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「
あ
な
た
の
宗
教
は
？
」
と
聞
か
れ
る
と
、

日
本
人
は
「
無
宗
教
」
と
答
え
る
人
が
多

い
よ
う
で
す
。
こ
の
場
合
の
「
無
宗
教
」

の
意
味
は
、〝
特
定
の
宗
教
宗
派
に
属
し
、

熱
心
に
活
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〞

あ
る
い
は
〝
家
の
宗
教
の
教
義
を
よ
く
知

っ
て
い
る
わ
け
で
も
、
そ
の
教
え
に
の
っ

と
っ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
〞

と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
人
が
本
当
に
「
無
宗
教
」

か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
疑
問
で
す
。
キ
リ

生
活
の
中
に
あ
る

日
本
人
の
宗
教
心

ス
ト
教
や
新
宗
教
な
ど
に
入
信
し
て
い
な

い
と
、
宗
教
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で

す
が
、「
宗
教
心
」
の
大
切
さ
は
多
く
の

人
が
認
め
て
い
ま
す
し
、
宗
教
を
知
っ
た

上
で
否
定
す
る
無
神
論
と
は
違
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
に
宗
教
的
な
部
分
を
自
覚

し
て
い
な
い
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。
子
供
の
頃
の
生
活
を
思
い
出
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
日
本
人
は
、
通
過
儀
礼
を

一
つ
一
つ
経
て
成
人
と
な
り
、
社
会
の
一

員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
定
の

神
仏
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
手
を
合
わ
せ
る
気

持
ち
、
こ
れ
も
一
つ
の
「
信
仰
」
形
態
で

あ
り
、
日
本
人
の
「
宗
教
」
な
の
で
す
。

現
代
に
な
っ
て
も
、
自
然
崇
拝
の
感
覚
や
、

年
中
行
事
、
祭
り
を
楽
し
む
国
民
性
を
持

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
水
に
流
す
」「
お
陰
さ
ま
で
」

な
ど
の
日
本
語
の
な
か
に
は
、
日
本
的
宗

教
観
が
表
れ
て
い
ま
す
。
水
難
事
故
の
際

に
、
遺
骨
の
引
き
揚
げ
に
こ
だ
わ
る
の
も
、

そ
の
ま
ま
で
は
故
人
が
成
仏
で
き
な
い
と

い
う
宗
教
的
な
感
情
が
根
底
に
あ
る
か
ら

で
す
。

し
か
し
「
宗
教
団
体
」
と
は
で
き
る
こ

と
な
ら
関
わ
り
た
く
な
い
。「
宗
教
」
が

必
要
な
の
は
精
神
的
に
弱
い
人
間
だ
け
で
、

日

本

人

に

と

っ

て

の

仏

教

を

知

る

た

め

の

ポ

イ

ン

ト

日
本
人
は
宗
教
的
な
部
分
を

自
覚
し
て
い
な
い
だ
け
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年
齢
を
重
ね
て
か
ら
で
も
十
分
間
に
合
う

