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パ ネ ル

浄
土
宗
の

正

流
と

は

い

え
な
い

。

他
方

、

浄
土
真
宗

側
の

主

張
は、

や

や

複
雑
な

様

相
を

帯
び
て

い

る
。

生

前
の

法
然
は
、

面
受
口

決
の

弟
子
数

名

に

限
り、

各
々

の

考
え

で

浄
土

宗
の
一

流
を

立
て

る

こ

と
を
許
し

た
。

こ

う
し

た

観
点
か

ら

す
る

と
、

浄
土
宗
鎮
西
流
も

西
山
流
も、

親
鸞
の
｝

流

と

同
じ

く
弟
子
の

宗
旨
で

あ
る
。

し
か

も、

今
の

浄
土
宗
諸
流
は

法
然
の

教
え
か

ら

遠
く

離
れ
て

し
ま

っ

て

お

り、

浄
土

真
宗
の

み

が

真
の
一

字
に

相
応
し
い

師
弟
一

致
の

教
え

だ
と

い

う
訳
で

あ
る

。

　
以
上
の

よ
う
な

争
論
の

展

開
か

ら

読
み

取
り

得
る

の

は
、

激
し

く
ぶ

つ

か

り
合
う
か

に

み

え

る
浄
土

宗
・

浄
土
真
宗
双

方
の

言
い

分
が
、

実
は
金

く
か

み

合
っ

て

い

な
い

点
で

あ
る

。

浄
土

宗
が

「

宗

祖
」

法

然
を

絶
対
化

し
て

自
ら

の

正

統
性
を
唱
え
る
の

に

対
し

て
、

浄
七

真
宗
の

場
合
は、

鎮

西
流
・

西
山
流
・

親
鸞
流
に

別
々

の

「

宗
祖
」

を

措
定
し
た
上
で、

そ

の

中
で

も
法

然
の

教
え
と

見
事
に

重
な
る

親
鸞
の

正

統
性
を
強

調
す
る

。

冒

頭
で

も
少
し

触
れ
た

よ

う
に
、

仏
教

諸
宗
を

正

統
・

異
端
の

区
別
な

く
対

等
に

公

認
し

た
の

が

江

戸
幕
府
で

あ

る
。

そ

う
で

あ
る

な
ら

ば
、

浄
土

宗
・

浄
土

真
宗
い

ず
れ
も
が

自
己
の

正

統
意

識
を

固
持
し

て

他
宗
に

対
峙

す
る

こ

の

争
論
の

あ

り
方
に

も、

近
世
的
な

宗
教

世
界
の

特
質
が

は

っ

き

り

刻
印
さ

れ
て

い

る

と

い

え
な
い

だ
ろ

う
か
。

分
離
せ

ず
、

衝
突
せ

ず

　
　

1
明
治
期
の

教
育
と

仏
教
の
一

側
面

1
谷

　
川

穣

報
告
者
は

近
代
日

本
形
成

期
に

お

け
る
公

教
育
と

宗
教、

と

り

わ
け
仏

教
と

の

関
係
の

歴
史

的
考
察
を
行
っ

て

き

た
。

先
行
研
究
で

は
、

各
宗
派

の

制
度
史
や、

学
校
設

置
事
例
の

列
挙
に

と

ど

ま

る

も
の

も

少
な
く
な

く
、

必
ず
し

も

進
展
し

て

い

な
い

。

「

日

本
型
政
教
分

離
」

の

内
実
を

公

教

育
と

の

関
係
で

肉
付
け
す
る

際、

包
括
的
な

見
方
や
示

唆
は

な
さ

れ
て

き

た
。

だ
が

教
育
現
場
の

地
域
的

状
況
や
そ
れ

に

ま

つ

わ

る

言
説
に

も
と

つ

い

た
、

よ

り

重
層
的
で

具
体
的
な
歴

史
の

発
掘
は

、

ま

だ

ま

だ

不
十
分

な
段

階
に

あ

る
。

　

