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パ ネ ル

と
ま

と
ま
り
の

仏
教
が

要
請
さ

れ

る

と

い

う

画
が

あ
り

、

ま

た
一

つ

に

は

既
に

見
た

聞
き

手
と

し
て

の

知

識
人
の

問
題
が
あ
る

。

す
な

わ
ち

聞
き

手

が

仏
教
に

つ

い

て

の

知
識
を

保
持
し
て

い

る

こ

と

を

前
提
で

き

な
い

以

上
、

世
俗

的
な

知
の

範
疇
に

お

い

て
、

す
な
わ
ち

世
俗
の

言
葉
に

お

い

て

総
体
と

し

て

の

仏
教
を

説
く

必
要
が

あ
る

と

考
え
ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

　

最
後
に

、

こ

う
し

た

仏
教
演
説
の

演

説
筆

記
に

つ

い

て

考
え
る

な

ら

ば
、

『

仏
教
演

説
集
誌
』

や
『

明
教
新
誌
』

と

い

っ

た

雑
誌
や

新
聞

、

あ

る

い

は

多
く
の

仏
教
演

説
本
に

よ

っ

て

流

通
し
て

い

く
の

で

あ
り、

ま

た

逆
に

新
聞
や

雑
誌
上
に

掲
載
さ

れ
た

宗
教
論
が
仏

教
演
説
本
に

転
載
さ

れ

る

こ

と
も
あ
っ

た

（
『

仏
教
演
説
雄
弁
集
』

）
。

こ

の

よ
う
に

見
る

な

ら
ば、

仏
教
演
説
が

盛
ん

に

行
わ
れ
た
の

は

確
か

に

あ
る
一

時
期
の

こ

と

で

あ
っ

た

け
れ
ど
も

、

そ
こ

で

試
み

ら

れ
た

仏
教
を

世
俗
の
雪
口

葉
に

お

い

て

論
じ

る

と

い

う

営
み

自
体
は
、

少
な

く
と

も

知
識
人
の

間
に

お

い

て

あ
る

種
一

般
化
し
て

い

く
の

で

は
な
い

か
。

こ

の

問
題
を
明

治
中
期
以
降
に

お

け
る

知
識
人
に

よ
る

仏
教
論

、

あ
る

い

は

宗
教
論
と
の

関
わ

り
に

お

い

て

考
え

る
こ

と

を

次
の

課
題
と

し
た
い

。

演
説

・

講
演
と

い

う
メ

デ
ィ

ア

と

近
代
仏
教

　

　

