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来
日
は、

南
北
仏
教
の

同
盟

結
成
の

た

め

に

作
成
さ
れ
た
一

四

ケ

条
の

基

本
的
教

義
へ

の

署
名
を
も

ら
う
た
め

の

旅
行
で

あ
っ

た
が、

浄
土

真
宗
か

ら

は
署

名
を

拒
否
さ

れ
て
、

彼
の

意

図
は

失
敗
に

終
わ
っ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

仏
教
統
一

と

い

う
理

念
は、

神
智
学
の

反
セ

ク
ト
主

義
か

ら

出
た

も
の

で

あ
る
が
、

当
時
の

日

本
で

は
受
け

入
れ

ら
れ
る
も
の

で

は

な
か

っ

た
。

明
治
二

Q
年

代
前
半、

表
面
的
に

は
オ

ル

コ

ッ

ト
は
成
功
し
た

も
の

の、

実
は

白
人
仏
教
徒
と
し
て

成
功
し
た
だ
け
で

あ
っ

て
、

神

智
学
の

教

理
は

ほ
と

ん

ど

反
響
を
も
た
ら
さ

な

か

っ

た
。

　

明
治
二

〇
年
代
後
半
に

な
る

と
、

普
通
教

校
出
身
者
を

中
心
と

し
て
、

青

年
仏

教
者
か

ら

の

神
智
学
思

想
を
消
化
し
て、

新
た

な

宗
教
論
を
提

案

す
る

記

事
が
増
え

て

い

る
。

最

初
に

あ
る

程
度、

神
智
学
を

咀
嚼
し
た

の

で

は

な
い

か

と
思
わ

れ
る

の

は、

オ

ル

コ

ッ

ト

招
聘
に

動
い

た

平
井
金
三

で

あ

る
。

平
井
は

明
治
二

〇
年

代
に

は

い

ち
早
く
諸

宗
教
の
一

致
を
主
張

し
、

「

総
合
宗
教
」

°・

導
§
 

泣
o
『

Φ

嵩

姐
o
嵩

を
唱
え
て

い

る
。

ア

メ

リ
カ

の

『

ア

リ

ー
ナ
』

》

掃

髷
誌
に

発

表
し
た

も
の

に

よ

れ
ば

、

日

本
人

は

偶

像
崇

拝
者
で

は

な
く

真
理

探
究
者
で

あ
る

。

た

だ
し

信
仰
の

対
象
は

理

解

さ
れ

な
い

不

可
知

で

あ
り

、

そ

の

よ

う
な

不

可
知
の

実
在
Φ

葺
罪
《

へ

の

信
仰
が
す
べ

て

の

宗
教
に

共
通
し

て

い

る
。

そ
の

実
在
を
中
心
と
し
て
、

そ
れ
ら
の

諸
宗
教
を

総

合
す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

よ

り
完
全
な
真
理
を

得

る
こ

と
が

出
来
る

と

述
べ

て

い

る
。

用
語
か

ら
し
て

ス

ペ

ン

サ
ー

哲
学
の

影
響
が
大
き
い

が
、

ア
メ

リ
カ

の

新
聞
に

書
か

れ
た

「

マ

ハ

ー
ヤ
ー

ナ

と

ヒ

ナ

ー
ヤ

ー
ナ
」

と

題
す
る

講

演
記
事
で

は
、

神

智
学
の

中
に

自
分
の

宗

教
論
と

共
通
す
る

も
の

を

見
て

い

る
。

し

か

し、

彼
は
シ

カ

ゴ

で

は

神
智

学
で

は

な

く

最
も
急

進
的
な

ユ

ニ

テ

リ
ア

ン

の

ジ

ェ

ン

キ

ン
・

ロ

イ
ド
・

ジ
ョ

ー

ン

ズ

と

意
気
投
合
し

、

帰
国
後
も
ユ

ニ

テ
リ
ア

ン

に

参
加
し
て

い

る
。

　