そ
こ

で、

学
校
教
育
制
度
の

開
始
す
る
明
治
前
期
に

お

い

て、

教
育
と

仏
教、

そ
の

葛
藤
や
「

分
離
」

の

様
相
を
「

分
離
し

な

い

側
面
」

へ

も

目

を
配
り
な
が

ら
そ

の

歴
史
的
道
程
を
拙
著
お

よ

び
そ

れ

へ

の

批
判
も
踏
ま

え

て

時
期
区
分
し
て

整
理
し

直
す
の

が

報
告
の

目
的
で

あ
る

。

と

く

に

人

材
・

場
所

・

教
え
る

内
容
の

三

点
に

注
日
し

て、

そ

の

重
な

り
と

分
離
の

度
合
い

を

指
標
に

し
た

い
。

時
期
は

 
明
治
五

1
八

年
 
同
八

−
一

九

年

 
同
一

九
−

二

三

年
 
二

三

ー
三

二

年
、

そ

れ

ら

の

具
体

相
を
辿
る

。

　

ま

ず、

教
育
と

仏
教
の

間
で

摩
擦
・

葛
藤
の

生
じ
る

起
点
は

学
制
と

教

導
職
制
が

開
始
さ
れ
る

 
と

考
え

ら

れ

る
。

文

部
省
は、

欧
米

視
察
で

得

た

「

教
育
と

宗
教
の

分

離
」

理

念
を

携
え、

教

導
職
の

教
化
活
動
を
宗
教

と

見
な
し
て

教
育
と
の

切
り

分
け
を

行
っ

て

い

っ

た
。

つ

ま

り
教
導
職
の

教
員
兼
務
禁
止

、

神
官

僧
侶

学
校
規
定
削
除、

学
校

校
舎
と

説
教
会
場
の

峻
別

、

で

あ

る
。

た

だ
し
、

教
員
不

足
か

ら

兼
務

許
可
を

求
め

る

嘆

願

や
、

校
舎
不

足
か

ら
時
に

強

制
を

伴
う

寺
院
の

校
舎
転
用
も

目
立
つ

。

こ

の

点
で
、

仏

教
の

も
つ

空
問
的
・

人
的

資
源
な

し
に

近
代
日

本
の

学
校
教

育
は

滑
り
出
せ

な
か

っ

た、

と
も
い

え
る

。

　
つ

ぎ

に

 
で

は、

教
員
と

い

う
「

人
」

に

つ

い

て
、

明
治
一

二

年
文

部

省
は

教
導
職
の

教
員
兼
務
を
実
態
追
認

的
に

解
禁
さ

れ
た

が
、

仏
教
教
団
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は

あ
ま
り

関
心
を
示
さ
な
か

っ

た
。

つ

ぎ
に

「

場
」

の

点
で

は
、

廃
寺
の

復
興
と
校

舎
の

新
築
が

進
行
し

て

分
離
が

進
ん
だ

。

そ

し
て

「

内
容
」

の

面
で

は、

修
身
教
科
書
で

仏
教

書
の

採
用
は

ほ
ぼ

皆
無
で

、

公

教
育
の

儒

教
主
義
推
奨
も

あ
っ

て
、

政
府
は

徳
育
へ

の

貢

献
は

想
定
し

て

い

な
か

っ

た
。

「

場
」

「

内
容
」

で

分

離
が

進
ん

だ

時
期
で

あ
る

。

　

