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オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
編

『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
教
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
六
年
）

石 

井
　
公 

成

　
「
戦
後
体
制
か
ら
の
脱
却
」
を
主
張
し
て
お
り
な
が
ら
、
理
想
化
さ
れ

た
戦
前
へ
の
復
帰
を
熱
望
す
る
ば
か
り
で
戦
後
や
そ
れ
以
前
の
歴
史
に
暗

い
人
物
が
総
理
大
臣
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
戦
後
歴
史
学
が
日
本
仏
教
を

ど
う
論
じ
て
き
た
か
を
検
討
し
た
本
書
は
、
ま
さ
に
意
義
あ
る
試
み
と
言

え
よ
う
。『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』
を
刊
行
し
、
こ
の
分

野
で
の
若
き
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
な
っ
た
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
編

集
し
た
本
書
は
、
ク
ラ
ウ
タ
ウ
の
「
序
文

─
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏

教
」
に
続
き
、
十
五
人
の
研
究
者
の
生
涯
と
学
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

年
齢
順
の
配
列
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
花
形
だ
っ
た
家
永
三
郎
（
一
九
一
三

〜
二
〇
〇
二
）
に
始
ま
り
、
大
き
な
問
題
提
起
を
な
し
た
黒
田
俊
雄
（
一

九
二
六
〜
一
九
九
三
）
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
戦
後
歴
史
学
が
親
鸞
を

尊
重
す
る
進
歩
派
の
研
究
者
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
見

直
し
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
。
古
田
紹
欽
、
中

村
元
、
石
田
瑞
麿
、
田
村
芳
朗
な
ど
、
歴
史
学
者
と
は
呼
べ
な
い
仏
教
学

者
も
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
学
者
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
考
慮
し
た

た
め
だ
ろ
う
。

　
「
序
文
」
で
は
、
戦
後
の
仏
教
史
学
者
た
ち
は
、
近
代
仏
教
に
お
け
る

「
革
新
的
」
な
思
想
や
運
動
を
「
仏
教
近
代
化
」
の
象
徴
と
と
ら
え
て
評

価
す
る
一
方
、
国
家
に
親
和
的
な
思
想
や
運
動
に
つ
い
て
は
「
封
建
的
残

滓
」「
皇
国
史
観
」
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
み
で
そ
の
歴
史
的
な

意
義
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
稀
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ

の
通
り
だ
。
た
だ
、
ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
そ
れ
に
続
け
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
後

は
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
だ
と
説
い
て

い
る
が
、
こ
の
面
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
な
か
ろ
う
か
。
皇
国
史
観
な
ど

は
、
伝
統
重
視
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
際
に
は
近
代
の
産
物
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
も
強
い
こ
と
な
ど
に
関
す
る
研

究
は
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
、「
本
書
も
二
十
一
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
仏
教
研

究
の
意
義
を
振
り
返
る
う
え
で
、
い
つ
の
日
に
か
、
考
察
の
対
象
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
そ
う
な
る
だ
ろ
う
が
、
現
時

点
で
一
点
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。「
序
文
」
が
菊
池
大
樹
「
笠
原
一
男

─
戦
後
歴
史
学
と
総
合
的
宗
教
史
叙
述
の
は
ざ
ま
」
の
概
要
を
説
明
す

る
に
あ
た
り
、「「
女
性
と
仏
教
」
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
論
述
し

た
笠
原
」
と
記
し
て
い
る
点
だ
。
こ
れ
は
、
菊
池
自
身
が
「
女
性
と
仏

教
」
と
い
う
節
を
設
け
て
論
じ
て
い
る
の
を
承
け
た
も
の
だ
が
、「
女
性

と
仏
教
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
高
ま
り
の
中
で
女
性

史
の
見
直
し
が
始
ま
っ
て
い
た
一
九
八
三
年
に
「
女
性
と
仏
教
」
と
い

う
論
文
を
発
表
し
た
大
隅
和
雄
や
女
性
史
の
西
口
順
子
を
発
起
人
と
し
、

「
研
究
会
・
日
本
の
女
性
と
仏
教
」
が
発
足
し
て
、
こ
の
両
人
の
編
集
で
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一
九
八
九
年
に
『
女
性
と
仏
教
』
シ
リ
ー
ズ
四
冊
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
広
ま
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
以
前
は
、
女
性
の
位
置
を
真
摯
に
検
討

