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史
と
近
代
日
本
の

人
文
社
会
科

学
を
同
時
に

再
考
し

よ
う
と
い

う
わ
け
だ

。

　

こ

の

学
派
に

関
連
す
る

資
料
と

し
て

京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
の

所

蔵
資
料
を

取
り
L
げ
た
い

。

同
研
究
所
（

一

九
四

九

設
立）

は
、

東
方
文

化
学
院
京

都
研
究
所
（
一

九
二

九
設
立
）

、

独
逸
文

化
研
究

所
（
一

九
三

三

設
立
）

、

（

旧）

人

文
科
学
研

究
所
（

一

九

三
九

設
立
）

と

い

う
目
的
も

設

置
者
も
異
な
る

三

つ

の

機
関
が

「

世

界
文
化
の

総
合
的
研
究
」

と
い

う

理

念
の

下

に

統
合
さ
れ

た
も

の

で

あ
る

。

こ

れ

ら

が

そ
れ

ぞ
れ
「

東
方

部
」

「

西

洋
部
」

「

日

本
部
」

に

継
承
さ
れ
、

さ
ら
に
二

〇

〇
〇

年
、

「

西

洋
部
」

「

日

本
部
」

が

「

人

文
部
」

に

統
合
さ

れ、

現

在
に

至
っ

て

い

る
。

　

