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近
代
日

本
に

お

け
る

大
学
制
度
と

　

　

僧
侶
育
成
に

関
す

る
一

考
察

江

　
島

尚

俊

　

近
代
日
本
の

仏
教
を

主
対
象
と

す
る
研
究

分
野
と

し
て

日
本
近
代
仏
教

史

研
究
が

あ
る

が
、

そ

こ

で

は

個
人
の

信
仰
や

理

性
に

着

目
し
、

“

近
代

仏

教
”

を
思
想

的
に

解
明
し

よ

う
と

し
て

き

た

傾
向
が
あ
る

。

ゆ

え

に
、

研

究
成
果
の

多
く
が
、

知
識
人
や

知
的
エ

リ
ー
ト

僧
侶
な
ど
に

偏
っ

て

き

た
こ

と
は

否
め

な
い

。

そ

の
一

方
、

近
代
日

本
の

仏
教
の

重
要
な

要
素
と

し

て

存
在
し

続
け
て

い

た

教
団
や
一

般
の

僧
侶
な
ど

は、

前
近

代
的
や

旧

態
依
然
の

存
在
と

し

て

位
置
づ

け

ら
れ

、

研
究
の

対
象
と

な
っ

て

こ

な

か

っ

た
。

こ

の

点
は

、

本
研
究
分
野
の

方
法
論
上
の

問
題

に

も

通
じ
て

い

る
。

つ

ま

り、

思
想
的
解
明
が

主
で

あ
っ

た
が

ゆ

え
に

研
究
対

象
が
上

述

の

よ

う
に

な
ら

ざ
る

を

得
な
か

っ

た
し

、

精
神
的
・

内
面
的
な
近

代
性
を

追

求
す
る

が

ゆ

え
に、

現
実
の

具
体

的
現
象
と

し
て

の

近

代
仏
教
を

明．
小

さ

せ

に

く
か

っ

た
の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な

背
景
の

も
と

、

筆
者
は
近

代
日

本
に

お

け
る

大
学
制

度
の

確
立
と

僧
侶
育
成
の

関
係
に

関
心
を

持
つ

よ

う
に

な

っ

た
。

従
来
の

研
究

で

は、

“

近

代
的
”

な

仏
教
の

思
想

的
解
明
が

多

く
行

わ
れ
て

き

た

が
、

そ

れ

は
当

然
の

こ

と

な
が

ら
、

前
時
代
と

比
較
す

る

と

変
化
や

変
容
が

見

ら

れ

る
。

国
家
に

対
し
て

個
人
の

阿
弥
陀
仏
信

仰
を

対
置
さ

せ

る

清
澤
満

之
や

、

仏
教
思

想
に

基
づ

い

て

社
会

教
化
と

社
会
救
済
を
理

念
化
し

た

渡

辺

海
旭
な
ど

は
、

ま
さ

に

“

近

代
的
”

な

仏

教
者
と

い

う
こ

と

が

で

き

る
。

ま
た、

“

宗
教
”

と

い

う

新
し

い

概
念
が

流
入
し
、

日
本
の

仏
教
が

“

宗
教
”

の

資
格
を

得
よ

う
と

自
己

変

容
を
す

る

た

め
に
、

新
し
い

仏
教

イ
メ

ー
ジ

が
多
く
の

論
者
に

よ

っ

て

発
信
さ

れ

て

い

た
。

こ

の

よ
う
な
当

時
の

状
況
に

お

い

て、

教
団
や
一

般
の

僧
侶
と

い

う
の

は

本
当
に

前
近
代

的
な

も
の

と
し
て

の

み

理

解
し

て

よ

い

の

だ
ろ

う
か

と

い

う
疑

問
を

筆
者

は

持
っ

て

い

る
。

”

近

代
仏
教
”

を
ど
の

よ

う
に

理

解
す
れ
ば

よ

い

か
。

こ

の

課
題
を
解
く
カ

ギ
と

し

て
、

筆
者
は

僧
侶
育

成
に

関
す
る
変
化
に

着

目
し

た

い
。

　