平
井
と

対
照

的
な

神
智

学
論
と

し
て

古
河
老
川
と

田
岡
嶺
雲
の

も

の

が

あ
る

。

い

ず
れ
も
現

代
は

懐
疑
の

時
代
で

あ
り、

そ

こ

か

ら

救
済
さ

れ

る

た

め
に

は

神
秘
経
験
が

重
要
で

あ
り

、

そ
の

経
験
を
も
た

ら

す
シ

ス

テ

ム

と

し
て

催
眠
術
と

神
智
学
を
重
視
し

て

い

た
。

田
岡
は

、

催
眠
術
に

よ
っ

て

新
し

い

神
秘
哲
学
が

建
設
さ
れ
る

こ

と

や、

二

十
世
紀
に

は

東
西

両
文

明
が

相
互
に

融
合
し
た

新
し

い

文
明
が

起
こ

る

の

で

は
な

い

か

と

予

言
し

て

い

る
。

ま

た
、

禅
定
と

は
、

意
思
を

凝
集
す

る

こ

と

で、

エ

ネ

ル

ギ
ー

を
一

点
に

集
中
さ

せ

て

無
我
に

な

る

技
法
で

あ

る

と

単
純
化
し

た

上
で、

「

神
と

い

う
も

我
主

観
の

境

界
な

り、

仏
と

い

う

も

我
主

観
の

境
界
な

り
、

主
観
の

境
界
を
客
観
に

表
象
し

て
、

是
を

神
と

も
仏
と

も、

い

へ

る

な

る

の

み
。

故
に

即
心
即
仏
な
り

、

天

国
は

我
の

内
に

あ

り
」

と

述
べ

て
、

宗
教
や

倫
理
説
な

ど
は

皆
無
我
に

向
か

っ

て

い

る

と

も

述
べ

て

い

る
。

こ

う
し

た

「

経
験
」

に

よ

る

宗
教
の

基
礎
づ

け
は

時
代
に

先
駆
け
た

も

の

で

あ
っ

た
。

古
河
は

夭

折
し

田

岡
の

日
指
し

た

神
秘
主

義
の

体
系
化

は

頓
挫
し
た

が、

鈴
木
大
拙
の

初
期
禅
論
に

は

田

岡
の

禅
論
が

影
を
落
と

し

て

い

る

可

能
性
は

あ
る

。

明
治
期
仏
教
と
ユ

ニ

テ

リ

ア
ニ

ズ

ム

　

　
　

　

