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に

対
す
る

主

体
の

懲
戒
・

矯
正

と
い

う
契

機
は
、

ま
だ

希
薄
で

あ
っ

た
。

む
し
ろ
、

そ

の

こ

ろ

活
躍
し

た

キ
リ

ス

ト

教
教
誑
師
た
ち
の

主
要
な
日

標

は
、

苛

酷
な
囚

入
労

働
の

廃
止

や

獄
内

環

境
の

改

善
な
ど

、

い

わ

ゆ
る

「

監
獄

改
良
」

の

実
現
に

向
け
ら
れ

て

い

た
。

そ
の

後
明
治．
一
〇

年
代

後

半
、

キ
リ

ス

ト

教
の

後
退

（

真
宗
の

進
出）

と
と
も
に
、

「

監
獄
教
誨
」

は

主

体
の

懲

戒
・

矯
正
を
主

眼
と

す
る

性
格
を

強
め

て

い

っ

た
と

考
え
ら

れ

る
。

そ
し

て

主

体
の

懲
戒
や

矯
正
を
め
ざ

す
近
代
的
統
治
全
体
の

な
か

で
、

監
獄

教
誨
は
、

「

宗
教
」

が
も
っ

と

も
積
極
的
に

自
ら
の

特
性
を

発

揮
し

う
る

領
域
の
一

つ

だ
っ

た

と

い

え
よ

う
。

そ

の

意
味
で
、

「

監
獄

教

誨
」

の

誕
生
を

問
う
こ

と
は
、

近

代
日

本
の

統
治
権
力
が

い

か
な
る

性
格

の

も
の

で

あ

り
、

そ
の

シ

ス

テ

ム

の

内

部
に

「

宗
教
」

が

ど
の

よ

う
に

自

ら

を

位
置
づ

け
て

い

っ

た

か
、

そ
の

始
原
と
歴

史
を

探
る

好
適
な

事
例
だ

と

考
え
ら

れ

る

の

で

あ
る

。

明

治
中
期
に

お

け
る

日

本

仏
教
の．
言

説
的
位
相

　
　
　
　