日

本
の

近
代
教

育
制
度
の

端
緒
は、

明
治
五
年
の

「

学
制
」

公
布
に

見

る

こ

と

が
で

き

る

が
、

明
治
期
の

仏
教
教

団
は、

近
代
以
前
に

有
し

て

い

た

自
ら
の

僧
侶
育

成
機
関
を

、

国
家
の

教
育
政
策
に

追
従
す
る
か

た
ち

で

改
変
さ

せ

て

い

く
。

僧
侶
養
成
機
関
の

最
高
機
関
と

し
て
、

各
仏
教
教
団

は
大
正
七

年
に

公
布
さ

れ

た

「

大
学
令
」

に

基
づ

く
宗
門
大
学
を
設
立
す

る
が

、

、

大

学
令
」

に

よ

っ

て

認
可
さ
れ
た

宗
門
系
大

学
は
、

龍
谷

大
学

（
大
正

＝

年）
、

大

谷
大
学
（
大
正
一

二

年）
、

立
正
大
学
（
大
正

＝
二

年）
、

駒
沢

大
学
〔
大
正
一

四

年
）

、

高
野

山
大

学
（

大
正
一

五

年
）

、

大

正

大

学
（
大
正
一

五

年）

が

あ
る

。

こ

れ

ら
は
す
べ

て
、

近
代
以
前
の

僧

侶
育
成
機
関
（
学
林
や
学
寮、

檀
林
な

ど）

が

基
盤
と

な

っ

て

設
立
さ
れ

た

も
の

で

あ
る

。

ま
た、

認
可

時
に

お

け

る

学
長
は
、

大
正
大
学
の

澤
柳

政
太
郎
を

除
い

て
、

す
べ

て

が

宗
門
僧
侶
で

あ
る
（
大
正

大
学
に

お

い

て

も
、

澤

柳
以
後
の

学
長
は

す
べ

て

宗
門

僧
侶）
。

言
う
ま
で

も

な

く、

各

仏
教
教
団
と
そ
れ

ぞ

れ
の

大
学
は

密
接
な

関
係
を
有
し

て

い

た
。

と

こ

ろ

が

設
立
に

関
す
る

規
定
に

お

い

て
、

明
治
三

六
年
の

「

専
門
学
校
令
」

で

は

「

私
人
ハ

専

門
学
校
ヲ

設
置
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
」

と

の

み

記
さ

れ
て

い

た

も
の

が
、

「

大
学
令
」

で

は

「

私
立
大

学
ハ

財

団
法
人
タ

ル

コ

ト

ヲ

要
ス
」
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と

さ
れ

、

財
団
法
人
は

文
部
大
臣
の

認
可
制
と

さ
れ
た

．

仏
教

教
団
が

大

学
に

お

い

て

自
教
団
の

僧
侶
を
育

成
す
る

こ

と

が
、

国
家
の

介
入
を

受
け

る

こ

と

と

な
っ

た
の

で

あ
る
。

ま
た

、

大
正
一

二

年、

当
時
の

龍

谷
大
学

教
授

・

野
々

村
直
太

郎
が

異

安
人
と

し

て

多
く

の

批
判
を

受

け
た

事

件

（
野
々

村
事
件）

に

代
表
さ

れ
る
よ
う
に、

大
学
の

経
営
・

運
営
は

あ
く

ま

で

財
団
法
人
の

管
理

下
に

置
か

れ
て

い

る

の

で

あ
っ

て、

仏
教
教
団
は

法
的
に

は

関
与
す
る

こ

と

は

で

き

な
か

っ

た
。

当
時
の

本
願
寺
派
の

規
則

に

お

い

て

は
、

僧
籍
剥
奪
の

決
定
を
受
け

る

と

大
学
教

員
資
格
も

喪
失
す

る

旨
が

規
定
さ

れ
て

い

た

が、

そ

れ
は

大
学
自
治
の

問
題
や

思
想
信
条
の

自
由
問
題

、

ひ

い

て

は

政
教
分
離
問
題
に

関
わ

る

こ

と

で

あ
っ

た
。

近
代

教
育
制
度
に

則
っ

て

設
立
さ

れ
た

宗
門

系
大

学
で

は

あ
る

が、

そ

れ
は
近

代
以

前
の

僧
侶
育
成

機
関
と

は

性
格
を

異
に

す
る

も

の

と

し
て

み

る

必
要

が

あ
る

。

最
後
に

な
る
が、

仏
教
教
団
が
、

自
教
団
の

僧
侶
を
ど

の

よ
う

に

育
成
し

よ

う
と

し
た
か

、

そ

の

変
遷
を

通
し

て

近

代
日

本
の

仏
教
を
み

て

ゆ
き
た

い

と

筆
者
は

考
え
て

い

る
。

祈
疇
寺
院
に

お

け
る

信
者
獲
得
と

固
定
化

阿

　
部

友

　
紀

　

