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近
世
・
近
代
大
谷
派
に
お
け
る
華
厳
学
の
変
遷―

鳳
潭
・
普
寂
へ
の
批
判
と
接
近 

 

龍
谷
大
学
世
界
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー 

客
員
研
究
員 

英 

亮 
  

凡
例 

 

一
︑
旧
字
体
は
原
則
的
に
通
行
体
に
改
め
た
︒ 

一
︑
送
り
仮
名
は
原
則
的
に
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒ 

一
︑
参
考
文
献
の
頁
数
は
︵ 

︶
内
に
記
し
た
︒ 

一
︑
文
章
の
途
中
か
ら
の
引
用
は
︑
語
頭
に
﹁…
﹂
で
示
し
た
︒ 

一
︑
引
用
文
中
に
お
け
る
傍
線
は
︑
す
べ
て
筆
者
が
記
し
た
︒ 

一
︑
引
用
文
中
の
圏
点
︑
傍
点
は
省
略
し
た
︒ 

一
︑
近
世
の
真
宗
大
谷
派
を
示
す
場
合
は
﹁
東
派
﹂
と
し
︑
近
代
以
降
の
場
合
は
﹁
大
谷
派
﹂
と
し
た
︒ 

一
︑
江
戸
期
の
版
本
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
︑
原
文
な
ら
び
に
略
字
を
平
仮
名
表
記
に
改
め
︑
濁
点
お
よ
び

句
読
点
を
筆
者
が
補
っ
た
︒ 

一
︑﹃
大
方
広
仏
華
厳
経
﹄
や
﹃
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
﹄
も
し
く
は
﹃
華
厳
一
乗
教
分
記
﹄
な
ど
の
主
要

な
経
典
・
論
疏
に
つ
い
て
は
︑
慣
例
に
従
い
﹃
華
厳
経
﹄
ま
た
は
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
と
表
記
し
た
︒ 

 序  

本
発
表
で
は
︑
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
近
世
・
近
代
に
お
け
る
真
宗
大
谷
派
︵
東
派
︶
内
部
に
お
け
る

華
厳
学
の
変
遷
に
着
目
し
︑
そ
れ
が
近
世
仏
教
界
に
お
い
て
異
端
視
さ
れ
た
鳳
潭
︵
一
六
五
四―

一
七
三

八
︶・
普
寂
︵
一
七
〇
七―

一
七
八
一
︶
に
対
す
る
批
判
と
接
近
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
点
を
指
摘
す

る
︒
ち
な
み
に
︑
発
表
者
の
全
体
的
な
関
心
と
し
て
は
︑
近
世
・
近
代
大
谷
派
に
お
け
る
余
乗
学
︵
華
厳
・

天
台
・
俱
舎
・
唯
識
・
因
明
な
ど
の
自
宗
以
外
の
学
問
︶
の
解
明
に
あ
る
︒
本
発
表
を
も
っ
て
そ
の
端
緒
と

し
た
い
︒ 

近
世
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
華
厳
学
は
︑
法
蔵
︵
六
四
四―

七
一
二
︶
の
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
と
そ
の
膨
大
な
注

釈
書
に
関
す
る
研
究
を
主
体
と
し
て
い
た
︒し
か
し
な
が
ら
︑
近
代
大
谷
派
内
部
で
は
訓
詁
学
的
な
華
厳
学

へ
の
反
発
か
ら
︑
佐
々
木
月
樵
︵
一
八
七
五―

一
九
二
六
︶︑
暁
烏
敏
︵
一
八
七
七―

一
九
五
四
︶︑
金
子
大

栄
︵
一
八
八
一―

一
九
七
六
︶
な
ど
に
よ
っ
て
進
歩
的
な
方
法
論
が
提
示
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
世
ま
で

の
注
釈
研
究
で
は
な
く
︑
原
点
で
あ
る
﹃
華
厳
経
﹄
を
主
体
的
に
読
み
込
む
こ
と
で
︑
信
仰
を
確
立
す
る
と

