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一

方、
「

入

格
」

と

し
て

の

「

仏
」

と

い

う、

近

代
的
な

論
理
も
ま
た

明

確
に

内
包

さ
れ
て

い

た
。

　
「

人

格
」

と
い

う
概
念
は

、

明
治
二

〇

年
代
に

翻
訳

語
と
し

て

定
着

す

る

が
、

三

〇

年
代
に

な
る

と
こ

れ
が
宗
教

界
に

も

広
く
浸
透
し

始
め

た
。

そ
の

典
型
が

、

徳
の

高
い

「
人

格
」

を

得
る
た
め
に

学
ぶ

べ

き

宗
教
と
い

う
語

り
だ
が

、

そ
う
し
た

言
説
の

バ

リ
エ

ー
シ
ョ

ン

の

ひ

と
つ

と
し

て
、

「

仏
」

こ

そ
が
理

想
の

「

人
格
」

を
体

現
し
た

存
在
で

あ
る
、

と
い

っ

た

論
法
を
と
る

者
が

少
な
か

ら

ず
い

た
。

仏
教
界
で

も

突
出
し

た

人
格
者
と

し
て

知
ら
れ
た
近

角
は

、

そ
の

代

表
的
な
語
り
手
で

あ
っ

た
。

　

日
本
の

近

代
化
の
一

側
面
と

し
て、

仏
教
が
公
教

育
の

場
か
ら

脱
落
し

て

い

っ

た
と

い

う
経
緯
が

あ
る

が、

そ
こ

で

落
ち
て

い

っ

た

よ

う
な
仏
教

に

対
す
る
ニ

ー

ズ

を
、

別
の

か

た

ち
で

満
た
す
こ

と
に

成

功
し
た
一

連
の

宗
教
運
動
・

言
説
が
あ
っ

た
。

哲
学
や
雁

史
学
と
い

っ

た
近

代
知
の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

前
提
と
し
つ

つ

、

だ

が
そ
こ

を

通
過
し
き
れ
ぬ

、

し
ば

し
ば

神

秘
の

色
彩
を
と
も
な

う
超
越
性
を

お
び

た

仏
教
が、

公
教

育
と
は

異
な
る

場
で

語
ら
れ
て

い

た
の

で

あ
る

。

た

だ

し
、

そ
れ
は

他
方
で

同

時
に、

公

教

育
で

認
め

ら

れ
た

社
会
・

国
家
的
な

道

徳
と

も

矛

盾
し
な
い

か
た

ち

で
、

あ
る

い

は
そ
れ
を
補
完
す
る

か

た

ち
で

説
か
れ
る

必

要
が
あ
っ

た
。

近
角
が
説
い

た
よ

う
な

「

人
格
」

を

強
調
す
る

「

仏
（
教
）

」

の

語
り
は
、

そ
う
し
た

要
請
に

か
な
っ

た
仏
教
論
で

あ
っ

た

と
い

え
る
だ
ろ

う
。

　
こ

の

「

人
格
の

仏
教
」

の

展
開
は
、

従
来
か

ら
「

実
存
的
宗
教
言
説
」

や
「

仏
教
（
界
）

の

教
養
化
」

と

い

っ

た

近

代
宗
教
論
の

枠
組
み
で

研
究
さ

れ

て

き
た

宗
教
言
説
・

運
動
の

領
域
に

属
し
て

い

る
。

し
か
し、

そ
う
し

た

先
行
研
究
の

フ

レ

ー

ム

に
お

い

て

は
、

近
角
の

提
示
し
た
よ

う
な、

近

代
教
養
に

も

適
合
的
で

あ
り
な

が

ら
、

な
お

近

代
知
に

は

収
ま
り
き
ら

な

い

よ

う
な

宗
教
の

語
り
を

十
分
に

把
握
し
そ
こ

ね
て

き
た

。

伝
統
宗
門
に

由
来
す
る

信
仰
の

影
響
と
い

う、

日

本
の

仏
教
を
と

り
ま
く
歴
史
・

社
会

的
な

背
景
に

つ

い

て

も

軽
視
さ
れ

て

き
た
。

　
「

人

格
の

仏
教
」

の

精
神

史
を

緻
密
に

跡
づ

け
、

理

解
す
る

こ

と

は
、

仏
教
の

「

近

代
化
」

（

脱
神
秘
化、

学
問
化

、

国
民
道
徳
へ

の

同
化
な
ど）

と

そ

の

「

残
余
」

（
神

秘
的
宗
教

性
や
伝
統
宗
門
の

力
な

ど
）

の

相
互

作

用
を

読
み

解

く
と
い

う
、

近

代
仏
教

研
究
の

い

ま
だ

十
分
に

な
し

え
て

い

な
い

重

要
な

課
題
を
達

成
す
る

た
め
の

、

ひ

と
つ

の

有
効
な

方
法
と

な
り

え
る

だ
ろ

う
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と

め

オ

リ

オ
ン

・

ク

ラ

ウ

タ

ウ

　