し
よ
う
と
し
た
笠
原
に
し
て
も
「
女
人
往
生
」
と
い
っ
た
形
で
問
題
を
追

求
し
て
お
り
、
一
般
に
は
「
仏
教
と
女
性
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
女
性
と
仏
教
」
と
い
う
新
し
い
表
現
を
用
い

て
し
ま
う
と
、
笠
原
の
研
究
の
先
駆
性
と
、
先
駆
者
な
れ
ば
こ
そ
の
問
題

点
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
筆
者
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
大
学
の
講
義
で
触

れ
、
ク
イ
ズ
の
題
材
と
し
た
。
本
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
研
究
者
の
学

説
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
、「
こ
の
研
究
者
の
出
身
大
学
は
国
立
か
私
立

か
、
関
東
か
関
西
か
、
歴
史
学
か
仏
教
学
か
宗
学
か
、
僧
侶
か
そ
う
で
な

い
か
、
勤
務
先
は
ど
ん
な
大
学
、
学
科
か
」
な
ど
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
だ
。

イ
ン
ド
仏
教
の
文
献
的
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
東
大
の
印
度
哲
学
科
で
学

ん
で
大
学
院
に
も
進
ん
だ
後
、
京
大
の
国
史
学
科
に
入
り
直
し
、
真
言
宗

の
高
野
山
大
学
で
教
え
る
う
ち
に
庶
民
の
民
俗
的
な
信
仰
の
研
究
を
始
め
、

真
宗
の
大
谷
大
学
文
学
部
に
転
じ
て
研
究
を
大
成
し
た
五
来
重
の
場
合
は
、

さ
す
が
に
正
解
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
次
々
に
試
し
て
い
く
う
ち
に
、
か

な
り
当
て
る
学
生
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

研
究
者
の
説
が
そ
の
経
歴
・
政
治
的
立
場
・
時
代
背
景
な
ど
に
よ
っ
て
ど

れ
ほ
ど
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
本
書
で
こ

れ
ら
の
研
究
者
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
担
当
者
た
ち
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

を
読
む
我
々
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
反
省
材
料
と
な
る
。

　

以
下
、
個
々
の
論
文
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
ゆ
く
。
最
初
は
、
末

木
文
美
士
の
「
家
永
三
郎

─
戦
後
仏
教
史
学
の
出
発
点
と
し
て
の
否
定

の
論
理
」
だ
。
末
木
は
、
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
家
永
の
処
女
作
と

な
っ
た
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』
を
取
り
上
げ
て

解
説
し
、
本
書
の
構
図
が
以
後
の
家
永
の
著
作
の
基
本
構
図
と
な
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
肯
定
の
傾
向
が
強
い
日
本

に
お
い
て
、
否
定
の
論
理
を
生
か
し
た
最
初
は
聖
徳
太
子
で
あ
り
、
徹
底

さ
せ
た
の
は
親
鸞
だ
と
す
る
主
張
だ
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
宗
教
史
の
影
響

を
受
け
て
明
治
時
代
に
形
成
さ
れ
た
「
鎌
倉
新
仏
教
」
尊
重
の
図
式
を
、

西
洋
思
想
史
の
知
識
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
末

木
の
こ
の
論
考
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
行
や
鴨
長
明
な
ど
、
自
然
を
絶

対
者
の
よ
う
に
み
な
し
て
救
済
を
求
め
た
者
た
ち
に
着
目
し
た
『
日
本
思

想
史
に
於
け
る
宗
教
的
自
然
観
の
展
開
』（
一
九
四
四
年
）
を
、
今
で
も
示

唆
に
富
む
試
み
と
し
て
評
価
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
草
木
成
仏
説
の
研

究
者
で
あ
る
末
木
な
ら
で
は
の
着
眼
点
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
末
木
は
冒
頭
で
、
一
九
八
二
年
に
書
か
れ
た
家
永
の
「
私
の
研