い
う
よ
う
な
方
法
論
で
あ
る
一
︒
こ
の
新
た
な
華
厳
学
は
︑
佐
々
木
を
通
じ
て
鈴
木
大
拙
︵
一
八
七
〇―

一

 

一 

佐
々
木
月
樵
︑
暁
烏
敏
︑
金
子
大
栄
ら
の
﹃
華
厳
経
﹄
研
究
に
関
し
て
は
︑
伊
藤
真
﹇
二
〇
一
九
﹈︑

﹇
二
〇
二
〇
︵
一
︶﹈・﹇
二
〇
二
〇
︵
二
︶﹈
を
参
照
︒ 
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九
六
六
︶︑
西
田
幾
多
郎
︵
一
八
七
〇―

一
九
四
五
︶
ら
に
も
影
響
を
与
え
た
二
︒
一
方
で
︑
近
世
ま
で
の

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
華
厳
学
も
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
︒す
な
わ
ち
︑吉
谷
覚
寿︵
一
八
四
三―

一
九
一
四
︶︑

齋
藤
唯
信
︵
一
八
六
五―

一
九
五
七
・
大
谷
派
︶︑
河
野
法
雲
︵
一
八
六
七―

一
九
四
六
・
大
谷
派
︶︑
湯
次

了
栄
︵
一
八
七
二―
一
九
四
三
・
本
願
寺
派
︶
ら
真
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
に
関
す
る
概
説
書

が
あ
い
つ
い
で
出
版
さ
れ
︑
初
学
者
や
一
般
読
者
が
華
厳
学
を
平
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
三
︒
こ
の

よ
う
に
︑
近
代
初
頭
の
大
谷
派
内
部
で
は
進
歩
的
あ
る
い
は
伝
統
的
華
厳
学
に
よ
る
新
た
な
展
開
が
生
じ

た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
進
歩
的
な
華
厳
学
の
形
成
過
程
や
︑
伝
統
的
華
厳
学
に
お
け
る
近
代
化
の
独
自
性
に

つ
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒
そ
こ
で
発
表
者
は
︑
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
大
谷
派
華
厳
学
の

展
開
を
思
想
史
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑
大
谷
派
華
厳
学
に
は
お
お
ま
か
に
分

け
て
一 

受
容
期
︑
二 

批
判
期
︑
三 

発
達
期
の
様
相
が
見
ら
れ
︑
そ
れ
ら
は
鳳
潭
・
普
寂
へ
の
批
判
と
接

近
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
︒
以
下
で
は
そ
の
一
端
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒ 

 

一 

受
容
期 

 

近
世
に
お
け
る
東
派
内
部
で
は
︑
浄
土
教
と
華
厳
の
親
近
性
が
高
い
こ
と
も
あ
り
︑﹃
華
厳
五
教
章
﹄
や

﹃
大
乗
起
信
論
﹄
な
ど
を
研
究
す
る
華
厳
学
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
四
︒
ま
た
︑
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
は
︑

鳳
潭
・
普
寂
の
華
厳
学
解
釈
を
無
批
判
に
受
容
し
て
い
る
点
に
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
論

究
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒ 

本
題
に
入
る
前
に
︑
鳳
潭
・
普
寂
の
華
厳
理
解
お
よ
び
そ
の
思
想
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
鳳
潭
に
つ

い
て
は
︑
末
木
文
美
士
﹇
二
〇
二
一
﹈︵
一
〇
︶
が
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
五
︒ 

 

鳳
潭
の
思
想
的
立
場
は
一
貫
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
華
厳
の
法
蔵
の
立
場
に
立
脚
し
て
︑
そ
の
重
々
無
盡