し
、
困
っ
た
と
き
の
神
頼
み
で
よ
い
。
そ

ん
な
こ
と
を
い
う
人
も
い
ま
す
。
一
連
の

カ
ル
ト
宗
教
の
事
件
が
、
宗
教
へ
の
警
戒

観
を
い
っ
そ
う
強
く
さ
せ
ま
し
た
。

日
本
人
に
は
、
肉
親
の
死
が
訪
れ
る
年

齢
に
な
る
ま
で
は
、
宗
教
的
な
思
考
を
無

意
識
に
避
け
て
い
た
り
、
宗
教
的
な
こ
と

を
嫌
だ
と
思
っ
て
目
を
そ
ら
す
傾
向
も
あ

り
ま
す
。
一
方
で
、
宗
教
的
に
自
己
を
抑

制
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
は
、
む
し
ろ
人

間
的
な
魅
力
に
欠
け
る
と
判
断
す
る
お
か

し
な
風
潮
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
占
い
や

霊
魂
の
存
在
は
信
じ
て
も
、
神
や
仏
の
存

在
や
、
神
仏
と
自
分
と
の
関
係
ま
で
は
考

え
な
い
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

宗
教
に
関
し
て
は
、
日
本
の
常
識
は
世

宗
教
を
知
る
こ
と
は

国
際
交
流
に
も
役
立
つ

界
の
非
常
識
と
考
え
て
い

い
で
し
ょ
う
。
別
に
外
国

に
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、
日
本
と
外
国

と
の
関
係
・
外
国
人
と
の

関
係
を
考
え
る
上
で
、
日

本
人
の
感
覚
は
通
用
し
ま

せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

無
宗
教
と
は
、「
倫
理
観

の
な
い
、
誰
に
も
見
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
何
を
し
て

も
い
い
と
思
う
、
善
悪
の

基
準
を
持
た
な
い
人
」
と

判
断
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
宗
教
を
知
り
、
日

本
人
と
し
て
の
宗
教
観
を

自
覚
し
、
海
外
の
宗
教
に

ま
つ
わ
る
価
値
観
や
感
覚

を
知
る
こ
と
は
国
際
交
流

に
も
役
立
つ
で
し
ょ
う
。
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イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
に
伝
来
し
た
、
釈し
や
く

尊そ
ん

の
開
い
た
外
国
産
の
仏
教
。
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
信
仰
を

元
に
す
る
神
道
。
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
空

気
の
よ
う
な
存
在
で
す
。「
寺
社
」
と
並
び
称
さ
れ
て
、
そ
の

区
別
は
さ
ほ
ど
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

で
は
、
日
本
人
の
宗
教
観
の
も
と
に
な
る
「
神
道
」
と
は
ど

の
よ
う
な
宗
教
な
の
で
し
ょ
う
か
。
神
道
は
、
仏
教
の
釈
尊
や

キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
の
よ
う
な
開
祖
の
い
な
い
、
日
本
の
民

族
宗
教
で
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
自
然
崇
拝
、
呪
術
な
ど
の
原
始

的
信
仰
や
、
農
耕
儀
礼
な
ど
の
祭
り
を
行
い
、
祖
先
神
、
氏
神

な
ど
を
祀ま
つ

っ
て
き
ま
し
た
。
５
世
紀
末
か
ら
６
世
紀
に
か
け
て
、

大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

系
統
の
神
話
が
整
え
ら
れ
、
現
在
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
天
の
高
天
原

た
か
ま
が
は
ら

の
女
神

「
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お
み

神か
み

」
の
子
孫
で
あ
る
「
天
皇
」
が
国
を
治
め
る
主

権
者
と
さ
れ
、
神
道
で
は
最
高
の
祭
司
で
す
。
こ
の
こ
と
が
明

治
の
国
家
神
道
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

神
道
の
特
徴
と
し
て
、「
罪
穢け
が

れ
」
の
観
念
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
払
い
落
と
す
の
が
「
祓は
ら

い
」、
洗
い
流
す
の
が
「
禊み
そ
ぎ」

で
す
。
完
全
に
清
め
る
た
め
に
は
「
忌い
み

」
と
い
う
禁
忌
を
守
る

生
活
を
一
定
期
間
過
ご
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
に
は
「
穢
れ
」
と
い
う
考
え
は
あ
り

ま
せ
ん
。
渡
来
人
の
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
仏
教

は
、
５
３
８
年
欽
明
天
皇
の
時
代
に
百
済
の
聖
明
王
か
ら
伝
え

ら
れ
、
国
づ
く
り
の
支
柱
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
最
新
の

海
外
の
文
化
と
し
て
、
ま
た
、
疫
病
、
災
害
の
除
去
、
魂
を
鎮

天
皇
家
も
仏
教
式
の
葬
式
を
行
っ
て
い
た

八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
を
祀
る
神
道

20

日
本
人
に
と
っ
て
、
民
族
宗
教
で
あ
る
神
道
と
外
来
宗
教

で
あ
る
仏
教
の
区
別
は
な
か
な
か
つ
か
な
い
。
神
道
と
仏

教
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ど
こ
ま
で
が
神
道
で
、

ど
こ
ま
で
が
仏
教
か

日
本
人
の
宗
教
観
①



め
る
力
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
宗
教
観
（
神
道
）
を
補
完
す
る