佐

治
實

然
を

手
が

か

り

に

ー
高

橋

原

佐

治
實
然
は
、

真
宗
大
谷

派
の

僧
侶
で

あ
っ

た

が

還
俗
し

て
ユ

ニ

テ

リ
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ア

ン

と

な

っ

た

人

物
と

し
て

知
ら
れ

て

い

る
。

本
発
表
で

は、

明
治
期
仏

教
徒
の

仏
教
理
解

、

自
己
理

解
に

と

っ

て
、

外
来
宗
教
思
想
と

の

出
会
い

が

い

か

な
る

意

味
を

持
っ

た
の

か、

佐
治
實
然
を

事

例
と

し
て

検
討
す

る
。

　
佐
治
は

も

と

も

と

住
職
と
な
る

意
思
に

乏
し
か

っ

た

が
、

演

説
の

才
を

活
か
し

て

東
京
に

出
て

か

ら

「

通
仏
教
」

を

謳
う
大
内
青
巒
と

出
会
っ

て

還
俗
し
た

（

一

八
八

九
年）

。

そ

の

後、

低
迷

す
る

活
動
に

て

こ

入

れ

す

る
た
め

に

佐
治
の

才
能
に

目
を

付
け
た

ユ

ニ

テ

リ

ア
ン

協
会
に

誘
わ

れ
、

自
由
神
学
校
で
の

講
義
を

引
き

受
け
（
一

八

九
二

年）
、

や
が

て

協
会
会

長
に

就
任
し

た

（
一

八

九
四

年
）

。

佐

治
は

、

日

曜
演
説

会
に

お

い

て

も、

『

六

合
雑
誌
』

誌
上
に

お

い

て

も
、

名
実
と
も
に

日
本
の
ユ

ニ

テ

リ

ア

ン

運

動
の

中
心
人

物
と

な

っ

た
が

、

一

九
〇
九

年
に

金
銭
問
題
を
理

由
に

会

長
を

辞
任
し
た

。

　
こ

の
一

連
の

経
緯
を
ユ

ニ

テ

リ

ア
ン

運
動
の

歴
史
と

し
て

見
れ
ば、

仏

教

徒
と

合
流
し、

通
宗
教
的
運

動
と

な

っ

て

い

た

ユ

ニ

テ

リ

ア
ン

協
会

が
、

佐
治
を

排
除
す
る

こ

と

で

再
び
キ
リ
ス

ト

教
化
し
、

自
由
キ

リ

ス

ト

教
の
一

教
派
に

戻
っ

た
こ

と
を

意
味
す
る

。

こ

れ

は
、

寛
容
の

精
神
に

基

づ

く
宗
教
協
力

運
動
と

い

う

観
点
か

ら
す
れ
ば

無
論
後
退
で

あ
り

縮
小
で

あ
っ

た
。

　
で

は
こ

れ
を

佐
治
の

側
か

ら

見
る
と

ど
う
で

あ
ろ

う
か

。

佐
治
が

自
由

神
学
校
で

引
き

受
け

た

講
義
は

「

神
儒
仏
三

道
に

関
す
る
講

義
」

で

あ
っ

た
と

さ
れ
る

。

ま
た、

ユ

ニ

テ

リ

ア
ン

協
会
で

行
な
わ
れ
る
よ

う
に

な
っ

た

釈
尊
降

誕
会
で

は
、

釈
迦
の

略
伝
を
演

説
し
て

い

る
。

こ

れ

ら
か

ら
、

佐
治
は
「

改
宗
」

を

経
て

運

動
に

加
わ
っ

た
と

い

う
の

で

は
な
く、

む

し

ろ

仏
教
徒
の

立

場
を

維
持
し

て

ユ

ニ

テ
リ
ア

ン

運
動
に

宗
教

間
対
話
・

交

流
の

性
格
を

持
た

せ

る

と
い

う
役
回
り
を
期
待
さ

れ

て

い

た
よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　

佐
治
は、

自
分
は

仏
教
徒
で

も
キ

リ
ス

ト

教

徒
で

も

な

く
、

た
だ
ユ

ニ

テ

リ
ア

ン

で

あ
る

と

表

明
し
て

い

る
。

宗

教
と
は

宇
宙
的

神
霊
と

の

交

感
・

合
】

で

あ
る

と

述
べ

る
文
体
は

、

岸
本
能

武
太
な
ど
比

較
宗
教

学
を

背
景
に

ア
メ

リ

カ

の

超
絶
主
義
に

共
感
し

た

人

物
達
に

通
じ

る

も

の

で

あ

り、

い

か

に

も
ユ

ニ

テ

リ
ア
ン

的
で

あ
る

。

し
か

し、

機
関
誌
『

宗
教
』

に

毎
号
掲
げ

ら
れ

て

い

た
、

「

ユ

教
徒
は

信
ず
基

督
は

精
神

界
の

最
大
な

る

予

言
者
な

り
」

等
の

標
語
と
は

、

佐
治
は
】

線
を

画
し

て

い

た
。

『

六

合
雑
誌
』

掲
載
の

文
章
の

随
所
に
、

真

宗
の

安
心
立

命
（
蓮
如
流
の

他
力

安

心
）

へ

の

高
い

評
価
が

表
明
さ
れ
て

お

り、

ユ

ニ

テ

リ
ア

ン

の

信
仰
を

説

明
す
る

際
に

頻
繁
に

真
宗
を
参
照
し
て

い

る

の

も

特
徴
的
で

あ
る

。

　