近
年、

所
蔵
さ

れ

て

い

た

非
現
用
文

書
の

残
存
状
況
を

確
認
す
る

と
、

そ
の

顕
著
な

不
均

衡
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

東
方
部、

西
洋
部、

日
本
部

の

関
連
文
書

残
存
旦

里

が

単
純
な
三

等
分
と
は

な
ら
ず、

お

よ

そ
八

対
一

対

一

と
い

う
割
合
と
な
っ

た

の

だ
。

要
因
は

い

く
つ

か

考
え
ら
れ
る

が
、

後

継
団
体
の

「

歴
史
意
識
」

が

大
き
く
作
用
し

て

い

る

と
推
測
さ
れ
る

。

す

な
わ
ち、

研
究
所
の

伝

統
を
こ

と
さ
ら
に

尊
重

す
る

「

冷
た
い

社
会
」

東

方
部
と
、

そ
れ
を
か
た

く
な
に

捨
て

去
ろ

う
と

す
る

「

熱
い

社
会
」

人

文

部
と
い

う
対
比
が
叮
能
と

な
る

。

そ
し
て

皮
肉
な
の

は
、

「

冷
た

い

社
会
」

東
方
部
の

ほ

う
が、

資
料
の

蓄
積
に

基
づ

い

た
「

発
展
史

」

を
有
す
る
の

に

対
し、

「

熱
い

社
会
」

人

文
部
の

ほ

う
が、

資
料
の

欠
如
の

た

め
「

発

展
史
」

を
持
ち
得
な
い

と
い

う
逆
説
的
状
況
に

帰
結
し
て

い

る
こ

と
だ

。

　
こ

の

こ

と
は

「

資
料
」

を

考
え
る

に
際
し
て、

］

つ

の

糸
口
を
与
え
る

だ
ろ

う。

一

般
に

過
去
の

情
報
は
、

記
号
に

書
き
記
さ

れ

る

か、

モ

ノ

の

形
を

保
つ

か
、

カ
ラ

ダ
に

刻
み

込
ま
れ
る

か、

そ
の

い

ず
れ

か
で

し
か

伝

わ
ら

な
い

が、

こ

の

三

者
は

思
い

の

ほ

か

補
完
的
だ

。

と
い

う
の

も、

記

号

情
報
は

何
ら
か
の

物
理
的

媒
体
を

要
求
し

、

か

つ

そ
れ

は

「

保
持
者
」

を

要
求
す
る

か
ら

だ
。

そ
し

て

そ
の

保
持

者
の

「

歴
史
意
識
」

が
存
在
状

況
を

規
定
す
る

と
い

う
こ

と
は、

逆
に

い

え
ば
、

資
料
の

存
在
状
況
そ

れ

自
体
が
、

対

象
と

な
る

「

出

来
事
の

一

端
」

だ
と
い

う
こ

と

に

も
な
る
。

付
け
加
え
れ
ば

、

そ
の

よ

う
な
存
在
状
況
に

介
入
し

そ
れ
を

「

資
料
」

化

す
る
の

は
、

結
局
の

と
こ

ろ、

研
究
主
体
の

問

題
意
識
と

探
索
能
力
で

あ

る
。

ま
と
め
る

と
、

ヒ

ト
と
モ

ノ

と

記
号
の

相
互

補
完
的
状
況
に

研
究
主

体
が

介
入

す
る

場

所
に
「

資
料
」

は

発
生

す
る

。

こ

う
し
た

認
識
の

下

に、

近
代
宗
教
研
究
の

新
た
な
領
野
が

切
り
開
か
れ
る

は

ず
だ

。

正

徳
寺
資
料
か

ら
見
え
る

戦
前
の

仏
教
国
際
化

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

吉
永

　
進
一

　
近
代
仏
教
史
研
究
に

新
し
い

波
が

あ
る

と

す
れ
ば
、

ひ
と

つ

は

理
論
的

な

方
向
で

の

変
化
で

あ
る

。

他
の

宗
教

研
究
の

諸
領
域
で

の

成
果
を
踏
ま

え
て

、

従
来、

研
究
の

規

範
と
な
っ

て

き
た

吉
田
久
」
、

柏
原
祐
泉、

池

田

英
俊
ら
の

枠
組
み

を
、

ど

う
拡
張
し

、

ど

う
継
承
し

て

い

く
か

と
い

う

問
題
が

あ
る

。

も

う
一

方
に、

こ

れ
と

通

底
し
て

、

一

次
資
料
の

見
直
し

が
あ
る

。

こ

れ

は
さ

ら
に

二

つ

の

方
向
が
あ

り
、

最
近

発
表
さ
れ

た

精
神

主

義
の

著
者
を
め

ぐ
る

研
究
が
端
的
に

示

す
よ

う
に

、

近
代
仏
教
史
の

有

名
人
物
に
つ

い

て

も
実
は
ま
だ

研
究
は

十
分
で

は
な
い

。

も

う
一

方
は

、

今
ま
で

埋
も
れ
て

き
た
事
件
に
光
が
当
た
り、

文
脈
づ

け
ら
れ
、

歴
史
的

な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
場
合
で

あ
る

。

た

と

え
ば
、

明

治
二

二

年
の

オ
ル

コ

ッ

ト

の

来
日

が
、

ア

ジ

ア

全

体
の

仏
教

復
興
に

お

け
る

神
智

学
の

意

義、

あ
る
い

は

欧
米
に
お
け
る

仏
教
受
容
で

の

神
智
学
の

役

割
と
い

っ

た

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

か
ら、

よ

う
や
く
歴
史
的
事
件
と

し
て

記
述
さ
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
の

は

比
較
的
最
近
の

こ

と
で

あ
り、

な
い

も
の

と

さ
れ
て
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き
た

事
件
が、

見
え
る
よ

う
に
な
っ

て

き
た

の

も
新
し
い

動
き
で

あ
る

。

　

近
代
仏
教
の

場
合、

ま

ず
定
期
刊
行
物
ま
で

遡
っ

て

み

る
だ
け
で

も
、

歴
史
の

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ
は
か
な
り
異
な
っ

て

く
る

。

あ
る

事
柄
の

文

脈
や
布
置
を

把
握
す
る

た
め
に

は、

必
要
な

記
事
を
ピ

ン

ポ
イ
ン

ト
で

読

む
だ
け
で

は

な
く、

そ
の

事
柄
か

ら

面
的
に、

さ
ら
に

は

他
の

雑
誌
を

含

め
て

、

横
断
的
に

雑
誌
を

読
ん

で

い

く
の

が

理
想
で

あ
る

。

そ
う
で

あ
れ

ば、

す
べ

て

の

雑
誌
を

読
む
こ

と

は

不
可

能
で

あ
る

以
上

、

信
頼
に

足
る

記

事
目

録
が

不
可
欠
に

な
っ

て

く
る

。

し

か

し、

明
治
の

仏
教
雑
誌
研
究

は

あ
ま

り
進
ん

で

い

な
か

っ

た

の

が

実
情
で

あ
る

。

今
後、

雑
誌
の

読
み

込
み

が

進
め

ば、

事
件
や

人

物
の

見
え
方
も
変
わ
っ

て

く
る

だ

ろ

う
。

個

人
の

書
簡
や
日
記
な
ど

の

研

究
も
ま
だ

ま
だ

進
ん

で

い

な
い

が、

求
道
会

館
の

近
角
常
観
資
料
研

究
の

よ

う
に
優
れ
た

成
果
も
あ
が
っ

て

い

る
。

本

発
表
で

扱
う
正
徳

寺
の

宇
津
木
二

秀
（

一

八
九
三

1
一

九
五
一
）

の

資
料

も、

そ

う
し
た
活

字
化
さ

れ
る

前
の

手
稿、

書

簡
、

名
刺

、

写
真
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
モ

ノ

か

ら
な
っ

て

い

る
。

本
発

表
で

は
、

実
際
の

調
査
の

手

順
に

触
れ
な
が
ら
、

モ

ノ

の

発
見
と
意
味
の

発

見
と
い

う
二

重
の

意
味
で

の

発
見
の

具
体
的

な
過
程
を

報
告
し
た
い

。

　

