
149

「東洋学術研究」第47巻第２号

鎌倉仏教と現代

鎌
倉
仏
教
と
現
代

　
　
　

│
日
本
的
在
家
仏
教
展
開
の
起
点
と
し
て

前
川
健
一

は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
仏
教
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
著
し
い
在
家
性

に
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
僧
侶
が
戒
律
を
守
ら
な
い
と
い
う
マ
イ

ナ
ス
の
面
と
、
在
家
者
が
僧
侶
と
は
独
立
に
主
体
的
に
活
動
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
面
と
が
あ
る
。
両
者
は
現
象
的

に
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
出
家
者
と
在
家
者
と
が
仏
道
修
行
の

上
で
同
等
で
あ
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
に
は
一
致
す

る
。
こ
う
し
た
日
本
的
在
家
仏
教
の
形
成
を
鎌
倉
時
代
の
仏
教

に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

１　

仏
教
に
お
け
る
出
家
と
在
家

　

初
期
仏
教
な
ら
び
に
、
そ
れ
を
継
承
し
た
部
派
仏
教
に
お
い

て
は
、
仏
道
修
行
の
目
的
は
涅
槃
で
あ
り
、
律
に
も
と
づ
き
出

家
し
た
比
丘
・
比
丘
尼
の
み
が
そ
こ
に
到
達
で
き
る
と
さ
れ
る
。

在
家
者
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
へ
の
布
施
に
よ
っ
て
善
根
を
積
む

の
み
で
、
出
家
者
と
在
家
者
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と

見
な
さ
れ
る（１
）。

　

一
方
、
大
乗
仏
教
で
は
、
成
仏
が
目
標
と
さ
れ
る
。
こ
の
立

場
か
ら
す
る
と
、
在
家
者
も
成
仏
を
目
指
す
「
菩
薩
」
と
し
て
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位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
大
乗

仏
教
が
在
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
全
く
な
い
。

日
本
で
は
、
か
つ
て
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
が
有
力
で
あ
っ
た

が
、今
日
の
仏
教
学
界
で
は
否
定
的
な
意
見
が
多
い（２
）。
ま
た
、『
法

華
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
経
典
の
多
く
は
、
出
家
者
に
よ

る
修
行
を
前
提
と
し
て
お
り
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
、
出
家
・

在
家
の
関
係
は
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、『
法
華
経
』

「
法
師
品
」
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
言
葉
が
見
ら
れ
る（３
）。

「
当
知
是
諸
人
等
已
曽
供
養
十
万
億
仏
、
於
諸
仏
所
成
就
大

願
、
愍
衆
生
故
、
生
此
人
間
」

「
当
知
此
人
是
大
菩
薩
、
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
哀

愍
衆
生
、
願
生
此
間
、
広
演
分
別
妙
法
華
経
」

「
当
知
是
人
自
捨
清
浄
業
報
、
於
我
滅
度
後
、
愍
衆
生
故
、

生
於
悪
世
、
広
演
此
経
」

　

こ
れ
ら
の
経
文
で
「
是
人
」「
此
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、

『
法
華
経
』
を
受
持
し
供
養
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の

は
、
既
に
仏
に
等
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
衆
生
を
救
済
す
る

た
め
に
、
悪
世
に
生
ま
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
梵
本
で
は
、

こ
の
部
分
は
、
菩
薩
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
一
般
に
使
わ
れ
る

「
善
男
子
、
善
女
人
」（kulaputra, kuladuhitr̊

）
を
主
語
と
し
て

お
り
、
さ
ら
に
直
前
の
箇
所
で
、『
法
華
経
』
を
聞
い
た
四
衆
（
男

女
の
出
家
者
・
在
家
者
）
そ
の
他
が
菩
薩
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が

明
言
さ
れ
て
い
る（４
）の
で
、
結
局
、
在
家
で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、『
法

華
経
』
を
受
持
し
て
い
る
も
の
は
、
本
来
仏
に
等
し
い
も
の
で

あ
り
、
自
ら
の
誓
願
に
よ
っ
て
各
自
の
姿
を
示
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、「
寿
量
品
」
に
お
い
て
、
遥
か
な

昔
に
仏
と
な
っ
た
釈
尊
が
、
そ
の
後
も
様
々
な
す
が
た
を
示
し

な
が
ら
衆
生
を
教
化
し
て
き
た
と
説
か
れ
る
の
と
、
完
全
に
対

応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
出
家
か
在
家

か
と
い
う
の
は
、
本
人
の
誓
願
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

仏
道
修
行
の
上
で
本
質
的
な
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
き
わ
め
て
ラ
ジ
カ
ル
な
認

