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す
る
こ

と

に

つ

な
が
る

の

で

は
な
い

か
。

　

私
た

ち
日

本
人
に

と

っ

て
、

表

層
的
に

は

道
教
は

ま
っ

た

く

の

他
者
で

あ

る

こ

と

は

ま
ち
が
い

な
い
。

一

方
で、

儒
教
は

倫
理

規
範
と

し

て

日
本

人
の

メ

ン

タ
リ
テ

ィ

ー

に

浸
透
し

て

い

た
と
、

少
な

く
と

も
昔
は

そ

う
信

じ
ら
れ

て

い

た
。

こ

こ

に

は

実
は

大
き
な
見

落
と

し

が

あ
る

。

戦
前
ど

こ

ろ

か

江

戸
時
代
こ

の

か

た、

私
た

ち

は

儒
教
を

宗
教
と

は

捉
え
て

こ

な
か

っ

た
。

社
会
規
範
や
生
活

倫
理

、

あ
る
い

は

政
治
思
想
と

し
て

の

側

面
を

も

っ

ぱ
ら

取
り
入
れ

て

き
た

。

実

際
に

は

先

祖
祭
祀
や

葬
墓
制
な
ど
、

む

し

ろ
宗
教
に

と

っ

て

本
質
に

関
わ

る

も
の

を
日

本
人
も

取
り
入
れ
な
か

っ

た

わ
け
で

は

な
い

。

そ

う

い

う

視

点
か

ら
の

研
究
も
最
近
は

行
な

わ
れ
る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

。

宗
教
と

し
て

の

儒
教
に

目
を

向
け
て

い

く
こ

と

は

大
き
な

可
能
性
と

し

て

残
さ

れ

て

い

る
だ
ろ

う
。

こ

れ
は

今
後
の

中
国
宗

教

研
究
の

課
題
の
一

つ

で

は

な
い

か

と

考
え
ら

れ
る

。

戦
前
日
本
に

お

け

る

仏
教
研
究

下

　
田

　
正

　
弘

　

長
い

歴

史
を

か

か

え
る

戦
前
の

仏
教

研
究
を

概
観
す
る

さ

い
、

時

代
の

流
れ
に

沿
っ

て

時
期
を
い

く
つ

か

に

画
期
し

、

そ

の

間
に

認
め

ら
れ

る

差

異
の

記
述
を

な

す
の

が
一

般
的
で

あ
ろ

う
。

じ

っ

さ

い

こ

の

試
み

は

近

年
、

末
木

文
美
士
（
『

近

代
日

本
と

仏

教
』

ト
ラ

ン

ス

ビ

ュ

ー、

二

〇

〇

四

年
）

に

よ
り、

東
京
（
帝
国
）

大
学
の

印
度
哲
学
講
座
を
対
象
と
し

て

二

期
に

区
分
し
て

な
さ
れ、

有
益
な

見

取
り
図
が

提
供
さ

れ

て

い

る
。

た
だ

こ

う
し

た
研

究
史
の

叙
述
は

、

未
熟
な

古
い

時
代
を
開
明
的
な
次
世
代
が

乗
り
越
え
て

ゆ

く
と

い

う、

直
線
的
な
進

歩
史
観
を
呈
し
が

ち

な
点
に

は

注

意
が

い

る
。

研
究
史
叙
述
の

意
義
は
、

複
層
的
な
過
去
の

蓄
積
に

よ
っ

て

成
り
立
つ

現
在
が

胚
胎
す

る

諸
問
題
を

、

過
去
を
記
述
し

直
す
こ

と

に

よ
っ

て

顕
在
化
さ
せ
、

そ

れ

を
と

お

し

て

未
来
を
開
く
べ

き

指
針
と

な

す

点
に

あ
る

。

こ

の

目

的
の

た

め

に

は
時
系
列
に

よ

る
叙
述
を

離
れ

、

そ

の

時
々

に

優
勢
と

な
っ

た
態
度
を

見
き
わ
め

、

そ
れ
に

よ

っ

て

解
決
さ

れ
た

課
題
と

見
え

な

く
な

っ

た

課
題
と

を
個
々

に

明
か

し

て

ゆ
く

こ

と

が

必
要

だ
ろ

う
。

　