本
発

表
で

は
、

曹
洞
宗
の

祈
薦

寺
院
で

あ
る

龍
澤

山
善
宝
寺
（
山

形
県

鶴
岡
市）

に

お

け
る、

信
者
の

獲
得
と

信
仰
の

持
続
に

関
し

て

の

考
察
を

企
図
す
る

も
の

で

あ
る

。

善
宝
寺
は

伽
藍
の

守
護
神
で

あ
る
龍
神
が

祈
願

対
象
で

あ
り、

特
に

漁
業
・

船
舶

・

水
産

関
係
者
に

尊

崇
者
が

多
い

こ

と

で

知

ら
れ

て

い

る
。

そ

の

信
者
は

地

域
・

職
域
ご

と
に

講

集
団
を
結

成

し、

年
数
回
ほ
ど
の

代
参
や

集
団
参
拝
・

祈
禳
会
へ

の

参
加
を

活
動
と

し

て

い

る
。

こ

の

よ
う
な

地
域

・

職
域
単
位
の

講
を

束
ね

て

い

る

の

が
「

善

宝

寺
龍
王

講
」

で

あ
る

。

こ

の

龍
王

講
は

寺
院
の

僧
侶
が

運
営
の

主
体
で

あ
り、

各
地
の

講
と
の

関
係
は

僧
侶
↓
講
代
表

者
↓
】

般

講
員
と

い

う
よ

う
に

縦
断
的
で

あ
る

。

各
講
の

同
質

性
（

祈
願
内
容
・

生

活
環
境

・

職

業）

は

比
較
的
近
似
し
て

い

る
の

だ

が、

講
相
互
の

交
流
は

ほ

と

ん

ど

な

く、

横
断
的
な

関
係
を

形
成
し
て

い

な
い

。

そ

の

よ

う
な

状
況
に

対
し

て

講
相
互
の

交
流
を
意
図
し
て

発
刊
し

講

員
に

配
布
さ

れ
て

い

る
の

が

『

龍

王

講
だ

よ
り

』

（
昭
和
四
六

年
か

ら

年
一

回
刊
行
）

で

あ
る

。

こ

の

機
関
紙

は

龍
王

講
全

体
の

現
状
を

報
告
す
る

と

と

も
に
、

注
目
す

べ

き

は

講
員
の

信
仰
体
験
つ

ま

り

「

霊
験
譚
」

を

多
く
掲
載
し

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

つ

ま

り
機
関
紙
と

い

う
配
布
メ
デ
ィ

ア

に

よ

っ

て

霊

験
譚
を

講
員
間
に

流
通

さ

せ
、

ご

利
益
11
霊

験
と

し

て

具
体

的
事
例
を

共
有
化
し
て

い

る
と
い

え

る
。

本
発
表
で

は
そ
の

霊

験

譚
の
一

部
を

紹
介
し、

機
関
紙
に

掲
載
す
る

意

味
、

霊
験
譚
を

掲
載
す

る

こ

と
で

生
じ
る

作
用
に

つ

い

て

考
察
し
た

。

　
そ

の

結
果
明
ら

か

に

な
っ

た

こ

と

と

し
て
、

龍
王
講
に

お

い

て

流
通
し

て

い

る

霊
験
譚
に

は
、

ク

チ

コ

ミ

の

よ
う
な
か

た

ち

で

地
域
内
・

講
集
団

内
で

語
ら

れ

て

い

た
霊
験

譚
と

配
布
メ

デ
ィ

ア
で

語
ら

れ
る

霊
験
譚
の

位

相
が

あ

り、

こ

れ
は

元

来
各
講
に

お

い

て

語
ら
れ

て

い

た

霊

験
譚
が

講
を

越
え
て

他
の

講
へ

と

伝
達
さ

れ、

日

常
的
に

は

非
交
流
的
な

龍
王

講
各
講

に

信
仰
の

実
際
（

ご

利
益
の

実

際
）

に

よ

る

同
質
的
な

連
帯
が

緩
や
か

な

共
同

性
と
し
て

形
成
さ
れ
て

い

る

点
で

あ
る

。

　
一

方
に

お

い

て
、

流
通
さ

れ
た

霊

験
譚
が

単
な
る

“

お

話
し
11
方
便
”

で

な

く
、

現
世

利
益
を

希
求
す
る

龍
神
信
仰
に

つ

い

て
一

定
の

共
通
理
解
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