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が
ら
も、

日

本
仏

教
の

要
職

者
な
ら
び
に

学
界
関
係

者
も
含
め、

科
学
と

宗
教
と

の

調

和
に

よ
る

人
類

幸
福
と

い

う
文
脈
に

お
い

て、

お
お
む
ね

好

意
的
な
評
価
に

終
始
し
て

い

る
。

　

新
型
動

力
炉
の

命
名
発
案

者
・

清
成
氏
は

新
聞
取
材

や
自
著
の

中
で

ス

核
燃
料
発
電
事
業
に

対
す
る
）

行
く
手
を
阻
む
抵
抗
に

対
し
て
、

そ

れ

を

排
除
す
る

あ
ら
ゆ
る

策
を

講
じ

、

そ
し

て

そ
れ
を

果
断
に

断
行
す
る

不

撓

不
屈
の

大
勇
猛
心
が

是

非
必

要
で

あ
り
ま
す

。

疾
き
こ

と

風
の

如
く、

侵

略
す
る

こ

と

火
の

如
く

、

あ
た
り
を

焼
き
尽
く
す
熱
意
が
な

け
れ
ば
な

り
ま
せ

ん
」

と

繰
り
返
し
述
べ

て

い

る
。

　

新
型
原
子

炉
の

命
名
の

趣
旨
説
明
で

、

清
成
氏
は

さ
か
ん
に

「

教
学
と

科
学
の

両
立
」

を
強
調
し
て

い

た
が
、

実

際
の

核
燃
料
発
電

事
業
の

推
進

の

現
場
に

お
い

て

は
、

「

侵
略
」

性
を
隠

そ

う
と
し

な
い
。

も
ち
ろ

ん

悪

意
で

は

な

く、
「

善
意
」

と
し
て

で

は
あ
る

。

こ

こ

で

言
う

「

侵
略
」

と

は
、

抽
象
的
か
つ

暗
示
的
で

は

あ
る

が
、

国
策
と

し
て

の

核
燃
料
発

電
事

業
は

結
果
的
に

は

人

間
の

肉
体
・

生

活
・

文
化
・

歴
史
な
ど
の

総
体
へ

の

「

侵
略
」

行
為
で

は

な
い

か
。

　
こ

の

侵
略
は

軍
事
力
を

伴
っ

た
あ
か
ら
さ

ま
な
暴
力
で

は
な

く
、

経
済

行
為
を
通
し
て

、

き
わ
め
て

「

平
和
的
」

「

永
続
的
」

「

効
率
的
」

に

実
施

さ
れ

た
。

し
か
し、

こ

の

広
汎
な
侵
略
に

関
わ
る

者
の

倫
理
的
な
矛
盾
は

合
理

化
さ
れ、

解
消
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。

こ

の

よ

う
に
し
て、

核

燃
料
発
電
の

不
合
理
性
や
倫
理
的
な
矛
盾
に

対
し
て
、

文
明
化、

経
済
発

展
、

資
源
有
効
利
用
へ

の

使
命
と
い

う
「

善
意
」

が

生
じ

る
の

で

あ
る

。

　