識
で
あ
る
が
、『
法
華
経
』
そ
の
も
の
は
、「
安
楽
行
品
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
出
家
者
を
主
な
担
い
手
と
し
て
想
定
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る（５
）。
ま
た
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
現
実
か
ら
す

れ
ば
、
出
家
者
以
外
に
高
度
な
仏
教
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と

の
で
き
る
集
団
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、『
法
華
経
』
が
抱
懐
し
て
い
た
こ
の
主
張
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が
そ
の
ま
ま
「
仏
説
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
出
家
と
在
家

　

中
国
に
お
い
て
は
、
家
系
の
存
続
を
重
視
す
る
「
孝
」
の
倫

理
が
既
に
確
立
し
て
い
た
た
め
、
仏
教
の
出
家
と
い
う
修
行
方

法
は
強
い
批
判
を
受
け
た
。
一
方
、
仏
教
の
側
も
、
輪
廻
を
前

提
と
す
る
仏
教
修
行
に
よ
っ
て
こ
そ
既
に
亡
く
な
っ
た
親
族
へ

の
孝
行
・
報
恩
が
可
能
に
な
る
と
し
、
仏
道
修
行
の
結
果
と
し

て
悟
り
を
得
る
こ
と
が
真
実
の
報
恩
で
あ
る（６
）と
応
酬
し
た
。

　

一
方
、
廬
山
の
慧
遠
（
三
三
四
〜
四
一
六
）
と
親
交
を
結
ん
だ

謝
霊
運
（
三
八
五
〜
四
三
三
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
早
い
時
期

よ
り
在
家
仏
教
者
の
活
動
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
流
れ
は
連
綿
と

続
き
、
民
国
初
め
の
楊
文
会
（
一
八
三
七
〜
一
九
一
一
）
に
ま
で
至

る
。
そ
う
し
た
在
家
仏
教
者
の
中
に
は
、
李
通
玄
（
六
三
五
〜

七
三
○
）
や
袁
宏
道
（
一
五
六
八
〜
一
六
一
○
）
の
よ
う
に
影
響
力

の
あ
る
著
作
を
残
し
た
者
も
い
る
。
ま
た
、
在
家
仏
教
者
の
活

躍
を
説
く
『
維
摩
経
』
は
広
く
人
気
を
集
め
た
。

　

こ
う
し
た
現
象
は
、
思
想
史
的
に
は
、
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
〜

四
一
三
）
の
来
朝
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
を
優
位
に
置
く
価
値
判

断
が
支
配
的
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

仏
道
修
行
の
目
的
が
成
仏
に
あ
り
、
在
家
も
出
家
も
菩
薩
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
、
在
家
と
出
家
と
の
差
異
が
便
宜
的

な
も
の
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
的
な
環
境
か

ら
言
え
ば
、
中
国
社
会
に
お
い
て
は
、
出
家
す
る
に
は
、
原
則

と
し
て
国
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
ま
た
、
出
家
者
以
外
に
も
、
高
度
な
仏
教
教
理
を
理
解

し
う
る
知
識
人
階
層
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
、
理
由
と
し
て

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
方
、国
家
に
よ
る
統
制
が
厳
し
か
っ
た
た
め
、

出
家
と
在
家
の
身
分
的
区
別
は
明
確
で
あ
っ
た
。
中
国
に
お
い

て
は
、
独
自
の
社
会
環
境
に
適
応
す
る
た
め
、『
梵
網
経
』
に
説

く
大
乗
戒
や
禅
宗
の
清し
ん

規ぎ

な
ど
が
生
み
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が

律
に
取
っ
て
か
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で

出
家
自
体
は
律
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　

朝
鮮
仏
教
は
日
本
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
元
暁
（
六
一
七
〜
六
八
六
）
の

存
在
で
あ
る
。
彼
は
新
羅
仏
教
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
仏
教
を
代
表

す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
大
思
想
家
で
あ
る
が
、
還
俗
し
て
家
族

と
暮
ら
し
な
が
ら
仏
道
を
行
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
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在
家
仏
教
者
に
大
乗
仏
教
の
理
想
を
見
る
と
い
う
心
性
が
働
い

て
い
る
と
思
う
が
、
朝
鮮
仏
教
の
歴
史
の
中
で
は
元
暁
は
例
外

的
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
仏
教
の
担
い
手
は
出
家
者
で
あ
っ
た
。