目
本
の

仏
教
学
者
た

ち

に

と

っ

て

全
く

未
知
で

あ

っ

た

近

代
仏
教
学
を

零
か

ら
立
ち

上
げ
た

戦
前
七
〇
年
の

研
究
の

成
果
と

、

そ

の

基

礎
に

立
ち

つ

つ

先
行
研
究
を

批
判
的
に

深
化
さ

せ

た

戦
後
の

七

〇
年
の

成
果
と
を
比

較
し

た

と

き、

そ

こ

に

は

き

わ

だ

っ

た

差
異
が

存
在
す

る
。

明
治
維
新
よ

り

半
世
紀、

西
洋
思

想
と

対
時
し

つ

つ

厳
し
い

緊

張
関
係
の

も
と

に

仏
教

を

研
究
対
象
と

し
つ

づ
け

て

い

た

戦
前
の

学
界
に

お

い

て

は、

仏
教
の

全

体
像
を

希
求
し、

一

つ

の

精
神
的
態
度
を
要

請
す

る

存
在
と

し
て

そ
れ
を

描
き

出
そ

う
と

す
る

意

欲
が

強
か

っ

た
。

と

こ

ろ

が

敗

戦
（
あ

る

い

は

「

民

主
化
」

）

に

よ
っ

て

欧
米
と

の

対
立
が

不

要
と

な
る
と、

仏

教
を
｝

つ

の

存
在
と

し

て

樹
立
さ
せ

る
べ

き
呪
縛
か

ら
解

放
さ
れ、

そ

の

意
欲
は

学
界
か

ら

急
速
に

後
退
し、

そ
れ
に

代
わ
っ

て

仏

教
を

社
会
的
諸
要
素
か

ら

構
成
さ
れ
る

文
化
現
象
と

し

て

理
解
す
る
傾
向
が

強

固
と
な

っ

た
。

研

究
の

関
心
は

各
要
素
の

考
察
に

個
別
に

当
て

ら
れ、

そ
れ
ら
が

相
互
に

い

か

に

関
係
し、

仏
教
と

い

う

全
体
を
ど

う
構
成
し
て

い

る

か

と

い

う
問
い

は
、

多
く
の

場

合
に

不
問
に

付
さ

れ
た
。

こ

の

変
化
に

と

も
な

っ

て

実
存

的、

哲
学
的
な

課
題
を

仏
教
に

お

い

て

問
お

う
と

す
る

態
度
は

学
界
か

ら
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は

ほ
と
ん

ど

消
滅
し
た
よ

う
に

思
う

。

　