究
遍
歴
」
が
、
戦
時
中
は
「
狂
気
の
よ
う
に
絶
叫
さ
れ
る
日
本
主
義
や
戦

争
謳
歌
の
風
潮
に
は
ま
っ
た
く
背
を
向
け
て
書
斎
の
内
の
作
業
に
の
み
心

を
集
中
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
戦
後
、
教
科
書
裁
判
を
戦
い
抜
き
、『
戦
争
責
任
』
を
著
し

た
家
永
が
、
戦
時
中
に
は
平
泉
澄
流
の
狂
信
的
な
皇
国
史
観
や
軍
国
主
義

に
反
発
し
、
敗
戦
直
後
の
に
わ
か
民
主
主
義
ブ
ー
ム
に
も
迎
合
し
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
と
断

言
し
き
れ
る
か
ど
う
か
。
家
永
は
、「
紅
旗
征
戎
、
吾
事
に
非
ず
」
と
う
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そ
ぶ
い
た
藤
原
定
家
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
た
う
え
で
、
傍
観
者
で
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
自
責
の
念
を
表
明
し
て
い
る
が
、
親
鸞
を
究
極
と
す
る
学

問
姿
勢
は
、
鎌
倉
新
仏
教
を
大
乗
仏
教
の
究
極
と
見
た
明
治
以
後
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
仏
教
史
観
と
無
縁
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
末
木
に
限

ら
な
い
が
、
こ
の
『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
教
』
で
は
、
取
り
上
げ
て
い

る
歴
史
学
者
当
人
や
彼
ら
に
影
響
を
与
え
た
人
物
た
ち
の
転
向
の
問
題
が

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

　

次
は
、
桐
原
健
真
「
服
部
之
総

─
「
生
得
の
因
縁
」
と
戦
後
親
鸞
論

の
出
発
点
」。
服
部
之
総
（
一
九
〇
一
〜
一
九
五
六
）
は
、
宗
教
を
民
衆
の

阿
片
と
見
る
講
座
派
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
、
親
鸞
を
高
く

評
価
し
、
左
翼
系
の
歴
史
学
者
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
桐

原
は
、
服
部
が
真
宗
寺
院
の
出
身
で
あ
っ
た
う
え
、
論
争
相
手
で
あ
っ
た

三
木
清
の
親
鸞
論
の
影
響
を
受
け
、
戦
後
、
親
鸞
研
究
に
打
ち
込
ん
で
い

く
う
ち
に
、
親
鸞
を
「
こ
の
世
に
お
浄
土
を
つ
く
る
」
人
物
と
し
て
再
発

見
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
祖
と
し
て
の
神
話
を
は
ぎ
と
り
、

「
農
民
と
女
性
」
と
と
も
に
あ
っ
た
人
間
親
鸞
を
教
団
か
ら
奪
還
し
て
復

活
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、「
農
民
と
女
性
」
を
解
放
す
る
こ
と
だ
と
服
部

は
考
え
た
と
い
う
。
服
部
の
親
鸞
解
釈
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
る
が
、
家

永
三
郎
が
自
分
の
学
説
を
裏
付
け
て
く
れ
る
主
張
と
し
て
高
く
評
価
し
た

こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

平
雅
行
「
井
上
光
貞

─
焼
け
跡
闇
市
世
代
の
歴
史
学
」
は
、
実
証

主
義
的
な
研
究
の
立
役
者
で
あ
っ
た
井
上
光
貞
（
一
九
一
七
〜
一
九
八
三
）

の
平
安
浄
土
教
研
究
は
、
没
落
す
る
中
下
級
貴
族
を
そ
の
主
体
と
見
た
も

の
だ
が
、
こ
れ
は
貴
族
の
家
柄
に
生
ま
れ
、
十
八
歳
の
時
の
病
気
で
進
学

が
遅
れ
た
自
ら
の
姿
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は

正
し
い
が
、
そ
う
し
た
面
や
井
上
の
研
究
の
弱
い
箇
所
を
強
調
す
る
こ
と

に
力
を
そ
そ
ぐ
反
面
、
仏
教
学
者
か
ら
も
評
価
さ
れ
た
井
上
の
学
問
的
な

意
義
に
関
す
る
説
明
が
少
な
い
。
時
代
の
空
気
が
井
上
の
浄
土
教
研
究
を

ゆ
が
め
た
と
批
判
し
た
平
は
、「
私
も
ま
た
い
つ
か
、
厳
し
く
批
判
さ
れ

る
日
が
や
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
が
、
批
判
は
既
に
な

さ
れ
て
い
る
。

　