　

中
国
に
お
い
て
も
朝
鮮
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、

近
世
に
お
い
て
は
儒
教
が
大
き
な
位
置
を
占
め
、
仏
教
は
冷
遇

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
、
仏
教
は
厳
し

い
統
制
下
に
置
か
れ
、
仏
教
徒
自
身
も
自
ら
を
律
す
る
こ
と
を

強
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

３　

日
本
的
在
家
仏
教
と
は
何
か

　

日
本
的
在
家
仏
教
と
い
う
と
き
、
そ
の
特
徴
は
出
家
者
が
律

（vinaya

）
お
よ
び
戒
（śīla

）
を
守
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
出
家

者
と
は
本
来
「
律
」
に
も
と
づ
い
て
教
団
を
構
成
す
る
者
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
日
本
に
は
厳
密
に
言
え
ば
出
家
者
は
存
在
し

な
い
。
各
仏
教
教
団
が
独
自
に
認
定
す
る
職
能
的
な
身
分
と
し

て
の
僧
侶
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
近
代
に
入
る
と
僧

侶
の
妻
帯
が
一
般
的
と
な
り
、
僧
侶
の
子
が
僧
侶
と
な
る
場
合

が
普
通
な
の
で
、
一
種
の
家
業
と
化
し
て
い
る
。

　

在
家
者
の
活
動
と
い
う
こ
と
で
は
、
仏
教
伝
来
以
来
、
在
家

の
仏
教
信
者
は
多
数
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
出
家
者
に
匹
敵
す

る
よ
う
な
業
績
を
残
し
た
も
の
は
い
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
『
三

宝
絵
詞
』
を
著
し
た
源
為
憲
（
一
○
一
一
没
）
と
『
日
本
往
生
極

楽
伝
』
を
著
し
た
慶
滋
保
胤
（
九
三
一
？
〜
一
○
○
二
）
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
両
者
と
も
純
粋
の
教
理
書
で
は
な
い
。
こ
れ
は
仏
教

典
籍
が
漢
文
で
書
か
れ
、
そ
れ
を
理
解
し
う
る
知
識
層
が
十
分

に
育
た
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
よ
う
。
ま
た
典
籍
が
寺
院
に

秘
匿
さ
れ
、
一
般
の
手
に
届
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う

点
も
考
慮
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
日
本
仏
教
の
出
発
点
（
和
国
の

教
主
）
と
し
て
「
聖
徳
太
子
（
厩
戸
皇
子
）」
の
事
跡
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
三
経
義
疏
」
著

作
な
ど
「
聖
徳
太
子
」
の
事
跡
の
中
に
は
、
史
実
と
し
て
疑
わ

し
い
も
の
が
少
な
く
な
い（７
）が
、
彼
が
古
来
尊
崇
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
は
、
元
暁
の
場
合
に
似
た
大
乗
仏
教
的
在
家
観
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　

在
家
者
が
独
自
の
存
在
と
し
て
活
動
し
始
め
る
の
は
、
近
代

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
長
松
日
扇
（
一
八
一
七
〜
一
八
九
○
）
を

先
駆
と
す
る
）。
近
世
に
お
い
て
、
僧
侶
は
実
質
上
幕
府
の
出
先

機
関
の
よ
う
に
し
て
、
寺
請
と
い
う
か
た
ち
で
住
民
の
掌
握
・
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管
理
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
地
域
住
民
を
檀
家
と
し
て
葬
祭
の

執
行
を
行
う
の
が
主
た
る
収
入
源
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
中
国

や
朝
鮮
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
僧
侶
は
一
定
の
権
力
を

得
る
と
と
も
に
、
固
定
し
た
寺
檀
関
係
の
中
で
信
仰
が
弛
緩
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
在
家
の
篤
信
者
は
い
た
が
、
彼
ら

は
多
く
の
場
合
僧
侶
の
指
導
を
受
け
て
お
り
、
独
自
の
教
団
組

織
や
教
義
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
江
戸
幕
府
は
そ

の
よ
う
な
活
動
を
厳
し
く
規
制
し
て
い
た
。

　

現
代
の
日
本
仏
教
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
僧
侶
妻
帯
そ
の
も

の
は
近
代
に
始
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
淵
源
は
律
や
戒
を

相
対
化
す
る
姿
勢
に
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
日
本
的
在
家

仏
教
の
起
点
を
鎌
倉
仏
教
に
求
め
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
牽
強
付