事
故
後、

仏

教
者
が
「

反
原
発
」

「

脱
原
発
」

等
の

善
意
に

よ

っ

て

ど

う
糊
塗
し

偽
装
し
よ

う
と
も
、

総
じ

て

人
間
に
対
す
る

侵
略
の

同
調
者
で

あ
っ

た

罪
は

消
え
な
い

。

第

十
一

部
会

無

常
の

シ
ン

ボ

リ
ズ
ム

震
災
か

ら

考
え
る

ー

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
長

崎
　
誠
人

　
二

〇

＝

年
三

月
一
一

日

（
金）

に
起
こ

っ

た

東
日

本
大
震

災
以

来
、

「

無
常
」

と
い

う
語
を
し

ば

し
ば
目
に

し
た
り

、

耳
に

し
た

り
す
る

よ

う

に

な
っ

た
。

そ
こ

で

は、

無
常
観
に
よ

っ

て

大
き
な
災

害
や

危
機
を

受
け

止
め
る
と
と
も
に

、

そ
れ
を
基
盤
と

し
て

人
々

の

連

帯
や

共
同
性
を

再
構

し、

相

克
性
か
ら
相
乗
性
へ

と

転
換
で

き
る

と
さ
れ
て

い

る
。

し
か
し、

ど

の

よ

う
な
シ

ン

ボ

リ
ズ
ム

に
よ

り
理

解
さ
れ
る
か
に

よ

っ

て
、

無
常
観

は

ま
っ

た
く
異
な
る

も
の

に

な
る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　

古
今
和
歌
集、

平
家
物
語

、

方
丈
記、

徒
然
草
と
い

っ

た

古
典
文
学
作

品
に

表
れ
て

い

る
伝
統
的
無
常
観
は

、

た

し

か
に
大
き
な
苦
難
を

諦
念
に

よ
っ

て

受
容
す
る

こ

と
を
可

能
に

す
る

も
の

で

あ
る

。

ま
た

生

き
と

し
生

け
る

も
の

す
べ

て

は

無
常
を

逃
れ

る
こ

と

は
で

き
な
い

と
い

う
こ

と

か

ら
、

他
者
と
の

連
帯

、

共
同

性
の

基
盤
と
な

り
う
る

。

と

り
わ

け
そ
れ

に

よ
っ

て

生
と
死
が
一

如
で

あ
る

こ

と
が
認
識
さ

れ
、

死
者
へ

の

共
感
が

呼

び
起
こ

さ
れ

る

の

で

あ
っ

た
。

　
こ

こ

で

理
解
し

た
い

の

は
、

こ

の

よ
う
な

無
常
観
は

仏
教
の

教
え
に

の

み
由
来

す
る

の

で

は
な
い

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

そ
こ

に

は
、

自
然
風
土

と

い

う
わ
れ
わ
れ
を

取
り
巻
く
事
物
を
シ

ン

ボ

ル

と

し
て

無
常
が

理

解
さ

れ
た

と
き
に

得
ら
れ
た

意
味
が
含
ま
れ
て

い

る
。

　
と
こ

ろ
が

、

現
代
に

目
を

転
じ

て

み
る

と
、

た

と

え
ば

オ
ウ

ム

真
理
教

で

は

「

無
常
」

の

理
解
が

ま
っ

た

く
変
わ
っ

て

い

る
。

漠
然
と
し

た

不
安
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感
や
む
な
し
さ
と
い

っ

た
感
覚
か
ら
入
信
し
た

若
者
が、

仏
教
を

宗
教
的

源
泉
の
一

つ

と

す
る
オ
ウ

ム

真
理
教
に

お
い

て
、

自
分
た

ち
の

苦
し
み

を

「

無
常
」

に

よ

っ

て

捉
え
よ

う
と

す
る
の

は

自

然
な

こ

と

だ
ろ

う
が、

そ

こ

で

は
「

無
常
」

は

法
則

性
と

い

う
意

味
で

の

真
理
の

把

握
に
よ

っ

て

克
服
可

能
な

も
の

と

理

解
さ
れ

て

い

た
。

そ
れ

は
「

ブ

ラ

ッ

ク
ボ
ッ

ク

ス
」 、

「

デ

ー

タ
」 、
「

情
報
」

、

「

モ
不

ル

ギ

ー
」 、
「

レ

ー

ザ
i
・

ホ

ロ

グ
ラ

フ

ィ
」

、

「

ロ

ボ

ッ

ト
」 、

「

光
通

信
」

、

「

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ
」 、
「

プ
ロ

グ

ラ

ム
」 、

「

ク

ロ

ー

ン
」

と

い

っ

た
彼
ら
を

取
り
巻
く
近

代
社

会
や

情
報
社
会

の

事
物
を
シ

ン

ボ

ル

と

し
て

「

無
常
」

が
理
解
さ
れ

た

か

ら
だ
と

思
わ
れ

る
。

無
常
を
理
解
す
る
の

に

自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
事
物
に
よ

っ

て

い

る

と
い

う
点
に

お
い

て

は
伝

統
的
無
常
観
と
変
わ
る

点
は

な
い

。

た
だ

取
り

巻
く
事
物
が
変
わ
っ

た
と
い

う
だ
け
で

あ
る

。

し
か

し、

シ
ン

ボ
リ
ズ

ム

の

変
化
に

と
も
な
う

無
常
観
の

意
味

変
化
と
そ

の

帰
結
は

非
常
に

重

大
な

も
の

で

あ
っ

た
。

　