日

本
の

近
代

仏
教
研
究
の

「

三

柱
」

、

す
な
わ

ち
吉
田

久
一

（
］

九
一

五

−
二

〇
〇

九
）

、

杣
原

祐
泉
（
一

九
一

六

ー
二

〇

〇
二
）

、

池

田
英

俊

（
一

九
二

九
−

二

〇

〇
四
）

ら

が
形

成
し
て

き
た

近
代
仏
教

史
の

学
説
や

イ

メ

ー

ジ

は
、

現
在、

大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
よ

う
と

し

て

い

る
。

そ
こ

で

は
、

末
木
文
美
士、

林
淳、

吉
永
進
一
、

大
谷
栄
一

ら
に

よ
っ

て

と

く

に

二

〇

〇

〇

年
代
か
ら
意
欲
的
に

提
示
さ
れ
て
い

る

新
し
い

研
究
内

容
や

枠
組
み

の

影
響
が

大
き
い

。

本
パ

ネ
ル

は
、

そ
う
し
た

先
行
世
代
の

影
響

を

強
く
う
け
た

後
続
の

世
代
に

属
す
る

報
告
者
た

ち
が、

既
存
の

研
究
で

は

注
日
さ

れ

る

こ

と
が

少
な
か
っ

た

テ

ー

マ

に

焦
点
を
当
て、

従
来
に

な

い

視
点
か

ら

検
討
す
る

こ

と
で
、

こ

の

刷
新
的
な

動
向
を
さ
ら
に

推
し
進

め

る

こ

と
を

目
指
し

た
。

ま
た
、

現

在
の

近
代
仏

教
研
究
の

キ
ー

ワ

ー

ド
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と

し
て

「

チ
ー

ム

プ
レ

ー
」

が

指
摘
さ
れ
る

こ

と

が
あ
る
が、

そ
の

具

体

的
な

取
り
組
み

の

ひ

と
つ

と
し

て

も

本
パ

ネ
ル

は

企
画
さ
れ
た

。

　
報

告
者
た
ち
の

発
表
に

対
し、

東
京
大
学
の

島
薗
進
か
ら

各
種
の

コ

メ

ン

ト
が

提
示
さ

れ
た

。

パ

ネ
ル

内

容
の

全

体
に

対
し

て

は
、

そ
も
そ

も
近

代
仏

教
と

は

何
な
の

か
、

国
民

国
家
と

の

関
連、

と

り
わ

け
「

R
本

仏

教
」

と
し

て

の

主

体
化
の

あ
り
方
を
ど

う
埋
解
す
べ

き
か

、

真
宗
に

傾

斜

し

た

内
容
が

多
い

が
、

そ

こ

に

は

ど

う
い

う
意
味
が

あ
る

の

か
、

真
宗
に

先
駆
性
を
み

る

と
い

う
ス

タ

ン

ス

は
、

古
典
的
な
近

代
仏
教
研
究
の

枠
組

み

を

踏
襲
し

て

い

る

と
思

わ
れ

る

が
、

そ

の

点
に

つ

い

て

は
ど

う
差
別
化

で

き
る

の

か
、

と
い

っ

た

問
題
が

問
わ

れ

た
。

こ

れ

に

付
言
し

て
、

真
宗

に

よ

る

思
想
・

運

動
で

は

な

く、

在・
冢
日

蓮
主

義
が
、

む
し
ろ

近

代
仏
教

を

代
表
す
る

思
想
・

運
動
で

は

な
か
っ

た

か
と

い

う
大
き
な

仮
説
も
示
さ

れ

た
。

　
ま

た
各
自
の

発
表
に

対
し
て

も
質
問
が

な
さ
れ、

そ
れ
ぞ
れ

が

応
答
し

た
。

岩
田
発
表
に

対
し
て

は
、

真
宗
護
法
論
の

形
成
に

三

業
惑
乱
が
与
え

た

影
響
は

重
要
な
の

か
、

ま
た

そ
れ
は

近
代
仏
教
へ

の

展
開
と

い

か
に