1
ー

啓
蒙
か

ら
修

養
へ

岡

　
田

　
正

　
彦

　
明

治
維
新
に

よ
っ

て、

仏
教
各
派
は

従

来
の

伝

統
の

多
く
を

刷
新
し、

組
織

的
に

も

制
度
的
に

も

再
出
発
す
る

こ

と

に

な
り、

近

世
社
会
の

な
か

で

人
々

の

生

活
に

浸
透
し
て

い

た

仏
教
は

、

新
た

な
社
会
や

文
化
の

枠
組

み

の

も
と
で

自
ら

を
再
構
築
す
る

こ

と

に

な

る
。

人
々

を

教
化
す
る

手
段

と

し

て
、

広
く

定
着
し
て

い

た

「

節
談
説

教
」

に

代
わ
っ

て、

「

仏
教
演

説
」

と

い

う

新
た

な

手
法
が

採
択
さ

れ

た

こ

と

も

そ

の
一

つ

で

あ
ろ

う
。

　
明
治
一

〇

年
代
に

、

自
由
民

権
運

動
の

隆
盛
と

と

も

に

広
が
っ

た

「

演

説
」

文
化
を

背
景
と

し
て、

「

仏
教
」

を

語
る

新
た

な
メ

デ
ィ

ア

と

し

て

登

場
し
た

「

仏

教
演
説
」

は
、

当

初
は
キ

リ

ス

ト

教
や

排
仏
思

想
に

対
抗

し
、

仏
教
の

立

場
を
理

論
的
に

擁
護
す
る

こ

と

を
主
な
目

的
と

し
て

い

た

が
、

次
第
に

人
々

の

教
化
と

布
教
の

手
段
に

転
換
し
て

い

く
。

こ

の

過
程

に

お

い

て
、

人
々

の

教

化
の

手
段
と

し
て

は、

変
わ
ら
ぬ

影
響
力
を

持
ち

続
け
て

い

た

「

節
談
説
教
」

の

伝
統
は

次
第
に

衰
退
し、

演
説
と

い

う

新

し
い

メ

デ
ィ

ア
が
、

仏
教
思
想
の

理
論
面
ば
か

り
で

な
く
、

信
仰
に

つ

い

て

も

語
る

役
割
を
担
う
よ

う
に

な

る
。

こ

の

時
期
に
、

西
洋
式
の

修
辞
法

や

弁
論
術
を

本
格
的
に

導
入
し

な
が

ら
、

独
自
の

宗
教
論
を

展
開
し

た
の

が
、

加
藤
咄
堂

（

一

八

七

〇
1
］

九
四

九）

で

あ
っ

た
。

咄
堂
は

、

『

明

教
新

誌
』

や

『

中
外
日
報
』

と

い

っ

た

仏
教
系
新
聞
の

主

筆
を

歴
任
し、

最
盛

期
に

は

年
閲
二

〇
〇
回
を
超
え

る

講
演
を

行
い
、

難
解
な

思
想
や
古

典
を

平
易
に

説
く

演
説
の

名
手
と

し

て
、

人
気
を

博
し

た
。

　
咄
堂
は、

そ

の

膨
大
な
著
作
や

講
演
録
の

な

か

で、

度
々

修

辞
法
や

弁

論
術
に

つ

い

て

論
じ
て

い

る
が、

最
も

ま
と

ま
っ

た
か

た

ち

で

残
さ
れ
て

い

る
の

は、

明
治
四
一

年
に

刊
行
さ

れ
た

『

雄
弁
法
』

で

あ
る。

本
書
に

よ

れ
ば、

演

説
に

必
要
な
の

は、

自
ら
の

思
想
や

主

張
を

率
直
に

聴
衆
に

伝
え
る

こ

と

で

あ
っ

て
、

話
忤

云

を

楽
し
ま

せ

る

こ

と

で

は

な

い
。

咄
堂
に

と

っ

て、

演

説
の

修
辞
法
は

人
々

に

よ

り
広
く、

深
く
メ

ッ

セ

ー
ジ
を

伝

え

る

た

め
の

技
法
で

あ
っ

て
、

話
芸
自

体
を
楽
し
む

説
教
と

は
、

そ

の

趣
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ ネ ル

が

大
き
く

異
な
る

の

で

あ
る

。

定
め

ら
れ

た
台
本
の

内
容
を

巧
み

な
話
芸

に

よ

っ

て

人
々

に

伝
え

る

伝

統
的
な

説
教
と
、

自
ら
の

思

想
や

主

張
を

人
々

に

伝
え
る

演
説
で

は
、

弁

舌
の

役
割
が

根
本
的
に

異
な
っ

て

い

る
。

落
語
の

源
流
と
も
さ
れ

る

「

節
談

説
教
」

を

聞
き

に

集
ま
る

聴
衆
は、

説

教
者
の

思
想
や
主

張
を

理
解
す
る
こ

と

よ

り
も、

話
芸
を

楽
し

む

こ

と

を

求
め

て

い

た
。

説
教
の

な

か

に

組
み

込
ま

れ

た

教
訓
や

経
典
の
一

節
が
、

人
々

の

心
に

沁
み

入
る

こ

と

は

あ
っ

た

で

あ
ろ

う
が

、

そ
こ

で

は

理
論
的

な
説

明
よ

り
も
情
感
が
重

視
さ

れ
て

い

る