会
と
は
言
え
な
い
。
鎌
倉
時
代
は
律
に
も
と
づ
く
出
家
と
い
う

シ
ス
テ
ム
が
最
終
的
に
敗
退
し
た
時
期
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

４　

鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
戒
律
と
葬
祭

　

日
本
に
お
い
て
は
律
に
も
と
づ
く
出
家
制
度
は
短
命
で
あ
っ

た
。
鑑
真
の
来
朝
（
七
五
四
年
）
に
よ
っ
て
律
が
本
格
的
に
も
た
ら

さ
れ
た
後
、
ほ
ど
な
く
し
て
最
澄
（
七
六
七
〜
八
二
二
）
に
よ
る

大
乗
戒
壇
の
設
立
（
八
二
三
年
勅
許
）
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る（８
）。

今
日
か
ら
見
れ
ば
、
最
澄
の
仏
教
認
識
は
イ
ン
ド
の
現
実
を
知

ら
な
い
誤
解
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
真
俗
一
貫（９
）」
と
い

う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
彼
の
戒
律
観
そ
の
も
の
は
大
乗
仏
教
の

仏
道
観
の
一
つ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
理
解
し
う
る
。「
出
家
も

在
家
も
大
乗
の
菩
薩
と
し
て
は
共
通
の
戒
で
十
分
で
あ
り
、
律

を
受
け
る
の
は
小
乗
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
観
点
で
は
、
出
家
の
固
有
の
役
割
と
い
う
の

は
不
分
明
で
あ
る
。
ま
た
、
戒
に
は
律
と
違
っ
て
罰
則
が
な
い

か
ら
、
教
団
の
規
律
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
最
澄
自
身
の
高

邁
な
理
想
と
は
う
ら
は
ら
に
、
実
際
に
は
精
神
面
の
み
が
強
調

さ
れ
、
破
戒
・
無
戒
が
横
行
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
律
に
も
と
づ
く
南
都
で
も
、
破
戒
・
無
戒
は
珍

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
な
が
ち
大
乗
戒
の
み
が
問

題
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
大
乗
戒
壇
の
設
立
が
律
の
意
義

を
相
対
化
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
時
代
に
律
の
復
興
を
目
指
し
た
の
が
叡
尊
（
一
二
○
二
〜

九
○
）
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
真
言
律
宗
」
と
呼
ば
れ
、
鎌
倉

期
に
お
い
て
は
一
時
大
き
な
勢
力
を
獲
得
し
た
が
、
や
が
て
衰
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退
し
て
い
っ
た
。
律
の
復
興
は
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
で
あ
る

が
、
律
は
あ
く
ま
で
修
行
の
前
提
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は

仏
道
修
行
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
叡
尊
を
見
る
限
り
、
律

を
復
興
し
た
後
、
何
を
す
る
か
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
あ
ま

り
無
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
（
10
）。

思
想
的
に
言
え
ば
、
そ
の
点
が
、

叡
尊
や
そ
の
弟
子
の
忍
性
（
一
二
一
七
〜
一
三
○
三
）
と
い
っ
た
カ

リ
ス
マ
的
な
指
導
者
が
世
を
去
っ
た
後
、
真
言
律
宗
が
衰
退
に

向
か
っ
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
は
、
浄
土
宗
と
禅
宗
と
日
蓮
教
団
で

あ
る
（
日
蓮
教
団
は
、
こ
の
時
点
で
は
「
日
蓮
宗
」
と
い
う
宗
派
名
を

名
乗
っ
て
い
な
い
）。
こ
れ
ら
の
共
通
点
は
、
室
町
時
代
に
お
い
て

大
教
団
を
形
成
し
て
、
日
本
仏
教
の
主
流
を
な
し
た
こ
と
に
あ

る
。
そ
れ
故
、
鎌
倉
時
代
に
出
現
し
た
創
始
者
た
ち
に
何
か
思

想
的
共
通
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
宗

派
が
い
づ
れ
も
天
台
宗
に
淵
源
を
持
つ
こ
と
は
、
本
稿
の
関
心

か
ら
言
う
と
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
は
律

を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
最
澄
の
主
張
は
日
本
の
常
識
的
見
解

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

鎌
倉
新
仏
教
、
特
に
法
然
・
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
と
い
っ
た

祖
師
た
ち
に
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
後
継
者
た
ち

の
宗
派
が
日
本
仏
教
の
主
流
を
形
成
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
仏
教
史
全
体
を
視
野
に
収
め
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
評
価

は
い
さ
さ
か
当
を
失
し
た
「
身
贔
屓
」
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
日
本
的
在
家
仏
教
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
仏
教

の
あ
り
方
を
生
み
出
す
出
発
点
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
仏
教
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
在
家
者
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木

閑
『
出
家
と
は
な
に
か
』（
一
九
九
九
、
東
京
・
大
蔵
出
版
）

五
六
〜
六
一
頁
参
照
。
律
に
も
と
づ
く
在
家
者
と
出
家
者
の
関

係
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
青
木
保
『
タ
イ
の
僧
院
に
て
』（
一

九
七
六
年
、
中
央
公
論
社
）
が
活
写
し
て
い
る
。

（
２
）
在
家
起
源
説
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』

（
一
九
六
八
、東
京
・
春
秋
社
。
増
補
版
は『
平
川
彰
著
作
集
』三
・

四
、
一
九
八
九
〜
一
九
九
○
、
東
京
・
春
秋
社
）。
平
川
説
の

批
判
的
検
討
は
、グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
、下
田
正
弘
、佐
々

木
閑
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
今
日
で
も
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
。
在
家
起
源
説
は
仏
塔
崇
拝
を
大
乗
仏
教
成
立
の
基
盤
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鎌倉仏教と現代

と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
杉
本
卓
洲
『
イ
ン
ド
仏
塔

の
研
究
』（
一
九
八
四
、京
都
・
平
楽
寺
書
店
）
が
重
要
で
あ
る
。

（
３
）
大
正
蔵
九
・
三
○
下
一
三
〜
二
六
。
創
価
学
会
版
『
妙
法
蓮
華

経
並
開
結
』
三
五
五
〜
三
五
七
頁
。
梵
本
の
対
応
箇
所
はK

ern 
&
 N
anjio pp.225-227.

（
４
）  K

ern &
 N
anjio p.225 l5.　

漢
訳
で
は
『
正
法
華
』（
大
正
蔵

九
・
一
○
○
中
二
○
）・『
妙
法
華
』（
大
正
蔵
九
・
三
○
下
六

〜
七
。『
開
結
』
三
五
四
頁
）
と
も
単
に
未
来
の
作
仏
が
予
言

さ
れ
る
だ
け
だ
が
、梵
本
で
は
明
確
に
「
こ
れ
ら
全
て
は
菩
薩
・

摩
訶
薩
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
安
楽
行
品
で
は
「
菩
薩
摩
訶
薩
の
親
近
処
（
交
際
範
囲
）」
と

し
て
、
世
俗
生
活
を
遠
離
す
る
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
出
家
者

を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
６
）「
棄
恩
入
無
為
、
真
実
報
恩
者
（
世
俗
の
恩
を
捨
て
涅
槃
の
境

地
に
入
る
こ
と
が
、
真
実
の
報
恩
で
あ
る
）」
と
の
フ
レ
ー
ズ

が
有
名
で
あ
る
。『
法
苑
珠
林
』に「
清
信
士
度
人
経
に
云
は
く
」

と
し
て
出
る（
大
正
蔵
五
三
・
四
四
八
中
四
）。
東
ア
ジ
ア
で
は
、

出
家
の
儀
式
の
際
に
唱
え
る
言
葉
と
さ
れ
た
（
道
宣
『
四
分
律

刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』、
大
正
蔵
四
○
・
一
五
○
上
二
○
）

（
７
）な
お
、石
井
公
成
教
授
は
漢
文
表
現
上
の
特
徴
か
ら「
三
経
義
疏
」

は
日
本
人
の
著
作
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
二
○
○
八
年
度
印

度
学
仏
教
学
会
学
術
大
会
）。

（
８
）
最
澄
の
大
乗
戒
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。Paul Groner, 

Saichō: T
he Establishm

ent of the Japanese T
endai 

School. Berkeley: Berkeley Buddhist Studies Series, 

1984.

（
９
） 『
山
家
学
生
式
』（
天
台
法
華
宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式
）伝
全
一
・

一
七
。

（
10
）
た
と
え
ば
、
真
言
律
宗
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
、
文
殊
信
仰
に

も
と
づ
く
非
人
供
養
は
、
も
と
も
と
忍
性
が
主
唱
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
真
言
律
宗
の
様
々
な
活
動
を
ど
う
統
一
的
に
理
解
す

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
全

体
と
し
て
見
れ
ば
、
場
当
た
り
的
に
様
々
な
実
践
を
取
り
込
ん

で
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

（
ま
え
が
わ　

け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