仏
教
公
認
運
動
を

中
心
に

オ

リ

オ
ン

・

ク

ラ

ウ

タ

ウ

　
仏

教
者
に

よ

る

「

公

認
教
制
」

の

導
入
は

、

　一

八

八

九

年
の

憲

法
発

布

の

直
後
に

初
め

て

主

張
さ

れ、
宀

示

教
法

案
が

貴
族

院
に

否
決

さ
れ

る

ま

で
、

約
一

〇

年
間
も
語
ら

れ
続
け
る

も
の

で

あ
る

。

「

耶

蘇
教
」

へ

の

批

判
は
、

少
な
く
と

も

幕
末
期
か

ら

仏
教

者
に
お

け
る

雫

要
な

課
題
と

な

り
、

「

切
支
丹
禁
制
」

の

高
札
が
撤
去

さ
れ
た
一

八
七
一

年
以
降
も、

彼

ら

は

キ

リ

ス

ト

教
が

日

木
列
島
に

流
入

す
る

危
険
性
に

つ

い

て

注
意
を
喚

起
し

続
け
た

。

し

か

し
］

八

八
〇

年
代
以
降

、

「

西
洋
」

の

学
問
や

法
的

体
系
が

日

本
に

導
入
さ

れ
る

に

つ

れ
て
、

そ
れ
ま
で

に

展
開
さ
れ
て

い

た

よ

う
な

「

排
耶
論
」

が

変

貌
す
る

こ

と
と

な
る

。

す
な

わ

ち、
「

排

耶
論
」

は
、

「

哲
学
」

や
「

宗

教
」

と
い

っ

た
、

普

遍
性
を
装

う
よ

う
な
カ

テ

ゴ

リ

の

枠
組
で

展
開
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

一

八

八
一

年
に
は

国
会
開
設
が

宣
布
さ

れ

る

と
、

「

国

家
の

元

気
」

を

図
る

た
め

の

「

宗
教
」

に

関

す
る

議
論
が

高
ま
り
、

ま
た

そ
れ

は
、

明

治
政

府
が
「

不
平

等
条

約
」

の

改
正
を
目

指
し

て

各
国
公
使
と
の

よ

り
積
極
的
な
交
渉
に

取
り
組

み
、

そ
の

実

現
に

際
し

て

「

内
地
雑

居
」

な
ど

も

避
け
ら

れ
な
い

事
実
と

し

て

認
識
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
時

期
で

も
あ
っ

た
。

　
一

八
九．
一

年
−
九
三

年
の

議
会
に

お

い

て
、

内

地
雑
居
を
め

ぐ
る

議
論

が

さ

ら
に

展

開
す
る

と
、

外
国
人
の

権
利
と

し
て

の

「

信
教
の

自
由
」

も

以

前
よ

り
も
ま
し
て

問
題
視
さ
れ

、

宗
教

法
案
の

必
要
性
も
指
摘
さ
れ

る

に

至
っ

た
。

　一

八

九
九
年
一

二

月
に

い

よ
い

よ
、

キ

リ

ス

ト

教
・

神
道
・

仏
教
の

三

つ

の

「

宗
教
」

に

関

す
る
五

三

ヶ

条
の

法
案
が

貴
族
院
に

提
出

さ

れ

た
が

、

仏
教

界
の

ほ

と
ん
ど
は
自
ら
が

キ

リ

ス

ト

教
と

共
通
の

法
案

に

よ
っ

て

規

制
さ
れ
る

こ

と
を
批
判
し

、

猛
反
発
す
る

。

仏
教
界
の

取
り

組
み

の

結
果
で
一

九
〇
〇

年
二

月
、

宗
教

法
案
は

貴
族

院
に

お

い

て

否
決

さ
れ

た
。

し
か

し
、

同
年
四
月
に

第
二

次
山

県
内

閣
は
そ

れ
ま
で

の

「

社

寺
局
」

を
神

社
局
と

宗
教
局
に

分
け

、

多
く
の

単
発
法
令
に

よ
っ

て

「

宗

教
」

を

規
定
し

て

い

く
に

つ

れ、

仏
教
公

認
連

動
は

ほ

と
ん

ど

消
滅
す
る

こ

と
と
な
る

。

こ

の

運
動
の

内
容
は

、

柏

原
祐
泉
な
ど
の

先
学
者
に

よ
っ

て

「

徳
川
封

建
治
下
に

お

け
る

幕
藩
体
制
下

の

仏
教
の

あ

り
方
と
全

く
一

致

す
る

も
の
」

で

あ
り、

「

思

想
史
的
に

み

る

な
ら

ば
、

決
し

て

近

代
的

な
思
想
的
基
盤
に

立
つ

も
の

で

な
い
」

と

厳
し
く
批
判
さ
れ
た
も
の

で

あ
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『宗教研究185巻 4輯 （2012年）パ ネル

る

（
『

日
本
近

世
近

代
仏

教
史
の

研
究
』

平
楽
寺
書
店、

】

九
六

九
年、

一一一
八
＝一
百ハ）
。

　
た
だ
し、

キ
リ

ス

ト
教
を
も

含
め

た

「

信
教
の

自
由
」

が
明

治
憲
法
に

よ
っ

て

保

証
さ
れ
る
と
、

井
上

円
了
の

よ

う
な
仏
教
者
は
そ
れ
ま
で

の

形

で

の

キ
リ
ス

ト

教
批
判
を

離
れ
、

「

公

認
教

制
」

の

必

要
性
を
唱

え
る

よ

う
に

な
る

ー
あ
る

い

は

換
言
す
れ
ば
、

「

公
認
教
」

と

い

う
用

語
の

下

で
、

間
接

的
な
キ
リ

ス

ト
教

批
判
を
展
開
し