佐
治
が

仏
教
を

捨
て

た
と

は
い

い

が
た

い

が
、

「

仏

教
か

ら
転
じ

て
ユ

教
に

入
っ

た
」

と
も

発
言
し

て

お

り、

真
宗
の

信
仰
に

と

ど

ま
っ

た
に

せ

よ、

そ

れ
が

ユ

ニ

テ

リ
ア
ニ

ズ
ム

と

の

出
会
い

を
経
由
し

て

の

信
仰
で

あ

っ

た

こ

と

も
確
か

で

あ
る

。

佐
治
に

お

い

て

は
、

ユ

ニ

テ

リ

ア
ン

を
介
し

て

身
に

つ

け
た
西

洋
的
な

普
遍
的
宗
教
性
の

視
点
か

ら、

真
宗
は

キ

リ

ス

ト

教
と
並
ぶ

最
も
進
ん

だ

宗
教
で

あ
る

と

い

う

形
の

再
評
価
が

可
能
に

な

っ

た

の

で

あ
る

。

キ
リ

ス

ト
教
か

ら
ユ

ニ

テ

リ
ア

ニ

ズ
ム

へ

の

改
宗
に

は
、

三

位
一

体
の

否
定
と

い

う
契
機
が

考
え

ら

れ

る

が、

佐
治
に

は

そ

の

種
の

否
定
的
契

機
は

介

在
し
な

か

っ

た
。

　

信
仰
は

各
自
の

自
由
に

ま
か

せ

て

事
業
は

協

同
す
れ

ば
よ
い

と
い

い
、

諸

宗
教
は

進
歩
し
て

い

き
、

や

が
て

は
一

致
す
る

と

い

う
佐

治
の

楽
観
的

な

考
え

方
は
、

ひ
と

つ

に

は、

彼
が

地
域
の

し

が
ら
み

の

中
で

門
徒
の

死

を

見
つ

め

る

と

い

っ

た

僧
侶
と

し
て

の

経
験
に

乏
し
か

っ

た
こ

と

に

起
因
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す
る
か

も
し
れ

な
い

。

佐

治
は

、

死
と
い

う
の

は

生

物
が

自
然

界
の

法

則

に

順
応

す
る

こ

と

で

あ
る
と

あ
っ

さ

り
と

述
べ

て

お

り、

死
を
め

ぐ
る

思

索
が

宗
教
観
に

大
き

く
影

響
し
た

形
跡
は

な
い

。

　
佐
治
の

事
例
を

明
治
期
仏
教

徒
の

外
来
宗
教
と

の

出
会
い

に

ど

の

程

度

一

般
化
で

き

る

か

に

つ

い

て

は

検
討
を
要
す
る
が
、

仏
教
と

死
の

問
題
が

密
接
不

離
の

も
の

で

は

な

い

と

い

う

前
提
条
件
と
、

普
遍
的

宗
教
性
と

い

う
カ

テ

ゴ

リ
ー

の

採
用
に

よ

っ

て

自
ら
の

仏
教
信
仰
を
正
当
化
し
つ

つ

保

持
し

得
た

こ

と

を
確

認
し
て

お

き
た
い

。

エ

リ

ザ
ベ

ス
・

ア
ン

ナ
・

ゴ

ル

ド

ン

夫
人
を

　
　

め

ぐ
っ

て

安

　
藤

　
礼

　
二

　