。

　
一

方、

自
己
の

思
想
や

主
張
を

人
々

に

伝
え
る

メ

デ
ィ

ア

と

し
て

の

演

説
・

講
演
に

と

っ

て

は、

内
省
的
に

自
ら

を

語
る

こ

と

が

重
要
な
の

で

あ

っ

て
、

話
芸
に

よ

っ

て

人
々

を

楽
し

ま

せ

る

こ

と
は

、

副
次

的
な

目
的
に

な
る

。

宗
教

的
な

講
演
・

演
説
に

と

っ

て

は
、

自
ら
の

信
仰
を
語
り、

教

え
の

内
実
あ
る

い

は

正
当
性
を
人
々

に

納
得
さ
せ

る

こ

と

が

重
要．
な
の

で

あ
る
。

演

説
の

目
的
は、

人
々

の

意
識
を

変

革
す

る

「

教
化
」

で

あ
っ

て、

こ

れ

が

宗
教
的
な

教
化
活
動
と
し
て

行
わ
れ
る

場

合
に

は

「

布
教
」

に

な
る

。

　
近

世
の

「

節
談
説

教
」

の

歴
史
的
研

究
を

中
心
に、

日

本
の

「

話
芸
」

の

文

化
史
を

研
究
し

た、

関
山
和
夫
は、

コ

人

前
の

説
教
者
に

な

る
た

め

に

は
、

師
匠
の

随
行
を
す
る

と

い

う
修
業
の

方
法
は
、

昭

和
十
年
代
を

も

っ

て

終
止

符
を

打
っ

た
」

と

し
て

い

る
。

こ

の

後
は
、

各

宗
の

大
学
で

学
問
や

教
養
を

身
に

つ

け
た

僧
侶
た

ち
が
、

人
々

の

教
導
を

担
う
こ

と
に

な
る

。

従
来
の

近

代
仏
教
史
で

は、

あ
ま
り
注

目
さ

れ

て

こ

な
か

っ

た
側

面
の
一

つ

で

あ
る

が
、

自
ら
の

信
仰
を

語
り、

人
々

を

教
導
す

る

た

め
の

手
法
が
、

こ

の

よ

う

に

大
き
く

変
化
し

た

こ

と

は、

「

近

代
仏
教
（
さ
ら

に

は

「

日

本
の

近
代
」）

と
は

何
か
」

と

い

う

問
い

に

と

っ

て
、

無
視
す

る

こ

と
の

で

き
な

い

意
味
を

持
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　
当
時
の

仏
教

界
を

取
り
巻
く

、

政
治
的
・

社
会
的
・

文
化
的

状
況
と

深

く
関
わ
り
な
が
ら、

演
説
・

講
演
と

い

う
メ

デ
ィ

ア

を
通
し

て

仏
教
思
想

に

つ

い

て

語
り

続
け
た
、

加
藤
咄
堂
の

活
動
は、

新
た

な
メ

デ
ィ

ア

を
通

じ

て

語
り
直
さ
れ

た
「

仏
教
／
宗
教
」

の

歴
史

性
に

つ

い

て

考
え
る
う
え

で
、

極
め

て

興

味
深
い

題
材
を

提
供
し
て

く
れ

る

の

で

あ
る

。

前
田

慧
雲
と

「

自
由
討
究
」

　

　
　

　

本
願
寺

教
団
の

対
応
と

宗

学
研
究
法

t
岩

　
田

　
真

　
美

　
「

自
由

討
究
」

と

は
、

宗
教

的
伝
統
に

対
す

る

「

自
由

討
究
」

と
い

う

態
度
・

方
法
で

あ
り、

教

権
教
条
に

束
縛
さ

れ
ず、

自
由
に

宗
教
の

真
理

を

発
見
す
る

こ

と

で

あ
る

。

そ

れ

は、

明
治
二

十
年

代
か

ら

三

十
年
代
に

お

け
る

仏
教

革
新
運
動
（
新

仏
教
運
動）

の

中
で

主
唱
さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た
。

活
字
メ

デ
ィ

ア

の

発
達、

教
育
環
境
の

整
備
は
、

「

自
由
討
究
」

と

い

う

実
践
を

可
能
に

す
る
大
き
な

要

因
で

も
あ
っ

た
。

本
発
表
で

は
、

真
宗

教
学
の

近
代
化
に

大
き
な

影

響
を

与
え
た

と

い

わ

れ

る

前
田
慧

雲

（
一

八

五

七

1
一

九
三

〇）

を

取
り
上

げ、

前
田

に

お

け

る

「

自
由

討

究
」

の

主
張
と

、

活
字
メ

デ
ィ

ア

や

学

校
教
育
と

の

関
わ

り
、

加
え
て
、

「

自
由
討
究
」

に

対
す
る

（
西
本
願
寺）

教
団
側
の

対
応
に

つ

い

て

検
討

す
る

。

　

明
治
三

十
四

年、

本
願
寺
派

第
二

十
六
回

定
期
集
会
に

お

い

て
、

「

宗

146（12［8）
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