
書
評
・
図
書
紹
介

保
坂
俊
司

著

『
戒
名
と
日
本
人

あ
の
世
の
名
前
は
必
要
か

』

祥
伝
社
新
書
、
二
〇
〇
六
年

加

島

亮

伸

本
書
は
、「
第
一
章

戒
名
と
は
何
だ
ろ
う
か
」「
第
二
章

仏

教
史
か
ら
戒
名
を
考
え
る
」「
第
三
章

日
本
人
の
霊
魂
観
と
戒

名
」「
第
四
章

墓
や
位
牌
と
戒
名
」「
第
五
章

戒
名
は
必
要

か
」
の
五
章
か
ら
な
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
日
本
に
つ
い
て

多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
仏
教
の

「
戒
名
」「
戒
律
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の

仏
教
史
を
通
観
し
た
書
、
あ
る
い
は
仏
教
概
論
と
み
て
も
よ
い
。

著
者
自
身
も
「
仏
教
の
発
展
の
歴
史
は
、
思
想
の
展
開
の
歴
史
で

あ
る
と
同
時
に
、
戒
律
改
変
の
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
現
代
日
本
の
仏
式
の
葬
送
に
お
い
て
、
死
者
が
授
か
る

戒
名
は
、
死
後
の
名
前
と
し
て
日
本
人
に
浸
透
し
て
い
る
。
し
か

し
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
仏
教
に
則
っ
た
生
活
を
誓
っ
た
こ
と
の
証

と
し
て
、「
戒
名
」
を
い
た
だ
く
の
が
、
そ
の
意
義
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
著
者
も
、
イ
ン
ド
本
来
の
戒
名
は
、
戒
律
の
意
味
を
理

解
し
、
そ
の
尊
厳
を
誓
っ
た
仏
教
者
が
出
家
の
際
に
授
か
る
、
生

前
の
名
前
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

な
ぜ
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
生
前
の
出
家
信
者
の
証
で
あ

る
戒
名
が
、
自
身
が
仏
教
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
薄
か
っ
た

（
あ
る
い
は
全
く
無
か
っ
た
）
死
者
に
授
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
本
来
、
財
力
は
戒
名
の
格
に
は
関
係
な
い

が
、
日
本
社
会
一
般
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戒
名
料
」
が
問
題
と
さ

れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
著
者
は
、「
そ
れ
は
古
来
か
ら
死

の
穢
れ
を
恐
れ
て
き
た
日
本
人
が
、
仏
教
を
世
俗
的
に
変
化
さ

せ
、
時
代
を
超
え
て
受
け
継
い
で
き
た
文
化
の
蓄
積
だ
」
と
主
張

さ
れ
る
。
ま
た
、「
戒
名
の
存
在
意
義
を
問
う
こ
と
は
、
仏
教
や

葬
送
儀
礼
の
歴
史
を
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
人
の
死
生

観
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
に
も
な
る
」
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。中

国
仏
教
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
悟
り
」
の
場
を
日
常
の

生
活
に
ま
で
降
ろ
し
て
く
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
中
国
仏
教
が
す
で
に
大
乗
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

民
衆
の
生
活
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

続
く
日
本
仏
教
に
お
い
て
最
澄
は
、
奈
良
仏
教
に
対
し
て
「
大

乗
戒
壇
独
立
」
を
宣
言
し
た
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
「
イ
ン
ド
以



来
の
仏
教
の
戒
律
と
教
え
の
ね
じ
れ
現
象
を
解
消
す
る
と
い
う
画

期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
澄
が
自

ら
奈
良
・
東
大
寺
の
戒
壇
院
に
て
受
戒
し
た
小
乗
戒
を
棄
捨
し
た

こ
と
、
そ
し
て
大
乗
仏
教
の
菩
薩
戒
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
イ
ン

ド
の
伝
統
的
な
小
乗
戒
が
す
で
に
中
国
に
お
い
て
理
論
上
否
定
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
も
相
変
わ
ら
ず
、

授
け
ら
れ
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

や
が
て
、
最
澄
が
開
い
た
叡
山
仏
教
か
ら
は
、
鎌
倉
仏
教
の
祖

師
方
を
輩
出
す
る
。
そ
の
内
の
親
鸞
に
至
っ
て
は
、「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
一
声
で
救
わ
れ
る
と
主
張
し
、
戒
律
な
ど
の
自
助
努
力

は
不
要
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
と
な
り
、
与
え
ら
れ
た
職
業
の
す
べ
て
は

救
い
の
道
と
同
一
視
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
、
特
定
の
職
業
に
限
定
す
る
第
一
段
階
（
華
道
、
茶
道
、
能
な

ど
の
宗
教
性
の
高
い
世
俗
業
）、
す
べ
て
の
職
業
が
悟
り
へ
の
道

で
あ
る
と
考
え
る
第
二
段
階
の
順
序
は
あ
っ
た
も
の
の
、
最
終
的

に
は
、
日
常
世
界
に
お
け
る
諸
行
、
特
に
各
種
の
職
業
を
悟
り
の

道
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
提
唱
者
が
鈴
木
正
三
で
、「
世
法
即
仏
法
」「
世
俗
業
即
仏
業
」

の
思
想
へ
と
至
り
、『
万
民
徳
用
』
に
お
い
て
、「
こ
の
世
の
生
活

の
一
切
は
、
仏
道
修
行
と
な
る
」
と
い
っ
て
お
り
、
そ
の
考
え

は
、
日
本
人
が
、
仕
事
に
報
酬
を
得
る
手
段
以
上
の
意
味
を
見
出

し
て
い
る
こ
と
に
影
響
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

生
と
死
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
生
ま
れ
っ
ぱ
な
し
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
著
者
は
、

死
を
特
別
に
忌
み
嫌
う
日
本
文
化
に
お
い
て
は
、
死
者
は
、

死
の
世
界
の
住
人
と
し
て
、
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
死

者
が
生
前
の
名
前
を
使
っ
て
い
た
の
で
は
、
居
心
地
が
悪
い
の
で

す
。
そ
の
た
め
、
死
者
の
名
前
と
し
て
の
戒
名
は
好
都
合
で
し

た
。
そ
れ
を
も
ら
え
ば
仏
の
世
界
で
、
安
楽
に
暮
ら
せ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
残
さ
れ
た
者
も
死
者
の
霊
に
脅
か
さ
れ
る

こ
と
な
く
住
み
分
け
が
で
き
ま
す
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
の
身
近
に
「
生
前
戒
名
」（
逆
修
）
を
授
か
る
こ
と
に
よ
り
、

普
段
の
生
活
に
メ
リ
ハ
リ
が
で
き
、
自
分
の
い
の
ち
が
輝
い
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
方
が
い
る
。
は
た
し

て
、
自
分
の
死
後
の
名
前
は
何
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
日
本
仏
教
の
本
質
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
中
に
先
祖
を
含
め
た

私
も
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
喜
び
を
得
ら
れ
る
書
で
あ
る
。

多
く
の
方
に
一
読
を
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
る
。
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