形
で
仏
教
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。

日
本
で
は
長
く
、
神
仏
習
合
（
神
道
と
仏
教
の
混
淆
こ
ん
こ
う

思
想
）

の
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
、
天
皇
は
仏
教
に
よ

る
葬
儀
を
伝
統
的
に
続
け
、
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
皇
家

は
代
々
仏
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
政
府

の
国
家
神
道
政
策
、
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
状
況
は
一
変
し
、

寺
院
と
神
社
は
分
け
ら
れ
、
多
く
の
寺
院
が
破
却
さ
れ
、
僧
侶

が
強
制
的
に
還
俗
げ
ん
ぞ
く

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
人
の
宗
教
心
に
と
っ
て
、
仏
教
と
神
道
は
い
ま
だ
に
分

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
現
在
で
も
寺
院
の
敷
地

の
中
に
鳥
居
が
あ
っ
た
り
、
寺
院
と
神
社
が
隣
接
し
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
仏
式
の
葬
儀
の
場
合
、
飲
酒
を
禁
じ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、
火
葬
し
て
い
る
間
、
お
清
め
と
い
っ
て
酒
を
飲

ん
だ
り
、
葬
儀
か
ら
帰
る
と
塩
で
清
め
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、

神
社
で
は
神
道
式
に
柏
手
を
打
っ
て
、
礼
を
す
る
の
で
は
な
く
、

合
掌
し
て
い
る
光
景
も
目
に
し
ま
す
。
宗
教
組
織
は
分
離
し
て

も
、
日
本
人
の
感
覚
と
し
て
神
仏
が
と
も
に
あ
る
宗
教
心
は
今

も
生
き
て
い
ま
す
。
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古
代
の
日
本
に
伝
わ
っ
た
儒
教
（
儒
学
）
は
、
宗
教
で
は
な

い
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
す
が
、
天
を
敬
い
、
祖
先
を
崇
拝
す

る
、
孔
子
に
始
ま
り
孟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
中
国
の
教
え
で

す
。
現
代
で
も
東
ア
ジ
ア
地
域
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

中
世
に
な
る
と
、
儒
教
の
一
派
で
あ
る
朱
子
学
が
輸
入
さ
れ

ま
し
た
。
朱
子
学
は
、
朱
熹
（
朱
子
）
が
南
宋
で
儒
学
を
大
成

し
た
も
の
で
す
。

孔
子
（
孔
丘
）
は
Ｂ
Ｃ
５
５
１
年
、
中
国
の
春
秋
時
代
、
魯

国
の
農
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
身
分
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、
父

は
３
歳
の
時
に
亡
く
な
り
、
父
方
の
家
で
育
ち
ま
し
た
。
19
歳

で
結
婚
し
、
地
方
役
人
を
務
め
な
が
ら
勉
学
に
励
み
ま
す
。
次

第
に
そ
の
学
識
が
評
判
と
な
り
、
役
人
を
辞
め
て
私
塾
を
開
き
、

弟
子
を
育
て
ま
し
た
。
官
職
に
は
恵
ま
れ
ず
、
52
歳
に
な
っ
て

魯
国
に
仕
え
権
力
を
握
り
ま
し
た
が
、
後
に
失
脚
し
、
長
く
弟

子
と
と
も
に
放
浪
し
た
末
、
故
郷
に
帰
り
儒
学
の
教
え
を
ま
と

め
ま
し
た
。

孔
子
の
人
生
は
立
身
出
世
を
望
む
が
叶
わ
ず
、
勉
学
に
励
み
、

弟
子
を
教
育
す
る
人
生
で
し
た
。
釈
尊
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
物