戦
前
と

戦
後
の

こ

の

傾
向
の

相
違
は、

学
問
の

成
果
の

発

信
形

態
に

も

現
れ
て

い

る
。

戦
前
の

仏
教
学
界
に

お

い

て

は
、

大
日

本
続
蔵
経、

大
正

新
脩
大
蔵
経

、

国
訳

大
蔵
経、

国
訳
一

切
経、

南
伝
大
蔵
経．

チ
ベ

ッ

ト

大
蔵
経
な

ど
、

じ
つ

に

十
指
に

お

よ
ぶ

「

大
蔵
経
」

が

編
纂、

あ
る

い

は

招
来
さ
れ

て

い

る
。

印

刷
文
化
の

隆
盛
と

い

う
課
題
で

も

注
目
す
べ

き
こ

の

現
象
は

、

研
究
者
た
ち

の

関
心
が

仏
教
金

体
像
の

把

握
と

表
出
に

強
く

方
向
づ
け

ら

れ
て

い

た
こ

と
を

物
語
っ

て

い

る
。

前
田

慧
雲

、

高
楠
順
次

郎、

木
村
泰
賢
な
ど、

当
時
の

学
界
の

リ
ー

ダ
ー
た

ち

が

こ

ぞ

っ

て

大

蔵

経
の

編
纂
に

向
か

う
の

は
、

開
か

れ
た

場
に

仏
教
全
体
を

す
え

置
こ

う
と

す
る

意
欲
の

表
れ
だ

ろ

う
。

そ

れ
に

対
し
て

戦
後
の

研
究
成
果
の

発
信

は
、

個
々

に

は

精
緻
な

仕
上
が
り

で

は

あ
る

も

の

の
、

ス

ッ

タ
ニ

パ

ー
タ

や

ダ
ン

マ

パ

ダ
な

ど
、

こ

れ
ら

全
集
の

な

か

か

ら
ほ

ん
の
一

部
を

取
り
出

し
、

仏

教
全
体
の

イ
メ
ー

ジ
に

代
替
さ
せ

よ

う
と

す
る
も
の

が

目
立
っ

て

い

る
。

こ

れ
ら

の

成
果
は
一

個
人
の

全
集
あ
る

い

は

著
作
集
と

し

て

ま
と

め

ら
れ、

そ

こ

に

個
人
の

名
を

冠
し

た

仏
教

学
の

名
が
、

例
え
ば

中
村
仏

教
学、

平
川
仏
教
学
な
ど
と
し
て

、

周
囲
か

ら

付
与
さ

れ
る

点
に

も

注
意

が
い

る
。

相
互
の

整
合
的
に

は

必
ず
し

も

関
心
が

払
わ
れ

な
い

ま

ま、

細

分
化
さ
れ

、

断
片
化
さ

れ
た

業
績
の

集
成
が
、

個
人
の

名
に

お

い

て

統
合

さ

れ
て

「

学
」

の

名
が

付
与
さ

れ
る

と

い

う
、

海
外
は

も
と
よ
り

、

戦
前

の

日

本
で

も

現
れ
た
こ

と
の

な
い

こ

の

特
異
な

現
象
に

は
、

仏

教
の

全
体

像
を
描
く

営
み

か

ら
退
き、

諸
要

素
に

断
片

化
し
た
こ

と

で、

部
分
を

即

全
体
と
し

、

個
を
そ
の

ま
ま
公
と

す
る

し

か

方
途
の

な

く
な
っ

た
、

戦
後

日

本
の

仏
教
学
の

特
色
が

映
し

だ
さ

れ

て

い

る
。

戦
前
日
本
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト

教
研
究

芦
　
名
　
定
　
道

　
こ

の

発
題
の

目
的
は、

「

戦
前
日
本
に

お

け
る
キ

リ
ス

ト

教
研
究
」

を

概
観
し
、

そ
の

現
代
的
意
義
に

つ

い

て

若
干
の

指

摘
を

行
う
こ

と
で

あ

る
。

ま

ず
概
観
に

先
立
っ

て

確
認
し

た
い

の

は
、

「

戦
前
日

本
」

と

い

う

こ

と

で

問
題
と

な
る
開

国
（

］

八
五

九

年）

か

ら

敗
戦
（
一

九
四
五

年）

ま

で

の

キ

リ
ス

ト
教
研
究
を

担
っ

た

研
究
者
に

つ

い

て
、

次
の

三

つ

の

世

代
を
区

分
す
る

こ

と

が
で

き
る

こ

と

で

あ
る

。

第
一

世
代
は

、

明
治
期
の

キ

リ
ス

ト
教
思

想
を
担
っ

た、

海
老

名
弾
正

、

植
村
正
久

、

内
村
鑑
三
、

小

崎
弘
道
な
ど
の

キ

リ
ス

ト

教
指
導

者
た

ち

の

世
代
で

あ
り、

こ

こ

に

キ

リ

ス

ト
教
研

究
の

発
端
を

確
認
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

ま

た、

第
二

世

代

は
、

波
多
野

精
一

や

石
原
謙
ら
か

ら
は

じ
ま

り、

有

賀
鐵
太

郎
に

至
る

、

大
正

か

ら
昭

和
に

活
躍
す
る

世
代
で

あ
る

。

そ
れ

に

対
し
て
、

第
三

世
代

の

研
究
者
は、

戦
後
に

そ

の

主
た
る

研
究
活
動
を
開
始
し、

戦
後
の

キ

リ

ス

ト

教
思
想
を

担
っ

た

世
代
で

あ
っ

て、

こ

の

点
か

ら
判
断
し
て
、

本
発

題
の

範
囲
か

ら

は

除
外
さ

れ

る

（

し

た
が

っ

て
、

冖

九
四
六

年
の

北
森
嘉

蔵
『

神
の

痛
み

の

神
学
』

は

こ

こ

で

は

扱
わ
な
い
）

。

　

最
初
期
の

キ

リ
ス

ト
教

研
究
は

、

植
村、

内
村

、

海
老
名

、

小
崎
な

ど

の

第
一

世
代
の

キ
リ
ス

ト

教
指
導
者
た

ち

に

よ

っ

て

担
わ

れ

た
。

そ

の

発

端
に

は
、

宣
教
師
が

伝
え
た

キ

リ

ス

ト
教
思
想
が

存
在
す
る

が

　

　
伝
統

的
で

保
守
的
な

神
学
あ
る
い

は

素
朴
な

信
仰
　
　、

こ

う
し
た

伝
え
ら
れ

た
キ

リ
ス

ト

教
思
想
は、

こ

れ
ら
の

第
一

世
代
の

キ

リ
ス

ト

教

指
導
者
に
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