の
縁
起
説
を
最
高
の
円
教
と
認
め
︑
同
時
に
︑
天
台
の
山
家
派
の
四
明
知
礼
の
性
悪
説
を
そ
れ
と
同
時
に

高
く
評
価
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
華
厳
で
は
四
祖
の
澄
観
︑
五
祖
の
宗
密
の
唯
心
論
的
な

思
想
を
全
面
的
に
否
定
す
る
︒
そ
れ
は
︑
天
台
で
言
え
ば
山
外
派
に
当
た
る
︒
彼
ら
の
教
え
は
︑
浄
心
の

 

二 

竹
村
牧
男
﹇
二
〇
一
八
﹈︵
八
︶︑
山
中
崇
史
﹇
二
〇
二
二
﹈︵
四
六
︶︑ 

三 

ち
な
み
に
京
都
学
派
の
面
々
も
︑
こ
れ
ら
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
の
概
説
書
を
有
し
て
お
り
︒
田
辺
元
﹇
一

九
六
四
﹈︵
一
八
四
︶
に
は
引
用
も
な
さ
れ
て
い
る
︒ 

四 

佐
々
木
月
樵
﹇
一
九
一
六
﹈︑
河
野
法
雲
﹇
一
九
一
四
﹈︑
齋
藤
唯
信
﹇
一
八
九
七
﹈︑
花
山
大
安
﹇
一

九
〇
九
﹈
な
ど
を
参
照
︒
な
お
︑
浄
土
教
と
華
厳
の
関
連
に
関
す
る
論
考
は
上
記
の
大
谷
派
僧
侶
に
よ
る

も
の
が
多
く
︑
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
論
じ
て
い
る
研
究
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
お

そ
ら
く
本
願
寺
派
内
で
勃
発
し
た
三
業
惑
乱
等
の
事
件
に
よ
っ
て
︑
宗
乗
︵
浄
土
教
︶
と
余
乗
︵
華
厳
︶

を
む
や
み
に
論
ず
る
と
異
安
心
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
存
し
た
か
ら
だ
ろ
う
か
︵
本
願
寺
派
の
余

乗
研
究
に
関
し
て
は
︑
龍
谷
大
学
﹇
二
〇
〇
〇
﹈﹁
第
五
節 

仏
教
諸
学
﹂
を
参
照
︶︒ 

五 

鳳
潭
の
華
厳
理
解
に
つ
い
て
は
︑
末
木
文
美
士
﹇
二
〇
二
〇
﹈・﹇
二
〇
二
一
﹈
な
ど
を
参
照
︒ 
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仏
心
の
普
遍
性
を
説
く
ば
か
り
で
︑
性
悪
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
華
厳
の
教
判
で

言
え
ば
大
乗
終
教
︑
天
台
の
教
判
で
言
え
ば
別
教
に
当
た
る
も
の
で
︑
円
教
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る 

 

ま
た
︑
末
木
文
美
士
﹇
二
〇
二
一
﹈︵
一
〇
︶
は
そ
れ
ら
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
︒ 

 

華
厳
円
教
＝
天
台
円
教
＝
十
界
互
具
説
・
性
悪
説
＝
法
蔵
・
山
家
派 

華
厳
終
教
＝
天
台
別
教
＝
唯
心
説
・
性
善
説
＝
起
信
論
・
澄
観
・
宗
密
・
山
外
派 

 

こ
の
よ
う
に
︑
鳳
潭
に
よ
る
そ
れ
ら
の
解
釈
は
︑
従
来
ま
で
の
伝
統
的
仏
教
理
解
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ

な
い
独
自
な
も
の
で
あ
り
︑﹁
具
体
的
な
倫
理
と
宗
教
の
根
本
問
題
と
し
て
深
め
ら
れ
﹂︵
同
・
三
八
︶
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
︒ 

他
方
︑
鳳
潭
と
対
比
さ
れ
る
普
寂
の
華
厳
理
解
に
関
し
て
も
言
及
し
て
お
く
︒
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
西
村