関

係
す

る
の

か

と

問
わ

れ

た
。

岩
田
は

三

業
惑
乱
が

近

現
代
の

本
願

寺
教

団
・

教
学
に

与
え
た
影
響
は

大
き
く、

こ

れ
を
起
点
に

近
世
か
ら

近
代
へ

の

転
換
を

考
え
る

こ

と

が
課
題
で

あ
る

と

答
え
た

。

繁
田
発
表
に

対
し
て

は
、

真
宗
が

明
治
二

〇

年
代
監

獄
に

力
を

集
巾
し

て

い

っ

た
の

は
な

ぜ

か、

そ
れ
は

真
宗
の

特
徴
や
近
代

性
と

関
係
が
あ
る
の

か
と

問
わ

れ
た

。

繁
田
は
真

宗
の

内
在
的
理
解
は

今
後
の

課
題
だ
が

、

監
獄

問
題
は

近
代
的

秩
序
の

形

成
期
に

重
要
な
位
置
を

占
め

て

い

た
と

考
え
た
い

、

と

応
答
し

た
。

ク

ラ

ウ

タ
ウ

発
表
に

対
し
て

は
、

仏

教
公
認
運
動
に

み

ら
れ
る

よ

う

な
、

近

代
国
家
に

対

す
る

伝

統
宗
門
の

従
属
的
な

性
格
と
そ

の

限
界
に

つ

い

て

問
わ

れ
た

。

ク

ラ

ウ

タ
ウ

は、

か

か

る

運
動
を
単
に

「

従
属
」

で

は

な
く

、

む
し
ろ

当

時
の

国

家
政
策
へ

強
く
反
発
し
た

仏
教

界
の

姿
を

表
現

す
る

も
の

と
し
て

理

解
す
べ

き
で

あ
る

と

答
え
た

。

碧
海
発
表
に

対
し

て

は、

発
表
の

中
心
で

あ
る

近

角
と

、

井
上

哲
次
郎
や

清

沢
満
之
や

内
村
鑑

＝．
な
ど
同
時

代
に

影
響
力
の

あ
っ

た
宗

教
言

説
の

語
り

手
と
の

異
同
は

ど

う
整
理
で

き
る

か
と

問
わ
れ

た
。

碧

海
は

同
じ
真

宗
仏

教
で

も、
言

葉
の

選

別
に

お
け
る

相
違
や
、

国
民
道

徳
の

評
価
に

関
し
て

微

妙
に

ズ

レ

が
あ
る

と
い

っ

た
応

答
を
し

た
。

　

質
疑
応

答
に

際
し
て

は
、

フ

ロ

ア

か

ら

示
唆
深
い

コ

メ

ン

ト
や
質
問
が

投
げ
か

け
ら

れ
た
。

近
代
仏
教
の

キ

ー

ワ

ー

ド

と
し

て

の

「

在
家
」

と

い

う
観

点
を

再
考
し

て

い

く
必

要、

近
代
仏
教
と

り
わ

け
真
宗
の

「

近

代

性
」

を

語
る

研
究
者
自
身
の

「

近
代
性
」

の

反
省、

あ
る

い

は、
「
辺
境
」

に

お

け
る

真
宗
の

役
割
の

大
き
さ
を
ど

う
考
え
る

か
、

等
々

で

あ
る

。

島

薗
か

ら
の

コ

メ

ン

ト
も
含
め、

こ

れ

ら
の

大
き
な

問
い

に
報
告
者
ら

が
十

分
に

答
え
る

こ

と

は

で

き
ず、

今
後
の

課
題
と
さ

れ
た

。

と
く
に
パ

ネ
ル

全
体
に

み

ら

れ
る

真
宗
へ

の

傾
斜
の

問
題
に
関
し

て

は
、

そ
の

批

判
的
な

乗
り
越
え、

あ
る

い

は
在
家
R
蓮
主

義
な
ど

の

意
義
も
十
分
に

包

括
し

た

新
た

な
近
代
日
本
仏
教
史
の

語
り
の

構
築
が、

今
後
求
め
ら
れ

る

で

あ
ろ

う
こ

と

が
確
認
さ
れ
た

。
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