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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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四
川

大
地

震
に

関
し
て

は、

什
那
市

羅
漢
寺
を

事
例
に

取
り
上
げ
て

み

た
。

唐
代
に

創
建
さ
れ、

馬
祖
道
一

な
ど
の

著

名
な
禅

僧
を
輩
出
し
た
こ

の

禅

寺
で

は

地

震
が
発
生
し
た
日
か
ら、

延
べ

三
〇
〇
〇
人
の

避
難
者
が

生
活
す
る
よ

う
に

な
り、

炊
き
出
し
を
中
心
と

し
た

救
援
活
動
が
展
開
さ

れ
る
一

方、

仮

設
の

産
婦
人
科
病
院
の

設
立
に
も
協
力
し
た

。

出
産
用
の

ベ

ッ

ド
が
な
い

た

め、

禅
床、

禅
卓
を

使
っ

て

代
用
し、

寺
の

食
堂
を
分

娩
室
と

し
て

使
っ

た
。

中
国
仏
教
の

戒
律
観
や
宗
教
場
所
の

神
聖
性
の

観

点
か

ら
の

タ

ブ

ー

が
克
服
さ
れ

、

人
の

命
を

救
う
こ

と

を
最
優
先
課
題
と

し
て
、

一

日
約
三

〇

〇

〇
人

の

飲
食
を

用
意
し

た
。

ま
た
、

一

〇

八

人
の

赤
ち
ゃ

ん

が

相
継
い

で

仮
設
病
院
で

誕
生
し

、

「

羅
漢
ベ

ビ
i

」

と
い

う

愛
称
が

送
ら
れ
、

寺
と
の

新
し
い

絆
が

結
ば
れ

る

こ

と
に

な
っ

た
。

住
職

の

素
全
氏
は

、

「

我
々

仏
門
で

は

人
の

死
を

見
て

救
わ

な
い

こ

と

が

最
大

の

タ

ブ
ー

だ
」

、

＝

人
の

命
を

救

う
の

が

七

級
の

仏

塔
を

作
る
よ

り

勝

る
」

の

だ
と

語
る

。

　
一

方、

東
日

本
大
震

災
に

関
し
て

は
、

宮
城
県
石

巻
市
の

洞
源
院
を

事

例
に

取
り
上

げ
て

み

た
。

洞

源
院
は

曹
洞
宗
の

寺
院
で

、

海
上

安
全

祈
願

の

寺
と

し
て

知
ら
れ

、

現
住
職
は
小
野
崎

秀
通

氏
で

あ
る

。

地
震
が
発
生

し
た

日、

洞
源
院
で

の

避
難

者
数
は

約
四
〇
〇

名
と
な
り

、

身
元

不
明

者

の

遺
体
が
た
く
さ
ん

運
ば

れ、

寺
は

避
難

所
と

共
に

、

直
ち
に

遺

体
の

仮

安
置
所
と

な
っ

た
。

避
難
所
と

し
て

使
わ
れ
て

い

た

半
年
間、

避
難
者
の

約
束
事
が
設
け
ら
れ

、

い

わ

ゆ
る
「

洞
源
院
八
力

条
」

で
、

こ

れ
を
守
る

こ

と
で

互
い

に
心
を
通
わ

せ

支
え
合
う
生
活
信

条
と

し
た

。

ま
た、

朝
の

勤
行

、

ラ
ジ

オ
体
操、

朝
会
等
日
々

様
々

な
活
動
を
行
う
一

方、

震
災
か

ら
七
日

毎
に

追
悼
法
要
を

行
っ

て

き
た
と

い

う
。

避
難
所
は

二

〇
一
一

年

八

月
入

日
に

解
散
し
た

が
、

各
方
面
か
ら
頂
い

た

支
援
に
報
う
た

め
に、

ま
た

自
分
た
ち
の

自

立
の

た

め

に
、

避
難
者
一

〇

八
人

が

会
員
と

な
っ

て
、

「

洞
源
院

叢
林
舎
」

を

発
足
し

、

近

く
の

仮
設

住
宅
な
ど
で

お

茶
会

や
炊
き
出
し
な
ど

を
中
心
に

活
動
を
展
開
し
て

い

る
。

　

そ
う
し
た

宗
教
者
に

よ

る

献
身
的
な
支
援
活
動
が
社
会
で

広

く
評
価
さ

れ

る
よ

う
に
な
り、

震
災
を
境
に、

宗
教
へ

の

期
待
は

高
ま
っ

て

き
た
よ

う
だ

。

例
え
ば
、

中
国
学
界
が
行
っ

た

四
川
大
地
震
に

関
す
る
ア

ン

ケ

ー

ト

調
査
の

結
果
に

よ

る

と
、

震

災
後
は

宗
教
へ

の

好
感
を

持
つ

人
が

増

え
、

被
災
者
へ

の

心
の

ケ

ア

に
つ

い

て
、

最
も
相
応
し

い

人
と
し
て

、

医

者
よ

り
も
宗
教
者
を
挙
げ
る

人
が
多
く、

震
災
に

お

け
る

宗
教
の

役
割
に

つ

い

て
、

宗
教
者
に

よ

る

追
悼
法
事
の

実
施
や

避
難
所
で

の

祭
壇
の

設

置

を

挙
げ
る

人
が

最
も
多
か
っ

た

こ

と
が

わ

か
る

。

ま
た
、

東
日
本
大
地

震

に

お

け
る

宗
教
者
の

活
躍
が

多
く
の

マ

ス
・

メ

デ

ィ

ア

に

よ

っ

て

報
道
さ

れ
て

き
た
こ

と
は

周
知
の

事
実
で

あ
る

。

　
し

た
が
っ

て
、

結
論
と

し
て

、

次
の

よ

う
な
こ

と
が

言
え

る
の

で

あ
ろ

う
。

（
1
）

寺
院
は
生
死
と

向
き

合
う
場
だ
が

、

震
災
の

場
合
は

と

く
に

そ

の

役
割
を

果
た
し
て

い

る

こ

と
。

（

2）
社
会
に

と
っ

て
、

寺
院
は

社
会
シ

ス

テ

ム

の

補
完
的
な

存
在
で

あ

り
、

社
会
シ

ス

テ

ム

が

機
能
不
能
に

な
っ

た

時
そ

の

威
力
を

発
揮
す
る

場
で

あ
る

こ

と
。

（
3

）

宗
教

自
身
に

と
っ

て
、

自

然
災

害
は

同
時
に

新
し
い

宗
教
シ

ス

テ

ム

へ

の

再
構
築
の

契
機
に

も
な
る

こ

と
。

羅

漢
寺
の
一

〇
八

人
の

「

羅
漢
ベ

ビ

ー
」

と
い

う
絆
や
洞

源
院
の

「

叢

林
舎
」

と
い

う
絆
は

、

い

ず
れ

も

従
来
の

シ

ス

テ

ム

を

超
え

た
出
来

事
な
の

で

あ
る

。
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