明
治
の

末
に

日

本
を

訪
れ
、

」

人
孤

独
に

死
ん

で

い

っ

た
イ

ギ

リ
ス

人

女

性、

「

淋
し

き

異
邦
入
」

で

あ

る

エ

リ
ザ
ベ

ス
・

ア
ン

ナ
・

ゴ

ル

ド
ン

夫
人

（

田
畔

書
2
げ

》
⇔

鬘
Ooao

づ℃
一

。゚

躍
−

H

讒
巴

の

名
前
は
、

現
代
に

お

い

て

は

ほ

と

ん

ど

顧
み

ら
れ

る

こ

と

が

な
い

。

し

か

し

明
治
の

後
半
か

ら

大
き

な

盛
り
上
が
り
を

み

せ

た

雑
誌
「

新
佛
教
』

を

中
心
と

し
た

仏
教

改
革
運
動

、

そ
の

な

か

で

も

特
に

東
西
の

信
仰
の

架
け

橋
と

な

る
よ
う
な

「

普
遍

宗
教
」

確
立
を

目
指
し
た

情
熱
を
理

解
す
る

た
め

に

は
、

鈴
木
大

拙
夫
人
ビ

ア

ト
リ
ス

と
も
重

な
り
△

口

う
そ

の

生
涯
と

思

想
の

軌
跡
こ

そ
が

格
好
の

サ

ン

プ
ル
、

一

つ

の

典
型
的
な

事
例
に

な
る

と

思
わ
れ
る

。

な
ぜ

な
ら、

冒

本
の

近
代
仏
教
の

真
の

姿
を
理

解
す
る
た

め

に

は、

内
部
（
日

本）

か

ら

外
部
（

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

や

ア

メ

リ

カ
）

へ

の

単
純
で
」

方
向
的
な

流
れ
だ
け
で

な
く、

外
部
か

ら

内

部
へ

の

重
層

的
で

多
方
向
的
な

流
れ

を

検
討
す
る

こ

と
が

必
要

不
可
欠
に

な
っ

て

く
る

は

ず
だ
か

ら
で

あ
る

。

つ

ま

り、

日
本
の

仏
教
知

識
人

（

特
に

男
性）

に

お

け
る

比
較
宗
教
学
的
な

知
見
の

獲

得
お

よ

び
キ

リ

ス

ト

教
の

受

容
の

み

を

考

察
す
る

だ

け
で

は

不

十
分
で

あ
り、

ち

ょ

う
ど

そ
の

「

鏡

像
」

と

な
る

よ
う
な

、

比
較
宗
教
学

的
な

知
見
か

ら

新
た
な

時
代
の

「

秘
密
仏
教
」

で

あ
る

神
智
学
を

生
み

出

し

大
成
し

た

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

お

よ
び
ア

メ

リ
カ

の

キ

リ
ス

ト
教
知
識
人
（
特

に

女
性
）

、

さ
ら

に

は
そ

の

甚
大
な

影
響
の

も
と

仏
教

徒
と

な

る
こ

と

を

志
し

日
本
を

訪
れ
た
異

邦
の

女
た
ち

に

よ

る

仏
教
受
容
も

ま

た

き

わ

め

て

重

要
な
役

割
を

果
た
し

て

い

た

か

ら

で

あ
る
。

重

層
的
で

多
方

向
的
な

「

移
動
と

翻
訳
」

に

よ

る

変
化
の

網
の

目
か

ら
、

神
秘
主
義
的
な

解
釈
に

も

と

つ

い

た

キ

リ

ス

ト

教
と

仏
教
を

中
心
と

し

た

諸
宗
教
の

変
革
と

融
合

の

試
み、

一

つ

の

近
代
的
な

普
遍
宗
教
の

理
念
が

生
み

落
さ

れ

た

と

考
え

る

べ

き

で

あ
る

。

　
ゴ

ル

ド
ン

夫
人
が

は

じ

め

て

日
本
を

訪
れ
た

の

は
一

八

九
一

年、

家
族

と

の

世
界
周
遊

旅
行
の

途
上
で

あ
っ

た
。

そ

の

後
約
十
万
冊
の

洋

書
「

H

英
文
庫
」

を

携
え
て
｝

九

〇
七

年
（
明
治
四
〇）

に

来
日、

以
降
｝

九
二

五

年
（
大
正
一

四）

の

死
去
に

い

た

る

ま
で、

第
一

次
世
界
大
戦
後
の
一

時

帰
国
を

は

さ

ん

で

口

本
に

居
住
し
た

。

大
戦
前
は

麹
町
に

広
壮
な
邸
宅

を
か

ま

え
、

大
戦
後
は

京
都
ホ

テ

ル

に

滞
在、

六

年
間
で

た
だ
一

度
し

か

外
出
し
な

か

っ

た

と

伝
え
ら
れ
て

い

る
。

雑
誌

『

新
佛
教
』

第
七

巻
第
八

号
（
明
治
四

二

年
八
月）

に

「

物
言
う
石

　
教
ふ

る

石
」

を
掲
載、

同
じ

年
か

ら
こ

の

論
考
を
小
冊
子
と

し
て

ま

と

め、

丙
午
出
版
社
よ

り
『

弘
法

大

師
と

景
教
」

と

し
て

同
内

容
で

は
あ
る
が
何

種
類
か

の

異
な
っ

た

版
を

140（1232｝
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