で
す
が
、
釈
尊
が
世
間
の
栄
達
に
意
味
を
見
い
だ
さ
ず
、
出
家

し
て
真
理
を
求
め
た
の
と
は
対
照
的
な
人
生
を
送
っ
て
い
ま
す
。

孔
子
の
思
想
の
中
心
は
「
仁
」
で
あ
り
、
他
者
へ
の
思
い
や

り
の
心
を
表
し
ま
す
。「
礼
」
は
「
仁
」
を
元
と
す
る
規
範
で
、

「
礼
」
に
よ
っ
て
「
仁
」
が
実
現
さ
れ
る
と
説
き
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
国
家
や
家
族
を
語
り
、
社
会
秩
序
、
年
功
序

列
を
重
ん
ず
る
現
世
の
処
世
術
的
な
教
え
と
な
り
、「
忠
」「
孝
」

な
ど
の
教
え
や
朱
子
学
の
「
大
義
名
分
論
」
は
、
江
戸
幕
府
の

儒
学
は
体
制
維
持
に
利
用
さ
れ
た

立
身
出
世
の
た
め
勤
勉
だ
っ
た
孔
子

22

仏
教
と
と
も
に
日
本
人
の
宗
教
心
を
形
成
し
て
い
る
儒
教
。

葬
式
や
先
祖
崇
拝
な
ど
、
日
本
の
仏
教
に
儒
教
の
思
想
が

大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

祖
先
を
崇
拝
す
る
の
は

本
来
、儒
教
の
教
え
だ
っ
た

日
本
人
の
宗
教
観
②



体
制
維
持
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
朱
子
学
は
幕
府
公
認
の
学
問

（
正
学
）
と
な
り
、
湯
島
聖
堂
に
は
現
在
も
孔
子
廟
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
明
治
政
府
で
も
「
教
育
勅
語
」
に
見
ら
れ
る
倫
理

徳
目
と
し
て
国
家
権
力
の
維
持
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

仏
教
で
は
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
出
家
し
て
か
ら
の
年
数
と

修
行
段
階
で
人
を
判
断
す
る
一
種
の
実
力
主
義（
法
臘
ほ
う
ろ
う

と
い
う
）

で
す
が
、
儒
教
で
は
、
年
齢
と
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
役
割
を
強

調
し
ま
す
。
目
上
の
者
を
敬
う
な
ど
の
日
本
の
美
徳
は
、
儒
教

を
元
に
し
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
位
牌
は
、
儒
教
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
か
ら
中
国
仏

教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
に

は
葬
儀
も
祖
先
崇
拝
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
遺
骨
に
対
す
る

執
着
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
温
故
知
新
（
故ふ
る

き
を
温た
ず

ね
て
新
し
き
を
知
る
）」「
朋
あ
り
、

遠
方
よ
り
来
た
る
、
亦ま
た

楽
し
か
ら
ず
や
」
な
ど
の　
こ

諺と
わ

はざ
　

、『
論

語
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
孔
子
の
言
葉
で
す
。

し
か
し
、
日
本
で
は
儒
教
の
教
え
や
制
度
を
完
全
に
取
り
入

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
化
の
妨
げ
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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第1章●日本人にとって仏教って何だろう？

儒教の他にも、中国の民族宗教として、神仙、不老長生を目的とする
道教がある。

はみだし

儒教の基本典籍「四書五経」�

五経�儒教は前漢の武帝（BC156-BC87）の時代に国教化され、�基本典籍（五経）が定められた�

四書�朱子が定めた基本書。孔子と弟子の学問を伝える�

倫理と宇宙論
を説き、占い書
としても注目さ
れる�

易経�
えききよう�

古代の王によ
る言葉や行い
を伝える�

書経�
しよきよう�

中国最古の詩
集�

詩経�
 し  きよう�

礼の解説や意
義などを説い
た書�

礼記�
らい  き�

『礼記』の中の一編。曾参
（孔子の弟子、BC.505-
BC.435？）の著とされる�

大学�
『礼記』の中の一編。子思
（孔子の弟子、BC.492-
BC.431？）の著とされる�

中庸�
孔子と弟子たちの言
行録�

論語�
孔子の思想を継承した
孟子（BC.372-BC.289）
と弟子たちの言行録�

孟子�

春秋時代（BC.�
770-BC.403）
の魯国の歴史
を記す�

春秋�

そうしん� し  し�



日
本
に
お
け
る
仏
教
は
、
渡
来
人
の
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
が
、
５
３
８
年
、
百
済
の
聖
明
王
か
ら
欽
明
天
皇
に