林
淳
「
圭
室
諦
成

─
社
会
経
済
誌
の
日
本
宗
教
研
究
」
は
、「
葬
式

仏
教
」
と
い
う
語
で
知
ら
れ
る
圭
室
諦
成
（
一
九
〇
二
〜
一
九
六
六
）
が

社
会
経
済
誌
的
な
方
法
を
宗
教
史
に
導
入
し
た
意
義
を
重
視
し
て
い
る
。

林
に
よ
れ
ば
、
真
宗
寺
院
に
生
ま
れ
、
曹
洞
宗
寺
院
の
養
子
と
な
っ
た
圭

室
は
、「
祖
師
に
か
え
れ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
嫌
い
、
祖
師
の
思
想

を
偏
重
す
る
仏
教
研
究
を
不
十
分
と
見
て
、「
葬
祭
、
治
病
、
招
福
」
を

重
ん
じ
る
一
般
信
者
の
信
仰
と
、
彼
ら
に
支
え
ら
れ
て
生
活
し
て
い
た
一

般
僧
侶
の
あ
り
方
を
追
求
し
た
の
で
あ
り
、「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
語
は

単
な
る
批
判
で
な
い
と
い
う
。

　

大
澤
広
嗣
「
古
田
紹
欽

─
大
拙
に
近
侍
し
た
禅
学
者
」
は
、
仏
教
の

既
成
宗
派
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
禅
宗
と
仏
教
に
つ
い
て
思
想
史
・
文
化
史

の
幅
広
い
観
点
か
ら
研
究
を
進
め
た
古
田
紹
欽
（
一
九
一
一
〜
二
〇
〇
一
）

を
論
じ
た
も
の
。
古
田
が
先
駆
的
な
研
究
を
し
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
紹

欽
の
研
究
の
弱
い
面
、
問
題
点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

　

西
村
玲
「
中
村
元

─
東
方
人
文
主
義
の
日
本
思
想
史
」
は
、
世
界
的

日本思想史学49-書評-石井公成氏【再校】　　［出力］ 2017年9月27日　午後4時4分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学49〈2017〉　226

な
イ
ン
ド
思
想
・
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
者
で
あ
っ
た
中
村
元
（
一
九
一
二

〜
一
九
九
九
）
の
業
績
の
う
ち
、
江
戸
時
代
の
仏
教
に
批
判
性
や
合
理
性

な
ど
近
代
性
の
萌
芽
を
見
い
だ
し
た
点
に
注
目
し
た
も
の
。
中
村
は
東
西

の
幅
広
い
知
識
に
も
と
づ
い
て
論
じ
て
お
り
、
内
藤
湖
南
が
再
発
見
し
た

富
永
仲
基
に
つ
い
て
「
近
代
の
先
駆
け
」
と
明
言
し
、
思
想
史
に
位
置
づ

け
た
と
い
う
。
釈
尊
の
人
間
化
を
推
し
進
め
、
仏
教
を
近
代
的
観
点
か
ら

評
価
し
よ
う
と
し
た
中
村
の
功
績
は
大
き
い
が
、
宗
教
面
の
把
握
の
弱
さ

な
ど
問
題
点
も
指
摘
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

菊
池
大
樹
「
笠
原
一
男

─
戦
後
歴
史
学
と
総
合
的
宗
教
史
叙
述
の
は

ざ
ま
」
は
、
一
向
一
揆
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
笠
原
一
男
（
一

九
一
六
〜
二
〇
〇
六
）
を
と
り
あ
げ
、
研
究
領
域
と
主
張
の
変
化
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
を
意
識
し
つ