 
で

は
そ
れ
が

転
換
し

仏
教
が

公
教
育
へ

急
接
近
す
る

。

明

治
一

九

年

の

第
一

次
小

学
校
令
で

小
学
簡

易
科
が

規
定
さ

れ、

そ

れ
を

仏

教
本
来
の

慈
善
の

「

場
」

と

み

て
、

僧
侶
が

相

次
い

で

設
立
し

て

い

っ

た
。

さ
ら

に
、

 
で

は
乏
し
か

っ

た

僧
侶

教
員
兼
務
論
が
、

徳
育
論
争
と

重
な
り
な

が
ら

昂
揚
し、

井
上

円
了
や
、

島
地
黙

雷
ら

教
団
上

層
僧
侶
ら

に

も
そ

う

し
た

主
張
が

目
立
っ

て

く
る

。

さ

ら
に

「

内
容
」

の

点
で

は
、

 
で

は

実

現
し

な
か

っ

た

小
学
校
用

仏
教

修
身
教

科
書
の

刊
行
が、

加
藤
恵
証
に

よ

っ

て

な
さ

れ
た

。

　
と
こ

ろ

が

 
の

明
治一
…
一
二

年
教
育
勅

語
の

発
布
以
後、

教

育
と

仏
教
は

再
度
乖
離
し
て

ゆ
く

。

「

場
」

の

点
で

は

小
学

簡
易
科
が

廃
止

さ

れ、

仏

教
教
団
の

主
た
る

社
会
事
業
は

災
害

復

興
支

援
や

戦
争
協
力
へ

移
る

。

「

入
」

で

は、

師
範
学
校
が

軌
道
に

乗
り

始
め

る

が

教

員
不

足
状
況
は

解

決
さ

れ
ず、

実
態
と
し

て

は

持
続
す
る

。

た
だ

「

教
育
と
宗
教
の

衝
突
」

論
争
に

お

い

て

は
、

宗
教
家
の

教
育
現
場
か

ら
の

排
除
意
見
が

出
さ
れ、

仏
教
側
で

は
そ
れ
に

ほ

と

ん

ど

反
応
し
な
か
っ

た
。

従
来
容

認
さ

れ
て

い

た

兼
務
も
、

明

治
二

九

年
に

文
部
・

内
務

両
省
か

ら
正

教
員
に

関
し

て

は

避
け

る

べ

し

と
の

見
解
が

初
め

て

出
さ

れ
る

。

「

内
容
」

で

も、

特
定
宗

教
に

関
す

る
語
を

慎
重
に

避

け
た

教
育
勅

語
が

、

「

衝
突
」

論

争
に

至
る

過

程
で

影
響
力
を

発
揮
す
る

よ

う
に

な
る

。

こ

の

論
争
で

キ
リ
ス

ト

教
攻

撃
の

主
力
を
担
っ

た

仏
教
僧
侶
た

ち
は
、

自
ら
は
む

し

ろ

「

衝
突
せ

ず
」

に
、

明
治
三

二

年
の

内
地

雑
居
を

控
え
て

学
校
外
で

の

勅
語
解
説
に

任
務

を

見
い

だ
し

さ
え

す
る

の

で

あ
る

。

　
こ

う
し

た

「

分
離
」

へ

の

傾
向
性
が

強
ま
っ

た

先
に、

三

二

年
八

月
の

文
部
省
訓

令
第

＝
一

号、

官
公

私
立
の

小
・

中
学
校
・

高
等
女

学
校
で

の

宗
教
教
育
禁
止
と
い

う

厳
格
な
原

則
が

あ
ら

わ

れ
る

。

そ
こ

に

も
仏
教
教

団
か

ら

反
対
が

表
明
さ

れ

る

こ

と

は

な
か

っ

た
。

公
教
育
と
仏
教
は

こ

の

よ

う
に

住
み

分
け
が
な
さ

れ
る

経
験
を
へ

て、

訓
令
を
う
け
い

れ
る

素
地

が

あ
る

程
度
形

成
さ
れ
て

い

た
の

か

も
し

れ
な
い

。

大
乗
非
仏
説
論
の

歴
史
的
展
開

　

−
近

世
思
想
か

ら

近
代
仏
教
学
へ

ー
西

村

玲

　

日

本
近
世
に

お

け
る

大
乗
非
仏

説
と

は
、

「

大

乗
仏
教
は
、

釈

迦
の

説

で

は

な

い
」

と

い

う
主

張
の

こ

と
で

あ
る

。

】

七
〇
〇
年
代
半
ば
か

ら

姶

ま

り
、

国
学
者
ら
と

僧
侶
問
の

論
争
と
な
っ

て
、

一

九
〇
〇
年
代
初
頭
ま

で
、

約
百
五

十

年
間
に

わ

た

っ

て

続
い

た
。

近
世
後
半
か

ら
の

仏
教
衰
退

期
に

お

け
る

主
な

論
争
の
一

つ

で

あ
り、

日
本
仏
教
思
想
近

代
化
の

歴
史

的
過

程
を

如
実
に

示
す
ト

ピ

ッ

ク
で

あ
る。

　

従
来、

大

乗
非
仏
説
の

歴

史
的

展
開
は
、

近
世

中
期
の

富
永
仲
基
か

ら、

明
治
時
代
の

仏
教

学
者
・

村
上

専

精
ら
と

清
沢
満
之
の

精
神
主
義
に

至
る

ま
で、

い

わ

ゆ
る
近

代
合
理

性
の

単
線
的
な

図
式
と

し
て

描
か
れ
て

き
た

。

し
か

し
、

大
乗
非
仏

説
を
主

張
す
る

こ

と

に

よ

り
僧
籍
を
離
脱
す
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