金
銅
の
仏
像
と
経
典
が
贈
ら
れ
た
の
が
公
式
の
伝
来
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
排
仏
派
の
物
部
氏
と
の
争
い
な

ど
を
経
て
、
仏
教
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

５
９
４
年
、
推
古
天
皇
の
「
仏
法
興
隆
のみ

詔こ
と
の」り

に
よ
り
、
各

豪
族
が
寺
院
を
建
立
し
は
じ
め
ま
し
た
。
６
０
４
年
に
は
摂
政

の
聖
徳
太
子
が
憲
法
十
七
条
で
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と

は
仏
法
僧
な
り
」
と
制
定
し
、
仏
教
を
国
家
政
策
の
根
幹
に
取

り
入
れ
ま
す
。

奈
良
時
代
に
な
る
と
、
聖
武
天
皇
が
「
国
分
寺
建
立
の
詔
」

「
慮る

遮し
や

那な

仏
造

ぶ
つ
ぞ
う

立り
ゆ
うの

詔
」
を
発
し
、
国
づ
く
り
に
仏
教
を
利
用
。

当
時
の
不
安
定
な
政
治
状
況
や
疫
病
の
流
行
を
鎮
め
る
た
め
、

鎮
護
国
家
の
仏
教
と
し
て
、
奈
良
に
東
大
寺
、
各
国
ご
と
に
国

分
寺
・
国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
興
福
寺
な
ど
大
寺
院
の
政
治
力
が
大
き
く
な
っ
た

た
め
、
恒
武
天
皇
は
平
安
京
遷
都
（
７
９
４
年
）
の
折
に
、
奈

良
仏
教
勢
力
と
決
別
し
ま
す
。
最さ
い

澄ち
よ
う・
空
海
く
う
か
い

が
唐
か
ら
持
ち

帰
っ
た
新
し
い
仏
教
を
保
護
し
て
、
旧
仏
教
勢
力
に
対
抗
さ
せ

ま
し
た
。
特
に
密
教
は
奈
良
仏
教
に
代
わ
っ
て
、
鎮
護
国
家
や

朝
廷
貴
族
の
た
め
の
加
持
祈
¸
を
担
い
ま
し
た
。

飢
饉
に
苦
し
む
都
の
惨
状
を
見
聞
き
し
、
僧
兵
さ
え
跋ば
つ

扈こ

す

る
堕
落
し
た
比
叡
山
の
状
態
に
失
望
し
た
法
然
ほ
う
ね
ん
ら
が
、
庶
民
の

救
い
を
掲
げ
、
大だ
い

乗じ
よ
う仏

教
本
来
の
目
的
で
あ
る
衆し
ゆ

生じ
よ
う

済さ
い

度ど

の

た
め
に
新
し
い
宗
派
を
立
て
ま
し
た
。
鎌
倉
仏
教
の
新
宗
派
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
仏
教
の
対
象
外
と
思
わ
れ
て
い
た
身
分
の

檀
家
制
度
で
葬
式
仏
教
に

鎮
護
国
家
に
仏
教
は
利
用
さ
れ
た
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日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
、
日
本