続
け
る
の

で

あ
る

。

円
〜
が

著
し
た

『

日

本
政
教

論
』

（
一

八
八

九

年
九

月
）

の

検
討
を
通
し
て

理

解
で

き
る

よ

う
に

、

公
認
教
運
動
は

そ

れ
ま
で

の

「

排

耶
論
」

の

レ

ト
リ

ッ

ク

に

変

化
を
も
た
ら
し
た
ば
か

り
で

な
く、

そ
こ

か

ら
立
憲

国
家
の

枠
組
に

お

い

て

自
己
を

語
り
直
そ

う
と

す
る
仏
教
者
の

姿
も

窺
え
る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

公

認
運
動
の

枠
組
に

み

ら
れ
る

よ

う
な

キ
リ

ス

ト

教

批
判
は
、

日

本
国
家
の

特
徴
を

考
え
た
、

か

つ

国
際
法
を
踏
ま
え
た
も
の

で

あ
り、

円
．

」

の

『
真
理
金

針』

（
一

八
八

六
−

八
七

年
）

に

見
ら
れ
た
よ

う
な

本

質
的

な
批
判
　
　
「

耶
蘇
教
」

の

創
造
説
に
対
す

る

仏
教

的
唯
心
論
の

論

理

的
優
越

性
や
、

「

情
感
の

み

の

宗
教
」

で

あ
る

「

耶

蘇
教
」

に

対
す
る

「

智
力
情
感
両
全
の

宗
教
」

で

あ
る

仏
教
の

完
全

性
の

宣
揚

　
　
は

、

姿

を

消
し
て

い

る

こ

と
が

分
か

る
。

　
「

公

認
教
」

は、

少
な
く
と

も
一

九
〇
〇

年
の

宗
教

法
案
が

否
決
さ

れ

る

時
期
ま
で

、

「

仏
教
と
国

家
」

を

語
る

た
め
の

基
本
的
な
理
念
と
な

り
、

「

文
明
」

を
キ
ー

ワ

ー

ド
と

す
る

よ

う
な
目

本
仏

教
論
が
「

国

体
」

を
キ

！

ワ

！

ド

と

す
る

そ
れ
へ

と

展
開
す
る
時
期
と

し
て

把
握
す
る

こ

と

が
出
来

る
。

公
認
教
言
説
は

こ

う
し

て、

近
代
日

本
の

「

仏
教
と

政
治
の

イ
ン

タ

ー

フ

ェ

イ

ス
」

を

捉
え
直
す
上
で

の

重
要
な

課
題
と

し
て
、

今
後
の

研
究

を

期
待
し

た

い
。

仏
の

語
り
方
の

近
代

　
　

　
　

近

角
常
観
を
中
心
と
し

て

碧
　
海

　
寿

　
広

　
近

代
仏
教

研
究
の

古
典
的
な
物
語、

そ
れ
は
、

仏
教
が
い

か
に

近
代

化

に

成

功
（
失

敗）

し
て

き
た
か
を
問

う
こ

と
で

あ
り、

近
代

化
を

う
け
つ

つ

近

代
化
に

収
斂
す
る
こ

と
な
く

、

緊
張

関
係
を
維
持
し
な
が
ら
生
ま
れ

て

く
る

「

仏

教
」

に

関
し
て

は
、

い

ま
だ
十

分
な
議

論
が
な
さ
れ
て

は
い

な

い

と
思
わ
れ
る

。

本
報
告
で

は
、

仏
教
と
近

代
化
の

関
係
を
再

検
討
す

る

た

め

に
、

し
ば
し
ば
日

本
の

近
代
仏
教
の

完
成
期
と
さ
れ
る

明

治
後
期

の

「

仏
」

言

説
を
対

象
化
し

、

そ
の

構
造
を

分
析
す
る

。

　

明
治
も

後
半
期
に

い

た
っ

て

「

仏
」

を

語
る

場
合
、

自
然
主

義
的
リ

ア

リ
ズ

ム

に

の

っ

と

り
人

間
と
し

て

の

「

仏
」

を

語
る

か
、

あ
る

い

は

そ

の

客
観
主

義
的
な

論
法
と
の

棲
み

分
け
に

お
い

て
、

主

観
的
な

次
元
で

理
念

的
に

抽
象
化
さ

れ
た
「

仏
」

（
「

無
限

」

）

を

語
る

こ

と

が
、

知
的
な

仏
教

（
学）

サ
ー

ク

ル

で

の

基

本
的

な
ル

ー

ル

と

な
っ

て

い

た
。

前
者
は

村
L
専

精
の

史
学
的
な
仏
陀
論
に

、

後
者
は

清
澤
満
之
の

哲
学
的
・

精
神
修
養
的

な
真
宗
仏
教
論
に

代
表
さ

れ

る
。

　

当

時
の

青
年
知
識
人
に

支

持
さ
れ
た

真
宗
大
谷
派

僧
侶、

近

角

常
観

（

］

八

七
〇

1
一

九
四
一
）

は
、

そ
う
し
た
ル

ー

ル

か
ら

は

少
し

外
れ

た

「

仏
」

の

語

り
方
を

示
し
た

。

そ

れ
は
、

身
近
に

感
じ
る

こ

と
の

で

き
る

霊
的
存
在
と

し
て

の

「

仏
」

が、

ひ

と

つ

の

「

人
格
」

と

し
て

自
己
に
迫

っ

て

く
る

こ

と
で
、

人
間
は

知
的
で

道
徳
的
な
生
き
方
を
選
び

取
れ
る
よ

う
に

な
る
、

と

い

っ

た

よ

う
な
語
り
で

あ
っ

た
。

そ
こ

に

は

前
近
代
か
ら

引
き
継
が

れ

た
一

定
の

神
秘
性
を
有
す
る

「

仏
」

観
が
色

濃
く
み

ら
れ
る
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