つ
、
一
向
一
揆
を
門
徒
農
民
・
下
級
武
士
・
職
人
な
ど
に
よ
る
「
反
封
建

闘
争
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
笠
原
は
、
批
判
を
受
け
て
親

鸞
の
思
想
と
東
国
農
民
の
関
係
の
研
究
へ
と
進
む
が
、
菊
池
は
そ
こ
に
ユ

ニ
ー
ク
さ
と
限
界
を
見
て
い
る
。
菊
池
が
取
り
上
げ
て
い
る
笠
原
の
「
女

性
と
仏
教
」
研
究
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
記
し
た
通
り
だ
。

　

岩
田
真
美
「
森
龍
吉

─
仏
教
近
代
化
論
と
真
宗
思
想
史
研
究
」
が
扱

っ
た
森
龍
吉
（
一
九
一
六
〜
一
九
八
○
）
は
、
熱
心
な
門
徒
の
家
に
生
ま

れ
、
龍
谷
大
学
で
真
宗
学
を
学
び
、
夕
刊
京
都
新
聞
の
論
説
委
員
や
文
化

部
長
と
し
て
仏
教
教
団
や
大
学
の
戦
争
責
任
の
追
求
す
る
記
事
を
書
き
、

レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
を
受
け
た
後
、
研
究
者
と
な
っ
た
人
物
だ
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
ほ
か
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
な
ど
の
宗
教
社
会
学
の

影
響
を
受
け
つ
つ
研
究
を
進
め
た
。
晩
年
に
は
真
宗
教
団
内
の
研
究
と
教

団
外
の
研
究
の
交
流
を
は
か
っ
て
お
り
、
岩
田
は
、
そ
の
一
例
を
、
近
代

に
な
っ
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
歎
異
抄
』
と
江
戸
時
代
に
発
達

し
た
『
教
行
信
証
』
の
研
究
を
交
差
さ
せ
る
べ
く
努
め
た
点
に
見
い
だ
し

て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
と
言
っ
て
良
い
。

　

引
野
亨
輔
「
柏
原
祐
泉

─
自
律
的
信
仰
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
」
は
、

近
代
仏
教
研
究
の
先
駆
と
称
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
中
世
か
ら
近
現

代
ま
で
幅
広
く
研
究
し
て
い
た
柏
原
祐
泉
（
一
九
一
六
〜
二
〇
〇
二
）
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
。
引
野
に
よ
れ
ば
、
柏
原
は
精
神
主
義
を
「
仏
教
の

近
代
化
」
と
い
う
よ
り
、
宗
教
そ
の
も
の
の
本
質
を
近
代
に
顕
彰
し
た
試

み
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
、
釈
雲
照
や
福
田
行
誡
ら
の
戒
律
復
興
主
義

は
従
来
の
教
団
へ
の
批
判
で
あ
っ
て
、
仏
教
本
来
の
立
場
の
確
立
を
求
め

つ
つ
近
代
仏
教
を
生
み
出
す
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
近
年
の
旧
仏
教
見
直
し
に
通
じ
る
視
点
で
あ
り
、
興
味
深
い
。

　

碧
海
寿
広
「
五
来
重

─
仏
教
民
俗
学
と
庶
民
信
仰
の
探
究
」
は
、
東

大
時
代
の
同
級
生
で
あ
っ
た
堀
一
郎
（
一
九
一
〇
〜
一
九
七
四
）
と
対
比

し
つ
つ
、
仏
教
民
俗
学
を
打
ち
立
て
た
五
来
重
の
学
問
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
。
五
来
は
、
柳
田
国
男
の
影
響
を
受
け
、
開
祖
や
教
団
中
心
の
仏
教

研
究
か
ら
離
れ
て
庶
民
の
信
仰
の
実
態
の
解
明
に
努
め
つ
つ
も
、
仏
教
を

完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
民
衆
が
共
同
で
お
こ
な
う
宗
教
実
践
こ

そ
が
「
御
仏
の
心
に
か
な
う
」
も
の
と
説
く
に
至
っ
た
と
い
う
。
碧
海
は
、

五
来
が
開
拓
し
た
世
界
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
主
張
に
は
教
理
や
教

団
や
政
治
が
庶
民
信
仰
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
無
視
す
る
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
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の
悪
い
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

繁
田
真
爾
「
吉
田
久
一

─
近
代
仏
教
史
研
究
の
開
拓
と
方
法
」
は
、

ま
さ
に
近
代
仏
教
研
究
者
の
代
表
で
あ
る
吉
田
久
一
（
一
九
一
五
〜
二
〇

〇
五
）
の
研
究
が
、
戦
時
下
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
と
兵
士
と
し
て
経
験

し
た
沖
縄
戦
の
経
験
を
原
点
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
繁
田

は
、
吉
田
の
研
究
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
内
面
性
と
い
う

面
で
「
精
神
主
義
」
を
評
価
し
、
社
会
性
と
い
う
面
で
「
新
仏
教
」
を
評

価
す
る
吉
田
の
論
調
は
、
そ
の
統
合
さ
れ
た
形
を
理
想
と
す
る
吉
田
の
批

判
的
立
場
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
固
い
二
分
法
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で

あ
り
、
吉
田
が
敬
愛
す
る
川
上
肇
な
ど
に
つ
い
て
は
割
り
切
れ
な
い
と
論

じ
て
い
る
。

　

前
川
健
一
「
石
田
瑞
麿

─
日
本
仏
教
研
究
に
お
け
る
戒
律
へ
の
視

角
」
は
、
日
本
仏
教
の
特
質
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
る
戒
律

の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
石
田
瑞
麿
（
一
九
一
七
〜
一
九
九
九
）
が
、
日
本

仏
教
の
社
会
福
祉
事
業
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
う
ち
に
菩
薩
戒
の
研
究
へ
、

さ
ら
に
戒
律
全
般
の
研
究
に
進
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
戒

律
の
反
面
で
あ
る
女
犯
に
関
す
る
石
田
の
研
究
も
重
要
だ
が
、
前
川
は
、

石
田
は
実
例
を
列
挙
す
る
の
み
で
「
な
ぜ
そ
う
な
の
か
」
に
関
す
る
点
が

弱
い
と
い
う
。
前
川
の
論
述
の
う
ち
で
興
味
深
い
の
は
、
石
田
は
戒
律
研

究
で
は
親
鸞
に
触
れ
ず
、
親
鸞
研
究
で
は
戒
律
に
触
れ
な
い
姿
勢
で
一
貫

し
て
い
た
と
い
う
点
だ
。
真
宗
の
寺
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
研

究
の
た
め
に
僧
籍
を
取
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
石
田
の
背
景
に
は
親
鸞
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

近
藤
俊
太
郎
「
二
葉
憲
香

─
仏
教
の
立
場
に
立
つ
歴
史
学
」
は
、
関

西
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
二
葉
憲
香
（
一
九
一
六
〜
一
九
九
五
）
に

つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
る
一
方
、
仏
教
本
来
の
立

場
を
重
視
し
、
ま
た
国
家
と
人
民
を
対
立
的
に
見
る
図
式
を
疑
っ
た
と
説

い
て
い
る
。
た
だ
、
二
分
法
に
よ
る
割
り
切
り
が
目
立
つ
こ
と
も
指
摘
し

て
お
り
、
そ
う
し
た
矛
盾
し
た
面
が
二
葉
の
特
色
な
の
だ
ろ
う
。
二
葉
は
、

馬
子
を
悪
玉
の
民
族
仏
教
、
聖
徳
太
子
を
善
玉
の
普
遍
仏
教
に
配
し
、
太

子
の
継
承
者
を
親
鸞
と
す
る
が
、
家
永
以
来
の
聖
徳
太
子
・
親
鸞
評
価
の

影
響
の
大
き
さ
が
痛
感
さ
れ
る
。

　

花
野
充
道
「
田
村
芳
朗

─
思
想
史
学
と
本
覚
思
想
研
究
」
は
、
鎌
倉

新
仏
教
至
上
主
義
を
見
直
す
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
仏
教
学
の

田
村
芳
朗
（
一
九
二
一
〜
一
九
八
九
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
田
村
は
、

天
台
本
覚
論
こ
そ
大
乗
仏
教
の
究
極
だ
と
し
た
島
地
大
等
や
宇
井
伯
寿
の

議
論
を
受
け
、
更
に
詳
細
に
検
討
し
て
こ
の
分
野
を
進
展
さ
せ
た
。
本
覚

論
文
献
の
成
立
年
代
を
め
ぐ
っ
て
田
村
と
盛
ん
な
論
争
を
お
こ
な
っ
た
花

野
は
、
田
村
が
法
華
宗
で
得
度
し
て
お
り
な
が
ら
布
教
活
動
と
学
問
と
を

峻
別
し
た
こ
と
を
、
自
分
自
身
の
経
歴
と
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
強
調
し
て
い

る
。
田
村
自
身
の
研
究
の
性
格
も
関
係
し
て
い
よ
う
が
、
歴
史
学
の
潮
流

と
の
関
係
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

　

最
後
は
、
鎌
倉
新
仏
教
・
旧
仏
教
の
図
式
以
来
と
な
る
大
き
な
枠
組
み

の
変
換
を
も
た
ら
し
た
黒
田
俊
雄
を
扱
っ
た
佐
藤
弘
夫
「
黒
田
俊
雄

─

マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
に
お
け
る
カ
ミ
の
発
見
」
だ
。
黒
田
は
、
戦
後
歴
史

学
を
リ
ー
ド
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
一
貫
し
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て
親
鸞
を
重
視
し
続
け
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
図
式
に
完
全
に

は
従
わ
な
い
形
で
新
た
な
中
世
史
像
を
描
い
て
み
せ
た
。
佐
藤
は
、
黒
田

は
親
鸞
が
対
峙
し
た
相
手
を
追
求
す
る
過
程
で
権
門
体
制
論
を
形
成
し
て

い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
も
う
一
人
の
枠
組
み
変
革
者
で
あ
っ
た
網
野
善

彦
の
主
張
と
対
比
し
つ
つ
、
黒
田
説
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

以
上
だ
。
本
書
の
有
益
さ
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
戦
後
歴
史
学

と
日
本
仏
教
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
見
取
図
と
な
っ
て
く
れ
る
意
欲
作

と
言
っ
て
良
い
。
全
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親

鸞
の
影
響
が
目
立
つ
。
十
五
名
の
う
ち
、
明
確
に
親
鸞
を
尊
重
す
る
立
場

で
研
究
し
た
の
は
、
家
永
、
服
部
、
笠
原
、
森
、
柏
原
、
石
田
、
二
葉
、

黒
田
の
八
名
に
及
ん
で
お
り
、
彼
ら
に
つ
い
て
論
じ
た
担
当
者
た
ち
に
も
、

や
や
異
な
る
形
な
が
ら
親
鸞
重
視
の
研
究
者
が
多
い
。
真
宗
は
、
明
治
政

府
の
宗
教
政
策
と
も
関
わ
っ
て
い
た
う
え
、
留
学
僧
を
多
数
送
り
出
し
て

近
代
仏
教
学
の
立
役
者
と
な
り
、
歴
史
学
・
仏
教
史
学
で
も
親
鸞
を
尊
重

す
る
僧
俗
の
研
究
者
を
多
数
輩
出
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
研
究

の
対
象
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
さ
に
本
書
の
テ
ー
マ
の
中
軸
に
位
置
す

る
存
在
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
真
宗
を
中
心
と
し
た
議
論
と
そ
う
で
な
い
議

論
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
の
試
み
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
「
序
文
」
で
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
研
究
者
と
し
て
、

堀
一
朗
、
竹
田
聴
州
、
田
村
円
澄
、
池
田
英
俊
そ
の
他
を
あ
げ
て
い
る
が
、

筆
者
と
し
て
は
そ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
に
、
さ
ら
に
市
川
白
弦
、
網
野
善

彦
、
関
山
和
夫
な
ど
を
加
え
た
「
続
編
」
を
期
待
し
た
い
。

�

（
駒
澤
大
学
教
授
）
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