わ

た

し
た

ち
は

伝
統
的
な
無
常
観
を

取
り
戻
す
こ

と
が
で

き
る

の

だ
ろ

う
か

。

オ
ウ

ム

真
理

教
の

事
例
を
見
て

み

る

と

楽
観
は

で

き
な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

も

ち
ろ

ん

現
代
の

無
常
観
に
は

自
然
の

シ

ン

ボ
リ

ズ
ム

が
失

わ
れ
て

い

る
、

た

だ

そ
れ
だ
け
の

こ

と
で
、

伝
統
的
な

無
常
観
と
オ

ウ
ム

真
理
教
に

見
ら

れ
る

よ
う
な
無
常
観
と

は
無
関
係
で

あ
り、

伝
統
的
な
無

常

観
を

取
り

戻
す
こ

と
が
重

要
な
の

だ
と
考
え
る

こ

と

も
で

き
る

か

も
し

れ
な
い

。

し
か
し、

わ
れ
わ
れ
は

自

分
た
ち
を
取
り
巻
く
事
物
を
シ

ン

ボ

ル

と
し

て

無

常
を
理

解
し
て

き
た

と
い

う
こ

と
が
正
し
い

と

す
れ
ば
、

オ

ウ

ム

真
理
教
の

事
例
は
わ
れ

わ
れ

と

無
関
係
と
は
言、
え

な
い

で

あ
ろ

う
。

と
い

う
の

も
、

そ
れ

は

「

無
常
」

が

近
代
社
会
や

情
報
社
会
の

シ

ン

ボ
リ

ズ
ム

に

よ
っ

て

理
解
さ

れ

る
と
、

そ

れ

を

予
測
可
能
性
や

操

作
可

能
性
に

よ
っ

て

乗
り
越
え
よ

う
と
し
て

し
ま
い
、

自
然
や

動

物
は

い

う
ま
で

も
な

く
人

間
と

い

う
他
者
ま
で

を
も

操
作
対
象
と
し、

絆
や

連

帯、

共
同
性
を

大
き

く
損
ね
て

し
ま

う
と
い

う
こ

と
を
示
し
て

お
り

、

し

か

も
私
た

ち
を

取
り
巻
い

て

い

る

の

は
オ

ウ

ム

真
理
教
を

取
り
巻
い

て

い

た

の

と
ほ

と

ん

ど

変
わ

り
の

な
い

環
境
で

あ
り
事
物
だ

か

ら

で

あ
る
。

　
し

か

し

そ

れ

で

も

今
回
の

地
震
と
津
波
に

よ
っ

て
、

現
代
人
の

無
常
観

が
ふ

た
た

び

自
然
の

シ

ン

ボ

リ
ズ
ム

と

結
び
つ

く
可

能
性
は

あ
る

だ

ろ

う
。

そ
れ
は
、

わ

た

し
た

ち
は

近

代
的
都
市
的
環
境
ば

か
り
で

は

な

く
自

然
に

よ
っ

て

も
取
り
巻
か
れ
て

い

る

と
い

う
こ

と

を

今
回
の

事
態
に

よ
っ

て

あ
ら
た

め

て

強
く

印
象
付
け
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る

。

わ

た
し
た
ち
は

自

然
の

シ

ン

ボ
リ
ズ
ム

を

取
り

戻
す
こ

と
が
で

き
る

の

だ
ろ

う
か

、

そ
れ

と

も
何
か
操
作
可
能
な
も
の

に

よ
る

無
常
の

克

服
へ

と

向
か
っ

て

ゆ
く
の

だ

ろ

う
か

。

震
災
死
と

宗
教
の

役
割
　
　
四

川
・

東
日

本
の

大
地

震
を
事
例
に

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
何

　

燕
生

　
二

〇

〇

八

年
五

月
一

二

日
に
発
生
し

た

中
国
の

四

大
地
震
で

は

約
八
万

人
の

死

者
を
出

し
た
。

一

方、

二

〇
一
一

年
三

月
一
一

日

に

発
生
し
た
東

日

本
大
地

震
で

は

約
二

万

人
の

死
者
を

出
し
た

。

震

災
死
は

近

年
来

、

我
々

に
と
っ

て

最
も
身
近
な
出

来
事
の
一

つ

と
な
っ

て

い

る

の

だ
。

　

本
研

究
の

目

的
は

、

こ

の

二

つ

の

地

震
に

際

し
て

、

そ
も

そ
も

宗
教

（

者）
は

そ
れ
ぞ
れ
ど

の

よ

う
な

対
応
を
し

、

ま
た、

被

災
者
は

宗
教
（

者）

に

い

っ

た
い

何
を
求
め

、

さ

ら
に

、

宗
教
（
者）
に

よ
る

公
益
事
業
の

可
能

性
は

果
た
し
て

ど
こ

に

あ
る

の

か
を

考
察
す
る

中
か
ら
、

震
災
に

お

け
る

宗
教
の

役
割
を

探
っ

て

み

る

こ

と

に

あ
る

。
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