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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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索
や

整
理

、

保
存
の

過
程
に

注
目
し、

各
自
の

フ

ィ

ー
ル

ド
ワ

ー

ク
に
お

け
る

資
料
（
史
料
）

調
査
の

「
調
査
履
歴
」

を

開
示

す
る

こ

と
で
、

近
代

宗
教
史
（
近

代
仏
教
史
∀

研
究
の

調
査
論、

資
料
論
を

検
討

す
る

こ

と
を

め
ざ
し
た

。

　

岡
田

報
告
で

は
、

梵
暦
運
動
の

多
彩
な

活
動
を
各
地
に

残
る

史
料
を
も

と

に

再

構
成
し

、

広
範
な
運
動
の

全

体
像
に

迫
る

た
め
の

調
査
経
験
が

報

告
さ
れ
た

。

谷
川

報
告
で

は
、

佐
田

介
石

に

関
す
る

史

料
調
査
の

歴
史
的

経
緯
が
説
明
さ
れ、

そ
の
一

次

史
料
の

引
き

継
ぎ
と
整
理
の

結
果

、

明
ら

か
に

な
っ

た
こ

と

が

示
さ

れ
た

。

菊
地

報
告
で

は
、

民

俗

学
に
お

け
る

「

資
料
」

の

定
義
と

類
型
が

提
示
さ
れ、

京
都

大
学
人

文
科

学
研
究
所
の

所
蔵
資
料
を

事
例
と

し
た
資
料
批
判

論
が
提
起
さ
れ
た

。

最

後
の

吉
永
報

告
で

は
、

資
料
を

文
脈
化
・

物

語
化

す
る

た

め
の

三

つ

の

物
語
（
小
さ

な

物
語、

中
く
ら
い

の

物
語、

大
き
な

物
語）

が
示
さ
れ
、

正
徳
寺
所
蔵
の

宇
津
木
二

秀
の

資
料
調
査
で

浮
か
び
上
が
っ

た
発
見
や
問
題
が
指
摘
さ
れ

た
。

　

各
報
告
者
に

対
す
る
大
谷
の

コ

メ

ン

ト
は
、

以
下
の

通
り
で

あ
る

。

岡

田
報
告
に

は
、

（

こ

工

藤
康
海
の

措

定
し
た

梵
暦
運
動
の

全
体
像
と

は
違

っ

た

全

体
像
を

描
く
こ

と

も
で

き
る
の

か
？

　（
二
）
ス

タ

ン

フ

ォ

ー

ド
大

学
へ

の

留
学
を

通
じ

て

全
く
違
う
視
座
か
ら

自
分
の

研
究
対
象
を
見
つ

め

直
し

た
と
の

述

懐
が

あ
る

が
、

そ
れ
は
、

吉
永
の

い

う
「

大
き
な

物
語
」

の

習
得
な
の

か
？

　
谷
川
報
告
に

は
、

（

三
∀

浅
野
研
真
や

上

坂
倉
次
の

調

査
の

方

法
の

有

効
性
と
は

何
か

。

ま
た
、

二

人
の

方
法
に

は

同
時
期
の

明

治
仏
教

史
編
纂
所
の

影
響
が

あ
る

の

か

？

　（
四）

調
査

履
歴
の

共
有
に

よ

る
実
証
研
究
の

信
頼
性
の

確
保
と
い

う
が

、

そ
の

学
問
的
意
味
は

？

　
菊

地

報
告
に

は
、

（

五
）

京
大

文
化

史
学

派
の

研
究
で

は
、

大
学
以

外
に

ど

の

よ

う
な
フ

ィ

ー

ル

ド
が

あ
る
の

か

？

　（
六
）

過

去
の

情
報
は

「

記
録

（

α
06

⊆

巳
 

昌
冖）
」

の

み

な
ら

ず、
「

記
憶
（

ヨ
Φ

ヨ
o

蔓）
」

と
し
て

も
継
承

さ
れ

る

の

で

あ
れ
ば
、

当
該
対
象
の

「

記
憶
」

は

ど
の

よ

う
な

抽
出
で

き

る

の

か
？

　
吉
永
報
告
に

は
、

（
七）
自

身
の

中
で、

三
つ

の

物
語
は
ど

の

よ

う
に

位
置
づ

け
ら
れ

て

い

る

か

？

　
（

八
）

資
料
調
査
と
い

う
点
で
、

海

外
の

研

究
者
と

ど
の

よ

う
に

協
力
が

で

き
る

か
？

　
と
の

質
問
を
そ
れ

ぞ

れ
投
げ
か
け
た

。

そ
の

リ

プ
ラ

イ

と
し
て

、

岡
田
か
ら
は、

（

一
）
近

年
の

調
査
で

、

工

藤
が

探
求
し

な
か
っ

た
明

治
期
の

梵
暦
運

動
の

実

態
が

明
ら

か
に

な

り
つ

つ

あ
る

、

（

二
）
ヘ

イ

ド
ン
・

ホ
ワ

イ
ト
の

方
法
論
を
直

接
学

ぶ

こ

と
で
、

「

伝
統
と
近

代
」

や

「

排
仏

論
と

護
法

論
」

と
い

っ

た

従

来

の

図
式
を
相
対
化
し
て

、

日

本
の

近
代
と
宗
教
の

問
題
（
具
体
的
に

は

梵

暦）

を
再
考
で

き
る
よ

う
に

な
っ

た
。

谷
川
か
ら
は

、

（

三
）

浅
野
の

方
法

は

史
料
・

情
報
の

発
掘
の

点
で

は

有
効
だ
が、

上

坂
が
地
道
に
収
集
・

整

理
に

努
め

た

の

と
は

異
な

り
、

信
頼
関
係
の

構
築
な
ど

史
料
探
索
に

お

け

る
丁
寧
さ
を

欠
い

た

点
で

問
題
を
孕
ん

で

い

た、
（
四
）

方
法
や
体
験
の

伝

授、

実
証
手
続
き
の

確
か
さ
と
そ
の

限
界
の

明
示、

さ
ら
に

は

史
料
収
集

過
程
そ
れ

自
体
を
「

研
究

史
」

と

し
て

重
視
す
る

点
で

も、

学
問
的
意
味

が
あ
ろ

う。

菊
地
か
ら
は、

（

五
）

彼
ら

の

訪
れ
た

調
査
地
や
留
学
先
な
ど

と
の

関
連
も
当
然
浮
か
び
上

が
り、

そ
の

よ

う
な
関
連
諸
地
域
の

ネ
ッ

ト

ワ

ー

ク

と
し

て

フ

ィ

ー
ル

ド
を
構
想
し

得
る
、

（
六）

当
事
者
の

教
え
子
た

ち
に

伝
え
ら

れ
た

記
憶
も、

貴
重
な
手
が
か

り
と

考
え
て

い

る
。

た

だ
、

総
体
的
に

近
い

過
去
で

あ
る

が
故
に

、

関
係
者
に

対
す
る

配
慮
も
肝
要
と

な
っ

て

く
る

。

吉
永
か
ら
は

、

（
七
）

「

小
さ

な
物
語
」

に

耳
を

傾
け
る

べ

き
で

あ
り、

そ
れ

を
つ

み
か

さ
ね
る

こ

と
で
、

新
し
い

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

を
生
む
こ

と
が

で

き
る
、

（
入）

海
外
で

は

す
で

に

国
を

越
え
て

イ

ン

タ

（781）59
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ー

ネ
ッ

ト

を

活
用
し

て

の

共
同
研
究
が

始
ま
っ

て

い

る
。

今
後
は

日

本
在

住
の

海
外
の

研
究
者
の

助
け
を

借
り
つ

つ
、

日
本
発
信
の

国
際
的
な

共
同

研
究
や

持
続
的
に
情
報
を
交
換
し

あ

う
よ

う
な
場
が
必
要
で

は

な
い

か
。

以
上

の

よ

う
な

リ
プ

ラ

イ
が
な
さ

れ

た
。

　

今
回
の

パ

ネ
ル

で

明
ら
か
に
な
っ

た

課
題
に
応
え
る
た
め、

今
後
も
共

同
研
究
を
継
続
し
て

い

き
た

い
。

移
民
と

宗
教
を

結
ぶ

ホ
ー

ム

ラ
ン

ド
へ

の

ノ

ス

タ
ル

ジ
ア

　
　
　
代
表
者
　
藤
野

　
陽
平

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
三

木

　
　
英

　
　
　
　
司
会
　
白
波

瀬
達
也

ハ

ワ

イ

日
系
宗
教
に

お

け

る

現
地
適

応
と

「

日
本
」

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

高
橋
　
典
史

　

本
発
表
の

前
半
で

は
、

理

論
的

な

整
理
を

行
う
こ

と
に

よ

り
、

本
パ

ネ

ル

の

試
み
の

要
点
を
説
明
し

た
。

そ
の

次
に

、

発
表
者
が

こ

れ

ま
で

研
究

を

進
め

て

き
た
ハ

ワ

イ

を

事
例
に

取
り
上

げ
て
、

現
地
の

日

系
仏

教
関
係

者
た

ち
の

く

ホ
ー

ム

ラ

ン

ド
V

へ

の

〈

ノ

ス

タ

ル

ジ

ア〉

に

関
わ
る

言
説

を

考
察
す
る

こ

と

に

よ

り、

移
民
の

宗
教
が

供
給
す
る

集
合
的
な
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

変
遷
の
一

例
を
、

世
代
の

問
題
に

着
目
し
つ

つ

示
し
た

。

ハ

ワ

イ
の

日
系
移
民
は
一

世
紀
を

こ

え
る

歴
史
を
有
し
て

お

り、

現
在
で

は

ホ

ス

ト

社
会
に

か
な

り
の

程
度

適
応
し

て

い

る

と
い

え
る

。

そ

の

た

め
、

本
発
表
で

は
、

本
パ

ネ
ル

で

論
じ
て

い

く
多
様
な
移
民
の

宗
教
を
考

え
る

う
え
で

の

出
発
点
と
な
る

事
例
と

し
て
、

ハ

ワ

イ
の

日
系
仏
教
の

日

系
移
民
と
の

関
わ

り
の

変
遷

を
提
示
し

た

の

で

あ
る

。

　

そ

も
そ
も、

移

民
の

宗
教
と
は
、

制
度
に

お
い

て

は

宗
教

活
動
の

ほ

か、

移

民
た
ち
の

生

活
上

の

互
助
機
能
や

文
化
機
関
等
と

し
て

の

役

割
を

担
い
、

意
味
に

関
し
て

は

聖
俗
両
面
に

関
わ

る
移
民
の

集
合
的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

資
源
と

な
り

う
る

存
在
で

あ
る

。

一

方、

移
民
と
は

、

〈

ホ

ー

ム

ラ

ン

ド
〉

か
ら

切
り
離
さ

れ

た

人
び
と
で

あ
る

た
め
、

〈
ホ

ー

ム

ラ

ン

ド
〉

へ

の

〈

ノ

ス

タ
ル

ジ

ア
〉

を
抱
え
つ

つ

、

新
た
な
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

模
索
を
強
い

ら
れ
る

状
況
に
置
か
れ
る

。

そ
れ
ゆ

え
本
パ

ネ
ル

で

は
、

宗
教
が

、

異
国
に

お
い

て

そ
こ

に

集
う
移
民
た

ち
に

〈

ホ
ー

ム

ラ

ン

ド
〉

へ

の

く
ノ

ス

タ

ル

ジ
ア
V

と

い

う
点
で、

い

か
な
る

意
味
を

提
供
し

て

い

る

の

か

を

検
討
す
る
こ

と
を
テ

ー

マ

に

掲
げ
た

。

　

さ

て
、

一

九

世
紀
末
以

降
、

日

本
か
ら

の

移
民
を
追

う
よ

う
に

数
多
く

の

日

系
宗
教
教

団
が
ハ

ワ

イ
へ

渡
っ

て

い

っ

た
。

な
か
で

も
浄
土

真
宗
本

願

寺
派
を
代
表
と

す
る

日

系
仏

教
は

、

ハ

ワ

イ
の

H
系
社
会
に

お

け
る

宗

教
の

中
心
的

な
位

置
を

占
め

て

い

っ

た
。

こ

う
し
た

日

系
仏

教
の

寺
院

は
、

第
二

次
世
界
大
戦
以

前
の

日

系
移

民
に

と
っ

て

は
、

一

般
的
な

宗
教

活
動
だ

け
で

な

く、

日

本
の

言
語
文
化
を

提
供
す
る

機
関
と
し

て

も
重
要

な

役
割
を
担
っ

た
。

　

布
教
開
始
当
初、

キ

リ

ス

ト

教
勢
力
に

対
抗
心

を

抱
い

て

い

た

日
系
仏

教
は、

日

本
国
内
の

延

長
線
上

で
、

「

海
外

同
胞
」

で

あ
る

仏
教
徒
を

救

う
と

い

う
姿
勢
で

臨
ん

だ
。

し

か

し

時
代
が

下
り、

ア

メ

リ
カ

社
会
で

排

日
の

風
潮
が
高
ま
っ

て

い

く
と
、

日

系
仏
教
に
も
現
地
適
応、

す
な
わ

ち

「

ア

メ

リ

カ

化
」

の

志
向
が
生

ま
れ

て

い

く
。

し
か

し
、

い

わ
ゆ

る

排
日
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