
仏

教

学

の

課

題

蔵
、

原

了

然

ナ一　

さ

き

に
明

治

中

期

以
後

に

於

げ

る
仏

教

研
究

の
発

展

は
目

ざ

ま

し

い
も

の
が

あ

つ
た
。

そ

の
主
因

と
考

え

ら

れ
る

愚

の

は

二

っ
数

え

る

こ
と

が
出

来

る

で
あ

ろ

う
。

第

一
に

は
仏

教

研
究

法

の
自
由

刷

新

で
あ

り

、
第

二

に

は
仏

教
原

典

の
新
資

料

の
供

与

で
あ

る
。

ま

ず
第

一
の
仏

教
研

究

法

の
瑚
新

と

は
、

文
物

一
新

と

い

わ
れ

る
明

治

鴛
新

の

一
環
と

し

て
、

仏

教

研
究

法

が
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

学

風

を
受
容

す

る

こ
と

に

よ
り

、

歴

史
的

、

批
判

的

、

組
義

的

な
研

究

面

に
於

て
、

従
来

の

祖
述

、

訓

話

、

註

釈

一
辺
倒

の
仏

教
研

究
法

に
新

風

を
吹

き

込

ん
だ

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

第

二

に

は
東

西
丈

化

文
流

の
結

果
、

梵
語

経
典

、

巴

利
語

経
典

、

西

域
語

経
典

等
、

従

来

殆

ん
ど
知

ら

れ

る

こ
と

の
な

か

つ
た
、

大
部

な

し

か
も

、

中

に

は

現
存

の
漠

沢

姪
典

の
原
典

的

な
意

義

を
有

す

る
新

賃
料

が
続

々
と

提
供

さ

れ
た

こ
と

で
あ

る

。
大

乗

仏

教

と

小
乗

仏

教

と

の
関

係
、

そ
れ

ま

で
は

殆

ん
ど
黙

殺

縄

さ
れ

て
来

た
阿
含

経
典

へ
の
再

確

認
等

、

仏

教

学

界

は

そ

の
屋

台

骨

を

ゆ

さ
ぶ

ら

れ
た

感

さ

え
あ

る
。

　
.