社
会
と
関
わ
っ
て
き
た
仏
教
。
仏
教
の
伝
来
か
ら
現
在
の

課
題
ま
で
、
日
本
仏
教
史
を
俯ふ

瞰か
ん

し
て
み
る

時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る

仏
教
の
役
割

◆
日
本
人
の
宗
教
観
③



低
い
者
、
女
性
な
ど
に
も
仏
教
の
救
い
が
開
か
れ
、
人
々
は
新

し
い
仏
教
の
教
え
に
救
い
を
求
め
ま
し
た
。

戦
国
時
代
に
は
、
一
向
一
揆
、
法
華
一
揆
な
ど
、
宗
教
的
共

同
体
と
し
て
の
意
識
も
高
ま
り
、
組
織
化
さ
れ
た
一
大
勢
力
と

し
て
、
戦
国
大
名
と
戦
い
、
信
仰
を
守
ろ
う
と
す
る
集
団
も
あ

り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン

禁
制
の
一
翼
を
担
い
、
幕
府
の
出
先
機
関
と
な
っ
て
檀
家
制
度

に
支
え
ら
れ
、
布
教
を
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。
一
般
に
も
「
祖
先

信
仰
」
を
仏
教
寺
院
が
担
う
よ
う
に
な
り
、「
葬
式
仏
教
」
と

非
難
さ
れ
る
現
在
の
原
型
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
る
排
仏
は
い
ぶ
つ
毀き

釈し
や
くの

打
撃
を
受
け
、
僧
侶
も
俗
人
と
同
じ
よ
う
に
苗
字
を
名
乗
り
、

妻
帯
、
服
装
を
自
由
に
す
る
な
ど
の
規
定
が
改
め
ら
れ
、
寺
院

の
世
襲
化
の
芽
が
こ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
二

次
大
戦
時
の
米
軍
の
本
土
爆
撃
で
は
、
京
都
・
奈
良
な
ど
を
除

い
て
、
都
市
で
は
多
く
の
寺
院
が
灰
燼
か
い
じ
ん

に
帰
し
ま
し
た
。
戦
後
、

伽が

藍ら
ん

（
寺
院
）
の
復
興
な
ど
に
多
く
の
力
が
注
が
れ
ま
し
た
が
、

都
市
化
や
西
洋
化
に
と
も
な
う
生
活
の
変
化
へ
の
対
応
が
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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第1章●日本人にとって仏教って何だろう？

聖徳太子（574-622）は日本に仏教を本格的に取り入れた功労者だが、
近年では大山誠一氏（中部大教授）のように実存を否定する説もある。

はみだし

日本仏教の流れ�

仏教公伝�

奈良仏教�

平安仏教�

鎌倉仏教�

戦国時代�

江戸時代�

明治時代�

昭和時代�

鎮護国家のため�
学問としての仏教�

山岳宗教、神仏習合�
密教�
浄土教�

法華、�
門徒の一揆勢力�

寺請制度、�
幕府の管理下に�

国家神道、神仏分離、�
排仏毀釈�

敗戦、寺院焼失�

庶民、武士への布教�
新仏教�



宗
教
離
れ
は
先
進
国
全
体
の
傾
向
で
す
が
、
仏
教
各
宗
派
の

本
山
で
は
、
企
業
や
学
校
の
体
験
学
習
が
多
く
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
霊
場
を
巡
礼
す
る
人
も
多
く
、
仏
教
関
連
の
美
術
展
は
混

雑
し
ま
す
。
宗
教
的
な
も
の
を
現
代
の
日
本
人
も
求
め
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
心
霊
現
象
や
占
い
に
興
味
を
示
し
、
安
易
に
超
能
力

や
教
祖
の
指
導
を
信
じ
て
、
カ
ル
ト
宗
教
に
入
る
若
者
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
オ
ウ
ム
真
理
教
（
現
ア
レ
フ
）
の
一
連

の
事
件
で
は
、
高
学
歴
の
若
者
が
入
信
し
て
大
量
殺
人
を
犯
し
、

世
間
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
教
育
の
現
場
か
ら
宗

教
が
極
力
排
除
さ
れ
、
宗
教
的
な
思
考
に
免
疫
力
の
な
い
、
騙

さ
れ
や
す
い
日
本
人
を
育
て
て
き
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

最
近
の
癒
し
ブ
ー
ム
は
、
人
々
の
関
心
が
心
の
問
題
に
向
か

い
つ
つ
あ
る
傾
向
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
震
災
・
犯
罪
、
倒
産
や

