

事
実
で

あ
る
。

　
日

本
の

仏
教
各
教
団
は
明

治
維
新
以

降、

競
っ

て

学
校
を

経
営
し

始
め

た
。

そ
の

始
め

か

ら

国

家
の

管
理

下
に

お
か
れ
、

仏
教
の

理

念
を
生
か
し

切
れ

ず
、

わ

ず
か

に

宗

教
の

科
目
を

設
け
る

こ

と

に

よ
っ

て

他
の

学
校
か

ら
差

別
化
す
る

と
い

う

安
直
な

在
り
方
を
し
て

き
た

。

僧
侶
養

成
に

特

化

さ
れ
な
い

教
育
に

携
わ
る

教

団
は
、

自
ら
の

在
り
方
を

今
一

度

問
い

直
す

べ

き
で

は

な
い

か
。

中
国

仏
教
の

唱
導

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
宮

井
　
里

佳

　
一

、

東
ア

ジ
ア

に

お
い

て

伝
統

的
な

仏
教
教
育
は

「

法
会
」

の

場
で

行

わ
れ
て

き
た

。

イ
ン

ド
の

仏
教
に

お

い

て
、

出
家
者
た
ち
は

布
薩
な
ど

定

例
の

儀
礼
を

行
っ

て

い

た
が、

在

家
の

信
者
た

ち
も
八

日
・
一

四

日

二

五
日
・

二

三

日
・

二

九
日
・

三
〇

日
の

六
齋
日
に
は

集
っ

て

八

齋
戒
を

守

っ

て

い

た
。

こ

の

よ
う
な
齋
会
が

中
国
に
お

い

て

も

行
わ
れ

、

次
第
に

経

典
の

講
説
を

中
心
と

し
た

儀
礼
と

し
て

整
え
ら
れ
、

「

法
会
」

と

呼
ば
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

東
ア

ジ

ア

に

お

い

て
一

般
庶
民
は

法
会
を

通
し

て

仏

教
の

教
え
を
聞

き、

体
験
し
た
の

で

あ
る

。

　
二
、

法

会
の

中
に

「

唱
導
」

と
い

う
説
教
形
式
が

あ
る

（
「

唱
導
文
学
」

（

折
口

信
夫∀

等
の

語
や
『

元
亨
釈
書
』

の
「

唱
導
は

演

説
」

と
い

う
解
釈

に

見
ら
れ
る
よ

う
に
、

「

唱

導
」

を

広
義
に

と

ら
え
る

例
も

多
く
見
ら
れ

る

が、

こ

こ

で

は

小
峯
和
明
氏
ら
の

見
解
に

従
う）

。

梁
の

慧
皎

撰
『

高

僧
伝
』

に

「

唱
導
者

、

蓋
以

宣
唱

法
理

、

開
導
衆
心
也
」

（
『

大
正

蔵
』

五

〇
、

四
一

七
C

）

と

あ
る

よ

う
に

、

人
々

に

仏
法
を
わ

か
り
や
す
く
説
い

て

教
え
導
く
た

め
の

も
の

で

あ
る

。

　
三
、

中
国
北
朝
末
期
の

「

唱
導
」

の

書
に

道
紀
撰
（

六
世
紀
後
半）

の

『

金

蔵
論
』

が

あ
る

［

宮
井
里

佳
・

本
井
牧

子
編

著
『

金

蔵
論

　
本
文
と

研
究
』

（
臨
川
書
店、

二

〇
一
一

年
二

月
）

］

。

『

金
蔵
論
」

は
、

因
縁
譚
を

テ

ー

マ

ご

と
に

収
録
し

た

仏
教
の

要
文
集
で

あ
り、

説
法
の

種
本
と
し

て

用
い

ら

れ

た
。

唱

導
の

書
が

因
縁
譚
の

集
成
で

あ
る

こ

と
は
、

前
述
の

慧

皎
が
「

或

雑
序
因
縁、

或

傍
引
譬
喩
」

（

同

前
）

と

述
べ

て

い

る
こ

と
に

合
致
す
る

。

『

金
蔵
論
』

が

説
く

因
果
応
報
と
は
、

仏

法
を

迫
害

す
れ

ば

悪
果
が

顕
れ

、

仏

法
を
護
持
す
れ
ば

、

す
な
わ

ち

塔

寺
・

僧
に

益
す

れ

ば
、

善
果
が

顕
れ
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

こ

こ

に

説
か
れ

る

善
悪
は

世

俗
的
な
幸
不
幸
と
一

致
す
る
。

難
し
い

教
理
は
一

切
説
か

ず、

人
々

の

興

を
ひ

く
よ

う
な

物
語
に

よ
っ

て
、

因
果
の

道
理

（

仏
法
）

を

説
き、

仏
教

を

信
ず
る

功

徳
を

説
く
も
の

な
の

で

あ
る
。

　

四、

『

金

蔵
論」

の

写
本
・

刊
本
は

現
在

、

日
本

、

中
国
敦
煌、

韓
国

に

お
い

て

発

見
さ

れ

て

い

る
。

ま
た
、

ト
ル

フ

ァ

ン

に

も
写
本
が

あ
っ

た

可
能
性
が

あ

り
、

雲
南
の

仏
教
書
に

も
引
用
さ

れ
て

い

る
。

つ

ま
り
東
ア

ジ

ア

の

広
い

地
域
に
わ
た

っ

て

流

布
し
た

こ

と
が

わ

か
る

。

『

金

蔵
論
』

に
収
録
さ

れ
る

説
話
は

、

中
国
に

お
い

て

「

唱

導
文
学
」

「

講
唱

文
学
」

等
と

呼
ば
れ

る

文
献
に

お
い

て

さ

ま

ざ
ま

な
ヴ

ァ

リ
エ

ー

シ
ョ

ン

を
と

つ

て

現
れ
る

。

ま
た

日
本
の

『

今
昔
物
語
集
』

な

ど

仏
教
文
学
に

も
散
見
さ

れ、

そ
の

成
立
に

影
響
を
与
え
た

こ

と

が

知
ら

れ
て

い

る
。

以

上
の

こ

と

か
ら、

『

金

蔵
論」

に

見
ら
れ
る

「

唱
導
」

が

東
ア

ジ

ア

に

お
け
る

ス

タ

（85D129
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ン

ダ
ー

ド
の
一

つ

で

あ
っ

た
こ

と
が

推
察
さ
れ

る
。

　
五

、

『
金

蔵
論
」

に

見
ら
れ
る

よ

う
な
「

唱

導
」

を

聞
く
と

き
、

人

々

は
ど
の

よ

う
な

学
び

を
得
る
の

だ
ろ

う
か

。

善
因
善
果
・

悪
因
悪
果
の

物

語
は、

人
々

を

善
な
る

行
為
へ

と

導
き

、

悪
な

る

行
為
に

躊
躇
い

を
も
た

ら

す
だ
ろ

う
こ

と
が

容
易
に
推
察
で

き
る

。

人

々

が

く
り
返
し
因
果
応
報

の

物
語
を

聞
い

て

善
行
へ

の

志
向
を

高
め

る

こ

と
は
、

杜
会
の

安
定
に
と

っ

て

有
益
で

あ
ろ

う。

し
か
し
な

が

ら、

説
か

れ
る

善
果
が

美
し
い

容
貌

や

高
貴
で

裕
福
な
生

ま
れ

で

あ
る

と
い

っ

た

世
俗
的
な

価
値
観
や
地
位
と

結
び
つ

く
こ

と
は

、

既
存
の

社
会
の

悪
い

意

味
で

の

維
持
に

つ

な
が
る

。

ま
た
、

善
悪
が

仏

教
を
信
ず
る

か

否
か

の

観
点
で

説
か

れ

る

こ

と
は
、

「

唱

導
」

と
は

高
尚
な

真
理
を

教
え

る
も
の

で

は

な
く

、

仏
教

護
持
の

た

め

の

も
の

で

あ
っ

た
こ

と

を
意
味
す
る

で

あ
ろ

う。

と
も

あ
れ
、

か

つ

て

束
ア

ジ
ア

は
「

唱
導
」

な
ど
の

教
育
活
動
に

よ
っ

て

仏
教
文
化
圏
と

な
っ

た
の

で

あ
る

。

日

本
の

仏

教
教
育

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

岩
瀬
真
寿
美

　
一
　

目

的

　

仏
教
教

育
の

立

場
か
ら
、

わ

が

国
の

仏
教
教
育
の

人

間
形
成

的
意
義
を

考
察
す
る

。

イ
ン

ド
の

大
乗
仏
教
で

は、

衆
生
が

如
来
に

な
る

べ

き
因
と

し

て

如
来

蔵
を

説
く
が、

こ

の

概

念
は

中
国
や

日

本
で

は

仏
性
と
い

う
言

葉
で
一

般
に

知
れ

渡
っ

て

き
た
。

如
来

蔵
も
し

く
は

仏
性
が

あ
る

か

ら

こ

そ
、

人
は

平
等
で

あ
る

と

説
明
で

き
、

他
の

人
を

尊
重
す
る

こ

と
や

自
己

実
現
が

論
理
的
に

可
能
と

な
る

。

こ

の

よ

う
に

、

仏
教
教

育
が

現
代
の

人

間
形
成
に

有
効
で

あ
る

こ

と

を

提
示
す
る

。

　
二

　
宗
教
と

教
育

　
（
一
）

教
育
と
教

化
の

相
違

　

方
法
と

し
て

ま
ず、

教
育
と

教
化
の

関
係
性
を
明
ら
か
に

し
て

お
く

。

宗
教
は

教
育
と

い

う
語
に

馴
染
ま
ず、

教
化
す
る
も
の

／
教
化
さ
れ
る

も

の

で

あ
る

と

捉
え
ら
れ

る

こ

と

が

多
い

が、

果
た
し
て

教
育
と

教
化
は

そ

の

よ

う
に

明
瞭
に

区
別
可
能
な
も
の

な
の

だ
ろ

う
か

。

教
育
学
・

宗
教
教

育
学
が

専
門
の

海
谷
則
之
と

無
の

教
育
思
想
を
研
究
テ

ー

マ

と

す
る
竹
内

明
に

よ

る

考
察
を
主
に

参
照
す
る

。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば、

宗
教
と

教

育
を

完
全
に
イ

コ

ー

ル

で

結
ぶ

こ

と

は

で

き
な
い

も
の

の
、

宗
教
も
教
育

と

馴
染
む

と
こ

ろ

が
あ
る

。

　
（
二
）

仏

教
と
教
育
の

共

通
性
と
道
徳

教
育
の

限

界

　
そ

れ

が

法
律
に
見
て

と
れ

る

の

が、

わ
が
国
の

教
育
基
本
法
の

中
の

教

育
の

目
的
で

あ
る

。

に

も
か

か
わ

ら
ず、

宗
教
と

教
育
の

関
係
性
に

多
大

な
影
響
を

持
つ

政
教
分
離
政
策
が

あ
る

。

】

方
で
、

わ

が
国
の

政
教
分
離

政
策
と

調
和
す
る

形
で

か

つ

宗
教
を
教
育
に
導
入
し
た

い

と

す
る
試
み

か

ら

現
れ
て

き
た

議
論
が
、

宗
教
的
情
操
教
育
を

テ

！

マ

と

す
る

も
の

で

あ

る
。

　
（
三
）

仏

教
的
「

恭
敬
」

と
キ

リ
ス

ト

教
的
「

畏
敬
」

の

相
違

　

宗
教
的

情
操
教

育
と

し
て

ま
ず
議
論
さ

れ
る

テ

ー

マ

は
、

い

わ
ゆ

る

「

い

の

ち
の

教

育
」

で

あ
る

。

さ
ら
に

、

文
部

科
学
省
が
提
示

す
る

「

学

習
指
導
要
領
道
徳
編
」

に

お

い

て

畏
敬
の

念
と
い

う
表
現
が
用
い

ら
れ
て

い

る

よ

う
に
、

畏
敬
の

念
は

あ
ら

ゆ
る

宗
教
に

普
遍
的
な
概
念
で

あ
る

と

国
は

捉
え
て

い

る
。

し
か

し

な
が

ら、

こ

こ

で

参
照
し
た

い

の

は、

海
谷

に

よ
る

恭
敬
と

畏
敬
の

相
違
に

つ

い

て

の

考
察
で

あ
る

。

仏
教
で

は

畏
敬

の

念
と
い

う
こ

と
を

言
わ
な
い

。

仏
教
で

は

怖
れ

を
説
か

ず、

む
し
ろ

覚
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