二

こ

れ

ら

の
結

果

と

し

て
仏

教

研
究

は
異

常

と

い

つ
て

い

丶
ほ

ど

の
進

展

を
も

た

ら

し

た
。

そ

の
影

壽

す

る

と

こ

ろ
教

化

の
面

に

於

て
も

嶄
新
、

自

由

、

生

命
感

溢

る

丶
も

の
を

璽
勤

せ
し

む

る
に

到

つ
た
。

教

界

起
死

回
生



の
決
事

と
称

さ
れ

る
所
以

で
あ

る
。

し

か

し
大

勢

の
澄

も

む

ぐ
と

こ

ろ
、

大

正
末
期

か

ら
昭

和

に
か
け

て

は
、

顕

著

な

唯
物

論

の
盛

行

の
所

為

も

あ

る

が
、

仏
教

学

界

自
体

に
於

て
、

勤
脈

硬

化

の
兆

候
を

暗

示

す

る
も

の
が
あ

る
。

大

平
洋

戦

争

に

よ

る
敗
載

の
結

果

は
、

憲
法

の
改

正

を

は

じ

め
と

し

て
家

族
制
度

の
壌

減

等

々
、

明
治

維

新
に

劣

ら

ぬ
変
革

が
続

出

し

た

が
、

仏

教

学

界

に

澄
け

る
あ
り

ょ
う

は
、

歴

史
的

研
究

が
目

立

つ
こ

と

、

或

は

表

現

が

い

わ
ゆ

る
載
後

的

に

な
つ
た

こ
と

の
外

に

は
、

さ

し

て
み

る
べ
き

も

の
が

な

い
と

い

っ
て
は

過
言

で
あ

ろ
う

か
。

信

教

の
自

由

の
名

の
下

に
、

教

団

の
分

裂
、

新

興

宗
教

の
乱

立
は
顧

著

な

る
も

の
が
認

め

ら

れ

る
け
れ

ど
も

、

一
度
、

各

宗

の
宗

乗

或

は

宗
学

と

い
う

領
域

に
於

て
は
、

全

く

旧
態
依

然

と
称

す

る
外

は
な

い
。

強

い
て
変

革

を

要
求

す

る
も

の

で

は
な

い
が
、

も

し

そ

れ
新

生

面

に

対

し

て
落

然
自

失

と

い
う
如

き

で
あ
れ

ば

事
は

重
大

で
あ

る
。

ラ侮

仏

教

学

又

は
宗

学

の
分

野

に
於

て
原
典

研
究

が
最
も

基
礎
的

要

件

で
あ

る

こ
と
は

い
う

ま

で
も

な

い
。

又

そ

の
原

典

に
対

す

る
古

徳
先

学

の
理

解

の
跡

を
辿

る

こ
と
も

趣
め

て
肝
要

欠

く

べ

か
ら

ざ

る

こ
と

で
あ

る
。

し

か
し

な

が
ら

、

以

上

の

こ
と

が

如
何

に
重

要

で
あ

つ
て
も
、

こ
の

こ
と

に
終

始

す

る

こ
と

が
仏

教

学

の
す

べ

て

で
あ

る

と
考

え

る
が

如
き

は

当

を
得

た
も

の
と

は

い
え

な

い
は

ず

で

あ
る
。

言

い
古

さ
れ

た
言

葉

で
あ

る

が
、

ラ

ツ

キ

ョ
の
皮

む
き
、

死

体

解
剖

の

難

説
を
免

れ

る

こ
と

は
出
来

な

い
。

雨

后

の
筍

の
如

く
発

表

さ

れ

る

仏

教
学

界

の
出
版

、

研

究

発
表

に
於

い

て

こ

の
傾

向

が
絶
無

と
謂

わ
れ

え

な

い

ご
と
は
遺

憾

と

い
う

よ
り

は
、

今
后

の
宗

教

界

特

に
仏

教

界

の
実

情

に
微

し

て
由

々
し

き
大

事

と
も
称

さ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。
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温
古

知

新

は

い

丶
や
す

く
行

い

や
す

い

こ
と

で
は

な

い
。

よ

き
伝

統

の
正

し

き
領

受

の
上

に
、

独

断

な

ら
ざ

る

こ
れ

が
現

代

的

饅
開

こ
そ
仏

教

学

三
世

}
鞠

の

理
路

で
あ

ろ

う
。

速

か

な

る
本

然

の
姿

を

鯉

む

や
切
。

同

発

菩

提

心

秦

隆

真

本

学

五
十

周
年

記
念

に

園
書

哨

が
拡

張

さ

れ

て
、
狭

い
な

が

ら
に
福

祉

学

研
究

室

が

で
き

た
。

わ

が

宗
門

は

大

正
勝

代

に

宗
教

大

学

に
社

会

事
業

研

究

室

を

澄

い

て
矢

吹

教
授

を
指

導

に

当

薄

日
本

に
社

会

事

業

家

の
養

或

の
ト

ツ
プ
を

切
り

、

或

は

資
界

に
或

は
民

闘

(
主

と

し

て
宗

門

に
)

に
多

故

の
社

会
事

業

従
事

者

を
送
り

出

し

た

の

で
あ

る
。

嬬
来

約

四

十
年

、

教
化

事
業

や
社

会

事

業

の
開
発

に
進

展

を

つ
冥
け

て
き
た

宗

門

で
あ

る

が
、

戝

後
余

り

の

び
な

い

の

は
何

で
あ

る

か
。

寺

院

及

び

宗

門

の
物

心

両

面

の
貧

嚠

で

あ
る
、

否

そ

れ

よ
り
も

人

的

資
源

の
不

足

で

あ
る
。

か

つ

て

一
寺
浣

}
事

叢

の
奨

励

で
各
地

に

,奴
化
及

保

育

の
事

業

が

う
え

つ
け

ら

れ
、

又

昆
生

、

更
生

保

穫

関
係

の
仕

事
に

従

事

し

て
居

る
宗

門

入

の
あ

る

こ
と

は

せ
め

て
の
尉
、
め

で
あ

る

が
、

誠
に

淋

し

い
.

世

は
福

祉

国

家

の
確

立

を
目

ざ
し

て
前

進

し

て
居

る
時

、

宗
門

人

と

し

て
何

を

以

て
貢
献

し
た

ら

よ

い

の
か
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