宇
津
木
二

秀
は
、

ロ

サ
ン

ゼ

ル

ス

の

開
教
師
で

あ
り、

龍

谷
大
学
な
ど

で

英
文
の

教
員
を

務
め

た

人
物
で

あ
る

。

〉
匹

巴
Φ

〉
膩
 
o

の

論

文
しロ
 

⇔−

辞

二
〇
 

い

磐
 

ω
ロ
N
に

眠

曽
畠

→
『
oo

ω

8
げ

鴫

ヨ

智
O

髱

で
、

ビ

ア

ト
リ
ス

鈴
木
が

運
営
し
て

い

た

神
智
学、

大
乗
ロ

ッ

ジ
の

中
心
人
物
と

し
て

名
前

が
あ
が

っ

て

お

り
、

仏

教
書
の

英
訳
は

あ
る

が
、

著
作

も
少
な
い

た

め

に、

そ
の

名
前
は

ま
っ

た
く
知
ら
れ

て

い

な
い

。

し
か
し
彼
が
住
職
を
し

て

い

た

正
徳
寺
に

は、

そ
の

国
際
的
な
人
脈
を
示
す
書
簡、

名
刺、

写

真

な
ど

が
多
数
眠
っ

て

い

た
。

　

貴
重
な

資
料
の

ひ

と

つ

は
、

§
討

§
§執
象

と

題
す
る

雑

誌
と
、

ζ
甲

け

昌
穹
p

＞
臨。

6・
o
∩

す
口
o
嵩

の

名

簿
で

あ
る

。

一

九
一

五

年
に

結
成
さ

れ、

雑
誌
は

翌
年
に

は

終
刊
に

な
っ

て

い

る
。

宇
津
木
が

運

営
に

協
力
し

た
こ

の

協
会
の

中
心
人

物
は

、

浄
土

真
宗
で

得
度
し
た

W
・

マ

ク

ガ
バ

ン

と
臨

済
宗
で

得
度
し
た
M
・

T
・

カ

ー

ビ
ー

で

あ
る

。

欧
米
人
の

大
乗
仏
教
で

の

帰
依
と

修
行
と
い

う
こ

と
で

は
、

最
も
早
い

例
に
な
る

。

短
命
に

は

終

わ
っ

た

が、

大
乗
仏
教
の

欧
米
へ

の

流
布
と

い

う
点
か

ら
す
れ

ば
、

か
な

り
重
要
な
団
体
で

あ
る

。

参
加
者
の

点
か
ら
す
る
と
、

大
乗
協
会
の

後
継

と

も
三
口

え
る

も
の

が

大
乗
ロ

ッ

ジ
で

あ

り、

書
簡
か
ら
は

ビ

ア

ト
リ

ス

が

信
頼
し
て

い

る

様
子
が

う
か
が
え
る

。

写
真
か
ら
も

、

宇
津

木
の

人

脈
が

い

か
に

広
い

範
囲
に

及
ん

で

い

た
か
が

分
る

。

　

正
徳

寺
資
料
の

発
見
と

解
読
は

、

学
知
の

相
対

化
を

含
む
仏
教

史
の

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ
の

変
化、

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
を

介
し
た
情

報
交
換

、

若

手

研
究

者
の

出
現、

デ

ジ

タ

ル

技
術
に

よ

る

資
料
の

伝

達
や

保
存
の

容
易

化
な
ど

、

理
由
は
あ
げ
ら
れ
る

が
、

近
代
仏
教
で

は

資
料
が
い

ま
だ

豊
富

に

残
っ

て

い

る

と
い

う
の

が

最
大
の

理
由
で

あ
る

。

逆
に

言
え
ば
、

代
が

交
替
す
る

と

消
滅

す
る

危
険
性
は

大
き
い

と

い

う
こ

と
で

あ
り、

そ
こ

に

資
料
調
査
を
急
ぐ
理
由
が

あ
る
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と
ま

と
め

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

大
谷

　
栄
一

　
吉
永、

岡
田、

谷
川

、

大
谷
は

、

共
同

研
究
「

近
代
宗
教
の

ア

ー

カ

イ

ヴ

構
築
の

た
め

の

基

礎
研

究
」

（
科
研
費
・

基
盤

研
究
（
B

）

、

代

表
者
冖

大
谷、

二

〇
一
一

−
一

四

年
度）

に

取
り

組
ん
で

お
り、

本
パ

ネ
ル

は
そ

の

中
間
報
告
で

あ
る

。

今
回
は
、

調
査
・

研
究
の

対
象
と

な
る
資
料
の

探
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