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パ ネ ル

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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パ ネ ル

る

ま
で

に

至
っ

た

近
代
の

村
上

専
精
が
、

も
っ

と

も

高
く
評

価
し
た

の

は、

た

と

え
ば

近

世
律
僧
の

普
寂
で

あ
っ

た
。

大
乗
非
仏
説
に

見
ら
れ

る

近

世
か

ら

近
代
へ

の

仏
教
思

想
の

推
移
は
、

仲
基
に

見
ら
れ
る

合
理

性
の

み

な
ら

ず、

普
寂
に

見
ら
れ
る

宗
教
性
が

あ
っ

て

こ

そ

初
め

て

可
能
で

あ

り、

両
者
が
あ
い

ま

っ

て

近

代
の

精
神
性
を
形

作
る

源
流
の
一

つ

に

な
り

え
た

と

思
わ
れ

る
。

　

富
永

仲
某
は、

歴
史
上

初
め

て

大

乗
非
仏
説
を
唱
え

た

人

物
と

し
て
、

高
く

評

価
さ
れ

て

き
た

。

そ
の

近

代
性
と

は
、

こ

れ
ま

で

前
近
代
と

さ

れ

て

き

た

仏
教
思

想
か

ら

見
た

と
き

に
、

始
め

て

理

解
で

き
よ

う
。

仲

基

は、

釈
迦
の

本
意
は

世
俗
倫
理

に

あ
る

と

す
る

こ

と

に

よ
り、

仏
教
の

聖

性
を

剥
奪
し、

非
宗

教
化
し

た
。

仏
教
の

宗
教
性
を
否

定
し
た

仲
基
は
、

そ
の

自
信
に

よ

っ

て
、

大

乗
経
典
が

付
け

加
え
ら
れ

て

い

っ

た

歴
史
的
過

程
を
述
べ

る
。

儒
学
を
旨
と

す

る

大
坂
懐
徳
堂
の

学
風
で

も
あ
っ

た

世
俗

性
が、

仲
基
の

思
想
の

中
核
で

あ
っ

た

か

ら
こ

そ、

彼
は
い

わ

ゆ

る

大
乗

非
仏
説
を
主

張
す
る

こ

と

が

で

き

た
。

　
一

七
〇

〇
年
代
半
ば
に

は
、

富
永
仲
基
と

は
別
に

、

仏
教
者
に

お

い

て

も
大
乗
仏

説
へ

の

疑
問
が

生
ま
れ

た
。

ま

ず
浄
土

律
僧
の

敬
首
（
一

六
八

三

1
一

七

四
八）

、

同
じ
く
浄
土

律
僧
の

普
寂
（
］

七
〇
七

−
一

七
八

ご

で

あ
る

。

彼
ら
は
、

戒
律
を

始
め

と
す
る

経
典
の

研

究
と

そ

の

実
行
に

よ

っ

て、

イ

ン

ド
原
始
教
団
の

再
現
を
目

指
し
た

。

そ
う
し
た

生
活
の

中
か

ら、

「

釈
尊
が

亡
く
な

っ

て

数
百
年
の

後
に、

な
ぜ

始
め

て

大

乗

仏
教
が

現
れ
る

の

か
」

と

い

う

問
い

が
生
ま

れ
て

き
た

と

思
わ
れ
る

。

律
僧
に

お

け
る

大
乗

仏
説
へ

の

疑
問
は、

教
相
判
釈
の

理

論
を

根

底
に

お

き

な
が

ら、

「

大
乗
仏
教
は

凡
人
の

手
に

届
か

な
い

か

ら
、

凡
人
で

あ
れ

ば
小
乗

仏
教
を

実

行
す
べ

き

だ
」

と

い

う

結
論
と

な
る

。

彼
ら

の

疑

問
は

、

小
乗

と

大
乗
の

統
合
を
目
指
す
理
論
を

導
き

、

現
実
生
活
で

は

イ

ン

ド
原
始
教

団
の

復
活
を

目
指
す
根
拠
と

な
っ

た
。

仲
基
と

通
底
す
る

近

世
の

合
理
主

義
的
な
懐

疑
は

、

彼
ら

の

宗
教
性
か

ら

必
然
的
に

生
ま

れ

て

き
た

近

代
へ

の

火
種
で

あ
り、

さ

ら

な

る

実
践
を

導
く

導
火

線
と

な
っ

た
。

そ

の

精
神

は
、

次
世

代
に

あ
た

る

真
言
律
僧
の

慈
雲
（

一

七
】

八

ー
一

八

〇
五）

に

も
、

釋
尊
復
古
の

正

法
律
と

し

て

受
け
継
が

れ

る
。

　

明
治
三

〇
年

代
に

、

大
乗
非
仏

説
論
争
に

学

問
的
な
終
止

符
を
打
っ

た

村
上

専
精
は
、

富
永
仲
基
を

高
く

評
価
す

る

と

同
時
に、

近
世
律
僧
の

主

張
を
そ

の

ま

ま

援
用
し
て

、

大
乗
仏
教
は

歴
史

的
現
実
と

は

別
次
元
の

真

理
で

あ
る

と

す
る

。

し
か

し

村
上
に

お

い

て

は、

小

乗
仏
教
を
実
行
す
べ

き

だ
、

と

い

う

結
論
に

は

な

ら

な
い

。

村
ト
は、

大

乗
仏
教
を
歴
史
か

ら

超
越
す
る

絶
対
的
な
も
の

と

し
て

棚
上
げ
す
る

こ

と

に

よ

り、

学
問
に

お

け
る

信
仰
の

分

離
と

定
式
化
を
行
っ

て、

客
観
的
な
仏
教
史
の

研
究
を

可

能
に

し、

近

代
仏
教
学
へ

の

道
を

内
面
か

ら
開
い

た

と
言
え

よ

う。

　

近

年、

下
田

茫

弘
に

よ

り、

十
九
世
紀
西
欧
で

形
成
さ

れ

た

近
代
仏
教

学
の

性
格
が

明
ら

か
に

さ

れ
て

き
た

。

西
欧
と

い

う

他
者
に

よ

っ

て

発
見

さ

れ
た

仏

教
は、

宗
教
と

い

う

よ

り
哲

学
と

し

て

見
ら

れ

る

も
の

で

あ

り
、

現
実
の

生

活
と

し

て

の

仏
教
を

生
き

る
信
仰
者
を
排
除
す
る

学
問
で

あ
っ

た

と
い

う
。

仏
教
が
近
代
宗
教
と

し

て

生
き

残
る
た

め

に

は、

そ

の

西
欧
仏
教

学
の

輪
入
消
化
が

至
上

命
題
の
一

つ

で

あ
っ

た
。

聖
俗
両
画
か

ら
の

近

世
思

想
を

利

用
し

た

村
上

の

大
乗
論
は、

時

代
の

要
請
に

応
え

て、

エ

リ
ー
ト

僧
侶
を

始
め

と

す
る

近
代
仏
教
者
を

内
か

ら

支
え

る

役
割

を、

ひ

と

ま

ず

果
た

し

た
も
の

と

思
わ
れ

る
。
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