リ
ス
ト
ラ
な
ど
、
今
ま
で
の
価
値
観
が
崩
さ
れ
る
よ
う
な
時
代

に
、
心
は
ど
こ
に
向
か
う
の
で
し
ょ
う
か
。

物
質
第
一
の
消
費
社
会
に
は
限
界
が
あ
る
と
わ
か
り
つ
つ
も
、

ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
活
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
私
た
ち
は
便

利
な
生
活
に
慣
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
常
の
中
の
書
物
、

音
楽
、
巡
礼
旅
行
な
ど
に
、
少
し
ず
つ
宗
教
的
ヒ
ー
リ
ン
グ
の

力
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
停
年
後
、
出
家
し
た
い
と
考
え

る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
増
え
て
お
り
、
実
際
に
大
企
業
の
社
長
が

引
退
後
、
仏
門
に
入
っ
た
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

国
際
社
会
と
の
交
流
が
本
格
的
に
な
る
に
つ
れ
、
相
互
の
理

解
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
相
手
を
理
解
す
る
と
同

時
に
、
文
化
的
な
背
景
の
違
う
相
手
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
自

現
実
離
れ
せ
ず

現
代
の
生
活
に
根
ざ
し
た
仏
教
を

現
代
人
は
ヒ
ー
リ
ン
グ
を
求
め
て
い
る
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癒
し
ブ
ー
ム
や
仏
教
関
連
美
術
へ
の
注
目
な
ど
、
日
本
人

に
と
っ
て
、
仏
教
が
実
は
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、

最
近
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

日
本
人
は
今
、

仏
教
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か

◆
日
本
人
の
宗
教
観
④



国
の
こ
と
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宗
教
の
知
識
が

な
け
れ
ば
、
政
治
経
済
や
語
学
、
そ
し
て
文
学
、
音
楽
、
絵
画
、

建
築
な
ど
の
芸
術
も
理
解
し
合
え
な
い
こ
と
に
、
日
本
人
は
少

し
ず
つ
気
づ
き
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。

宗
教
の
必
要
性
が
増
し
て
、
宗
教
施
設
と
し
て
の
寺
院
を

人
々
が
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
人
口
の
集
中
が
進
む
都
市
に
、

礼
拝
・
説
法
の
場
と
し
て
、
新
し
い
寺
院
が
で
き
そ
う
な
も
の

で
す
が
、
新
興
住
宅
地
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
が
で
き
る
一
方

で
、
新
し
い
仏
教
寺
院
は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、

宗
教
問
題
や
心
の
問
題
に
対
し
、
仏
教
界
か
ら
積
極
的
な
発
言

が
な
い
と
対
応
の
鈍
さ
を
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
の
仏
教
の
現
状
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
現
在

は
仏
教
界
も
世
襲
が
進
み
、
２
世
、
３
世
の
時
代
で
す
。
小
僧

時
代
か
ら
修
行
に
励
ん
だ
、
明
治
生
ま
れ
の
僧
侶
か
ら
世
代
交

代
が
進
み
、「
お
坊
っ
ち
ゃ
ま
」
教
団
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
本
来
の
仏
教
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
多
様
な
価
値
観
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
社
会
的
に
望
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
各
宗
派
の
動
き
は
一

般
の
人
々
に
は
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
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第1章●日本人にとって仏教って何だろう？

宗教教育については、憲法20条において「信教の自由」を保障し、
その第３項で「国およびその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活
動もしてはならない」としている。

はみだし

現代日本の宗教状況�

カルト教団の布教�

ヒーリング・グッズ�
お守り�
テレビや雑誌の占い�
心霊現象�
超自然現象への興味�

仏教など�
既成宗教への無関心�

キリスト教・西洋文明への�
コンプレックス・あこがれ�

外見（行事）のみ取り入れる�


