
こ
の
た
び
、
末
木
文
美
士
氏
に
よ
り
、
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』
（
法
藏

館
）
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
目
次
に
よ
り
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で

斗
納
》
フ
（
》
Ｏ

序
章
鎌
倉
仏
教
へ
の
視
座
（
鎌
倉
仏
教
諭
の
課
題
／
平
安
仏
教
か

ら
鎌
倉
仏
教
へ
／
院
政
期
仏
教
の
再
検
討
／
本
書
の
構
成
）

Ｉ
伽
と
密

第
一
章
顕
密
体
制
論
の
再
検
討
（
一
）
ｌ
黒
田
俊
雄
説
を
め
ぐ
っ

て
（
問
題
点
／
鎌
倉
仏
教
諭
の
系
譜
／
思
想
史
、
宗
教
史
の
方
法

論
／
顕
密
体
制
論
／
仏
教
革
新
運
動
論
／
い
か
に
し
て
批
判
的
で

あ
り
う
る
か
）

第
二
章
顕
密
体
制
論
の
再
検
討
（
二
）
ｌ
平
雅
行
著
『
日
本
中
世

の
社
会
と
仏
教
』
を
め
ぐ
っ
て
（
問
題
点
／
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て

／
異
端
派
を
め
ぐ
っ
て
／
『
選
択
集
』
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
／
そ
の

他
の
問
題
点
）

第
三
章
顕
と
密
（
問
題
点
／
顕
密
関
係
論
の
形
成
と
展
開
／
遼
・

道
殿
『
顕
密
円
通
成
仏
心
要
集
』
と
そ
の
射
程
）

末
木
文
美
士
著

『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
Ｉ
思
想
史
の
立
場
か
ら
』

三
木
彰
円

Ⅱ
法
然
と
そ
の
周
辺

第
一
章
初
期
の
思
想
形
成
（
語
録
の
問
題
点
／
「
往
生
要
集
」
釈

書
／
そ
の
他
の
文
献
）

第
二
章
『
三
部
経
大
意
』
（
本
書
の
概
観
／
至
誠
心
釈
を
め
ぐ
っ

て
／
そ
の
他
の
諸
問
題
）

第
三
章
新
宗
の
開
創
と
そ
の
論
理
（
〈
新
仏
教
〉
を
め
ぐ
る
議
論
／

新
宗
へ
の
批
判
／
開
宗
の
論
理
）

第
四
章
寛
容
と
非
寛
容
ｌ
法
然
門
下
の
諸
行
観
（
問
題
点
／
天
台

に
お
け
る
寛
容
と
非
寛
容
／
法
然
に
お
け
る
非
寛
容
／
法
然
門
下

に
お
け
る
寛
容
と
非
寛
容
）

Ⅲ
明
恵
と
そ
の
周
辺

第
一
章
明
恵
の
思
想
展
開
（
生
涯
／
思
想
解
釈
の
問
題
点
／
仏
光

観
の
実
践
と
理
論
）

第
二
章
明
恵
の
釈
迦
信
仰
（
建
久
九
年
の
明
恵
／
『
随
意
別
願

文
』
の
釈
迦
信
仰
／
明
恵
の
釈
迦
信
仰
に
関
す
る
補
足
）

第
三
章
明
恵
と
光
明
真
言
（
光
明
真
言
の
展
開
／
明
恵
に
お
け
る

光
明
真
言
／
光
明
真
言
の
理
論
／
光
明
真
言
土
砂
加
持
／
結
び
）

Ⅳ
本
覚
思
想
の
形
成

第
一
章
本
覚
思
想
に
お
け
る
心
の
原
理
（
本
覚
思
想
研
究
の
現
状

／
『
本
無
生
死
偶
』
を
め
ぐ
っ
て
／
『
本
無
生
死
偶
』
に
お
け
る

心
の
原
理
／
心
の
原
理
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
／
〔
翻
刻
〕

本
無
生
死
偶
〈
金
沢
文
庫
本
〉
）

第
二
章
本
覚
思
想
と
浄
土
教
Ｉ
『
妙
行
心
要
集
』
の
場
合
（
念
仏

と
観
心
／
本
書
の
概
観
／
本
書
の
思
想
（
一
）
ｌ
白
毫
観
ｌ
／
本
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書
の
思
想
（
二
）
ｌ
浄
土
教
思
想
の
展
開
ｌ
）

第
三
章
偽
書
の
形
成
ｌ
伝
南
岳
三
部
書
と
伝
忠
尋
釈
書
（
問
題
点

／
伝
南
岳
三
部
害
／
伝
忠
尋
釈
書
）

第
四
章
〈
批
判
仏
教
〉
の
再
検
討
（
批
判
仏
教
の
経
緯
／
批
判
仏
教

の
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
反
応
／
批
判
仏
教
に
関
す
る
私
の
関
与

／
批
判
仏
教
に
対
す
る
現
在
の
私
見
）

結
章
仏
教
の
民
衆
化
を
め
ぐ
っ
て
（
鎌
倉
仏
教
は
民
衆
的
か
／
法

然
、
親
驚
の
民
衆
観
／
も
う
一
つ
の
民
衆
観
）

本
書
は
、
著
者
が
一
九
七
○
年
代
に
発
表
さ
れ
た
二
篇
の
論
文
（
Ⅱ
第

一
・
二
章
）
及
び
書
き
下
ろ
し
五
篇
を
含
む
近
年
の
論
文
を
中
心
と
し
て

椛
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
の
要
点
に
つ
い
て
は
、
著

者
自
身
が
序
章
第
四
節
に
「
本
書
の
構
成
」
を
設
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ

を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
何
よ
り
な
の
で
あ
る
が
、
「
鎌
倉
仏
教
」

に
つ
い
て
、
法
然
と
明
恵
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
そ
の
二
人
の
思
想
を

考
え
て
い
く
上
で
、
基
本
的
に
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
史
的
背

景
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
対
し
て
、
資
料
に
基
づ
き
つ
つ
系
統
的
か
つ

多
岐
の
視
点
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
本
書
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、

本
書
の
基
本
的
な
方
法
は
、
仏
教
学
の
立
場
か
ら
教
理
思
想
文
献
を

読
み
込
み
、
解
釈
し
て
、
そ
れ
を
思
想
史
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
仏
教
研
究
は
仏
教
学
・
宗
学
・

歴
史
学
の
そ
れ
ぞ
れ
が
縄
張
り
を
作
っ
て
棲
み
分
け
、
仏
教
学
は
、
王

と
し
て
イ
ン
ド
・
中
国
の
仏
教
を
扱
い
、
日
本
仏
教
の
研
究
は
、
宗

学
と
歴
史
学
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
思
想
文
献

を
宗
派
的
偏
見
な
し
に
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

棲
み
分
け
体
制
を
打
ち
壊
し
、
日
本
の
仏
教
思
想
の
流
れ
を
き
ち
ん

と
思
想
史
的
に
跡
づ
け
た
い
と
い
う
の
が
、
一
貫
し
て
私
の
求
め
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作
業
が
な
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
思
想
を
よ

り
広
い
社
会
の
諸
動
向
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
連
関
の
中
に
置
く
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
「
は
じ
め
に
」
）

と
そ
の
方
法
論
と
そ
れ
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
る
が
、

そ
の
点
に
お
い
て
、
著
者
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
各
分
野
の
棲
み
分
け
と
相

互
不
干
渉
」
に
よ
る
「
硬
直
状
態
」
（
八
頁
）
の
前
で
し
ば
し
ば
当
惑
せ

ざ
る
を
得
な
い
筆
者
に
と
っ
て
は
、
各
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
問
題
点
、
さ
ら

に
は
明
恵
の
思
想
の
全
体
像
の
把
握
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

き
て
、
「
鎌
倉
仏
教
」
を
我
々
が
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
時
、
そ
の

中
軸
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
は
、
法
然
と
い
う

仏
教
者
で
あ
る
。
「
鎌
倉
仏
教
」
は
、
法
然
を
嗜
矢
と
し
、
法
然
を
軸
と

し
て
展
開
さ
れ
た
仏
教
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
日
頃
そ
の
法
然
に
つ
い

て
親
鶯
を
通
し
て
学
ぶ
者
と
し
て
、
「
Ⅱ
法
然
と
そ
の
周
辺
」
と
い
う
著

者
の
論
考
か
ら
思
う
と
こ
ろ
を
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

著
者
は
法
然
の
思
想
形
成
の
過
程
に
対
し
て
、
Ⅱ
第
一
章
・
第
二
章
に

お
い
て
考
察
を
加
え
、
さ
ら
に
Ⅱ
第
三
章
「
新
宗
の
開
創
と
そ
の
論
理
」

に
お
い
て
、
法
然
に
お
け
る
「
浄
土
宗
」
と
い
う
「
新
宗
」
の
成
立
に
つ

い
て
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
全
体
の
構
成
へ
注
目
し
な
が
ら
考
察
さ
れ

て
い
る
。
著
者
は
『
選
択
集
」
（
建
久
九
年
、
一
一
九
八
）
が
、
後
に

『
興
福
寺
奏
状
』
（
元
久
二
年
、
一
二
○
五
）
の
提
示
す
る
「
新
宗
」
創
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設
の
「
教
判
・
伝
灯
・
勅
許
」
と
い
う
三
条
件
の
う
ち
、
「
教
判
・
伝
灯
」

に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
『
選
択
集
』

の
教
判
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
『
選
択
集
」
に
対
し

て
、

「
選
択
集
」
全
体
が
あ
る
意
味
で
教
判
論
の
壮
大
な
体
系
を
な
し
て

い
る
。
（
一
六
八
頁
）

と
い
う
位
置
づ
け
を
し
、

そ
の
教
判
論
は
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
。
（
一
七
六
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
二
重
性
」
に
つ
い
て
は
、

第
一
に
、
第
一
章
に
お
け
る
人
師
道
棹
に
よ
る
聖
道
・
浄
土
二
門
判

で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
聖
道
川
が
完
全
に
否
定
さ
れ
る
の
か
ど
う

か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
第
四
章
以
下
に
お
け
る
釈

迦
の
選
択
、
特
に
第
三
一
章
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
釈
迦

が
そ
の
経
典
に
お
い
て
念
仏
の
み
に
優
越
性
を
与
え
、
他
の
諸
教
・

諸
行
を
否
定
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
、
二
章
で
人
師
の
釈

を
通
し
て
主
張
さ
れ
た
拾
・
剛
・
閣
・
棚
の
偏
執
性
は
、
第
一
二
章

に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
一
七
七
頁
）

と
位
置
づ
け
た
上
で
、
法
然
の
こ
の
教
判
が
「
果
た
し
て
十
分
に
人
を
納

得
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
一
七
七
頁
）
と
い
う
疑
義
を
提
示
し
て

い
る
Ｏ

著
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
見
解
が
導
か
れ
て
く
る
基
点
に
あ
る
こ
と
は
、

著
者
の
『
選
択
集
』
第
一
、
二
章
に
対
す
る
位
置
づ
け
、
特
に
第
一
教
相

章
に
対
す
る
位
置
づ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
「
選
択
集
』
第

一
、
二
章
に
つ
い
て
、
そ
の
依
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
道
緯
・
善
導
と

い
う
人
師
の
釈
」
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
見
た
上
で
、

第
一
、
二
章
は
我
々
衆
生
の
側
か
ら
次
第
に
諸
宗
・
諸
行
か
ら
称
名

一
行
へ
と
、
限
定
に
限
定
を
加
え
て
追
い
つ
め
て
い
く
過
程
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
衆
生
の
側
の
選
択
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
一
七
○

頁
）

と
言
う
。
そ
の
第
一
章
（
教
相
章
）
に
対
し
て
は
、
「
ま
さ
に
立
教
の
教

判
を
提
示
す
る
箇
所
で
あ
り
、
そ
れ
が
道
棹
に
拠
っ
て
い
る
の
は
論
拠
と

し
て
弱
い
よ
う
に
見
え
る
」
（
一
七
一
頁
）
が
、
『
選
択
集
」
の
教
判
の
体

系
が
持
つ
「
二
重
性
」
と
い
う
点
で
、

第
一
章
の
暖
昧
さ
は
、
こ
の
章
が
あ
く
ま
で
も
導
入
的
な
意
味
を
持

つ
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
少
し
で
も
外
と
の
摩
擦
を
避
け

た
い
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
一
七
一
頁
）

と
述
べ
る
。

し
か
し
、
『
選
択
集
』
全
体
の
中
で
、
教
判
を
主
題
と
す
る
こ
の
一
章

は
、
著
者
が
言
う
よ
う
に
「
導
入
的
な
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
だ
け

で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
章
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
も
述
べ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
『
選
択
集
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
一
章
（
教
相
章
）
・
第

二
章
（
二
行
章
）
を
通
し
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
先

（
本
）
」
と
法
然
が
提
起
す
る
「
選
択
本
願
念
仏
」
た
る
称
名
念
仏
一
行

に
、
そ
の
視
点
が
限
定
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
限
定

を
必
然
す
る
基
点
と
な
る
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
道
棹
の
『
安
楽

集
」
に
よ
る
文
、
こ
と
に
「
間
日
。
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
、
遠
劫
以
来
応

値
多
仏
。
何
因
至
今
、
価
自
輪
回
生
死
不
出
火
宅
。
」
と
い
う
問
い
は
、

法
然
に
お
け
る
教
相
判
釈
を
考
え
て
い
く
上
で
我
々
が
看
過
し
て
は
な
ら
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な
い
視
点
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
し
、

さ
ら
に
『
興
福
寺
奏
状
』
が
指
摘
す
る
「
新
宗
」
の
三
条
件
の
う
ち
、

「
勅
許
」
を
無
化
す
る
形
で
の
論
を
法
然
が
『
選
択
集
』
第
一
章
に
進
め

て
い
く
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
、
著
者
が
「
媛
昧
さ
」
を
見
る
道
緯
の
釈
文

か
ら
『
選
択
集
』
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
点
に
、
か
え
っ
て
我
々
が
窺
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
「
選
択
集
』
第
三
章
（
本
願
章
）
に
「
難
易
の
義
」
と
し
て

示
さ
れ
る
、
「
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
之
昔
、
被
催
平
等
慈
悲
、
普
為
摂

於
一
切
、
不
以
造
像
起
幣
等
諸
行
、
為
往
生
本
願
、
唯
以
称
名
念
仏
一
行
、

為
其
本
願
也
。
」
と
い
う
、
何
故
称
名
念
仏
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に

対
す
る
結
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、

弥
陀
の
選
択
を
一
行
に
限
る
と
い
う
制
限
を
付
け
れ
ば
確
か
に
成
り

立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
能
に
近
い
救
済
力
を
持
つ
弥
陀
で
あ
れ

ば
、
諸
行
も
念
仏
も
合
わ
せ
て
本
願
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で

あ
る
。
事
実
、
弥
陀
の
四
十
八
願
の
う
ち
、
第
十
九
、
第
二
十
噸
は

明
ら
か
に
諸
行
の
往
生
を
認
め
て
い
る
。
あ
え
て
そ
れ
ら
を
靴
視
し

て
念
仏
一
行
に
限
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
法
然
自
身
の
体
験
と
と
も
に
、

愚
癌
無
智
貧
窮
の
者
に
自
ら
の
立
場
を
置
く
強
い
社
会
意
識
が
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
一
七
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
然
に
お
け
る
教
判
の
眼
目
と
は
、
諸
行
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
念
仏
一
行
で
あ
る
の
か
と
い
う
意
識
に
立
つ

こ
と
を
自
明
と
す
る
仏
教
観
に
対
し
て
、
む
し
ろ
、
諸
行
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
何
故
衆
生
は
「
何
因
至
今
、
価
自
輪
回
生
死
不
出
火
宅
」
と
い

う
事
実
を
現
成
し
続
け
る
の
か
、
と
問
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

教
判
と
は
、
著
者
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

教
判
と
は
仏
教
の
諸
説
に
価
値
評
価
の
序
列
を
付
け
、
自
ら
の
依
る

説
が
仏
教
の
中
で
も
っ
と
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

理
論
で
あ
る
。
（
一
六
四
頁
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
証
明
の
理
論
が
求
め
ら
れ
る
根
底

に
あ
る
こ
と
は
、
教
判
の
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
者
に
お
け
る
、

「
仏
教
と
は
は
た
し
て
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
法
然

が
独
自
の
教
判
を
位
置
づ
け
て
い
く
『
選
択
集
』
第
一
章
に
お
い
て
、
何

よ
り
も
ま
ず
そ
の
章
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

『
安
楽
集
」
の
問
い
を
そ
の
ま
ま
借
り
る
形
で
、
そ
の
「
仏
教
と
は
何

か
」
と
い
う
問
題
か
ら
教
判
が
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
法

然
に
お
け
る
「
浄
土
宗
」
の
教
判
と
は
、
こ
の
「
一
切
衆
生
に
と
っ
て
仏

教
と
は
何
か
」
と
い
う
仏
教
観
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
す
る
問
い
の
も
と
に

立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
法
然
に
お
け
る
教
判
と

は
、
第
一
章
の
勢
頭
に
、
「
道
緯
禅
師
、
立
聖
道
・
浄
土
二
門
、
而
捨
聖

道
正
帰
浄
土
之
文
」
と
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
仏
教
と
は
何
か
」
と
い

う
こ
と
を
問
う
者
に
お
い
て
、
「
捨
て
て
・
帰
す
」
と
い
う
廃
立
の
具
体

相
が
実
現
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
十
全
な
答
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
他
の
教
判
と
は
一
線
を

画
し
て
、
同
列
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

著
者
は
「
靴
易
の
義
」
に
提
示
さ
れ
る
法
然
の
主
張
を
、
「
法
然
自
身

の
体
験
と
と
も
に
、
愚
擬
無
智
貧
窮
の
者
に
自
ら
の
立
場
に
置
く
強
い
社
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会
意
識
」
（
一
七
三
頁
）
と
い
う
点
に
帰
結
し
、
さ
ら
に
結
章
「
仏
教
の

民
衆
化
」
第
二
節
「
法
然
、
親
鴬
の
民
衆
観
」
（
四
○
七
頁
）
に
お
い
て

も
繰
り
返
し
そ
の
見
解
を
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
然
の
主

張
は
、
法
然
の
「
浄
土
宗
」
と
い
う
仏
教
観
に
深
く
関
わ
る
問
題
と
し
て

考
え
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
著
者
が
法
然
の

「
浄
土
宗
」
の
洲
宗
の
意
義
に
つ
い
て
、

奈
良
・
平
安
仏
教
の
八
宗
の
時
ま
で
は
、
英
語
で
の
ｇ
○
○
］
と
訳
さ

れ
る
よ
う
に
、
学
派
的
な
惟
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
が

ｍ
の
ｇ
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
法
然
の

浄
土
宗
に
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
で
も
、
法
然
に
お
け
る

開
宗
は
仏
教
史
を
川
す
る
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
（
一
六

七
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
も
深
く
関
わ
っ
て
、
「
八
宗
」
「
浄
土
宗
」
と

い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宗
」
の
あ
り
方
と
、
そ
の
「
宗
」
の
成
立
を
根
拠

づ
け
る
「
学
」
の
あ
り
方
と
そ
の
内
容
と
い
う
視
野
か
ら
、
仏
教
と
い
う

思
想
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
衆
生
が
ど
う
捉
え
ら
れ
、
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
法
然
の
「
浄
土
宗
」

を
問
う
者
全
体
に
対
す
る
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

フ
（
》
Ｏ

法
然
に
よ
る
「
浄
土
宗
」
と
い
う
一
宗
の
開
示
と
は
、
何
よ
り
も
仏
教

そ
れ
自
体
に
、
仏
教
と
は
一
切
衆
生
に
と
っ
て
は
た
し
て
何
で
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
者

に
お
け
る
根
元
的
な
事
柄
で
あ
り
、
か
つ
決
し
て
自
明
と
し
て
は
な
ら
な

い
仏
教
観
そ
の
も
の
が
、
白
日
に
曝
さ
れ
る
態
で
そ
こ
に
問
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
に
よ
る
「
浄
土
宗
」
の
開
示
と
は
、
仏
教
の
本
質

を
根
底
か
ら
問
う
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
法
然
の
仏
教
観
を
問
い
直
す
営
み
と
は
、
法
然
に
対
し
て
信
川
・
疑

誇
の
い
ず
れ
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
自
身
の

仏
教
観
の
本
質
と
決
定
的
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
に
お
い
て
法
然
を
問
お
う
と
す
る
営
み

は
、
我
々
自
身
の
仏
教
観
が
問
わ
れ
る
、
と
い
う
課
題
と
し
て
あ
る
こ
と

だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
、
筆
者
に
終
始

自
問
自
答
さ
れ
た
こ
と
は
、
自
ら
は
ど
こ
に
立
っ
て
仏
教
を
問
い
、
仏
教

に
何
を
問
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ

り
も
、
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
が
自
ら
の
研

究
の
方
法
論
と
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
著
者
の
仏
教
観
に
関
わ
っ

て
明
確
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
本
書
が
成
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
筆
者
が
記
し
た
こ
と
は
、
著
者
の
論

考
の
主
旨
に
対
し
て
的
を
得
な
い
言
辞
を
連
ね
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る

が
、
本
書
は
単
に
「
鎌
倉
仏
教
」
考
察
に
つ
い
て
の
視
点
を
提
起
す
る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
研
究
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
、
そ
の
立
場
と
方
法
論
と
の
碓
認
を
突
き
つ
け
る
書
で
も
あ
る
と
言
え

よ
う
。
著
者
の
研
究
の
姿
勢
は
、
既
刊
の
「
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
」

（
大
蔵
出
版
）
に
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
々
が
自
ら

の
仏
教
の
「
学
」
の
あ
り
よ
う
を
も
問
う
と
い
う
点
で
、
本
書
と
併
せ
て

読
む
べ
き
害
で
あ
る
と
言
え
る
。

○ ワ
Jj