玲
﹇
二
〇
〇
八
﹈︵
一
四
八
︶
は
︑﹁
普
寂
の
華
厳
思
想
は
︑
如
来
蔵
を
重
視
す
る
実
践
家
の
も
の
で
あ
り
︑

宗
学
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
六
︒
詳
説
す
る
と
︑
普
寂
は
﹃
華

厳
五
教
章
﹄
で
説
か
れ
る
五
教
︵
釈
尊
の
教
説
を
五
種
に
分
類
し
た
も
の
︶
の
段
階
の
う
ち
︑
小
教
・
始
教
・

終
教
・
頓
教
の
四
つ
︵
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
同
教
と
す
る
︶
を
凡
夫
は
修
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
︑
最
高
位

の
円
教
は
高
位
の
菩
薩
︵
八
地
以
上
︶
の
み
が
修
す
る
段
階
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
つ
ま
り
普
寂
は
︑
本
来

な
ら
ば
教
判
的
な
意
味
合
い
で
あ
っ
た
五
教
を
︑
実
践
的
な
意
味
合
い
で
と
ら
え
直
し
た
こ
と
に
よ
り
︑既

成
教
団
か
ら
異
端
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
以
上
︑
鳳
潭
・
普
寂
が
異
端
視
さ
れ
た
経
緯
を
概
略
し
た
が
︑
こ

の
ほ
か
に
も
︑
華
厳
と
禅
の
同
一
性
を
説
い
た
第
四
祖
・
澄
観
︵
七
三
八―

八
三
九
︶
な
ら
び
に
華
厳
学
派

第
五
祖
・
宗
密
︵
七
八
〇―

八
四
一
︶
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
議
論
を
生
む
こ
と
と
な
る
︒ 

さ
て
︑
江
戸
期
の
東
派
︵
大
谷
派
︶
僧
侶
は
︑
上
記
の
鳳
潭
・
普
寂
の
華
厳
理
解
を
受
容
し
た
形
跡
が
看

取
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
学
寮
の
最
初
期
に
活
躍
し
た
円
澄
︵
一
六
八
五―

一
七
二
六
︶
は
鳳
潭
に
学
ん
で
お

り
︑
地
方
に
お
い
て
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
や
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
な
ど
の
講
義
を
行
っ
て
い
た
︒
ほ
か
に
も
︑
高

倉
学
寮
講
師
・
香
月
院
深
励
は
普
寂
に
つ
い
て
学
ん
で
お
り
︑
そ
の
著
作
に
は
普
寂
の
説
を
無
批
判
に
用
い

て
い
る
こ
と
や
︑
同
時
代
に
活
躍
し
た
五
乗
院
宝
景
︵
一
七
四
六―

一
八
二
八
︶
に
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
七
︒
以
上
の
点
か
ら
推
察
す
る
と
︑
円
澄
か
ら
香
月
院
深
励
ら
が
活
動
し
た
近
世
中
期

の
東
派
に
お
い
て
は
︑
鳳
潭
・
普
寂
の
華
厳
理
解
を
基
調
と
す
る
傾
向
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
八
︒ 

 

 

六 

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
西
村
玲
﹇
二
〇
〇
八
﹈﹁
一 

大
乗
非
仏
説
と
華
厳
思
想
﹂
を
参
照
︒ 

七 

河
野
法
雲
﹇
一
九
一
六
﹈︵
二
六―

二
七
︶︒ 

八 

上
記
の
人
物
以
外
に
も
︑
同
時
代
に
活
躍
し
た
円
乗
院
宣
明
︵
一
七
五
〇―

一
八
二
一
︶︑
海
徳
院
公
厳

︵
一
七
五
七―

一
八
二
一
︶
ら
が
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
の
講
義
録
を
残
し
て
い
る
た
め
︑
こ
れ
ら
を
精
査
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
同
時
代
に
お
け
る
鳳
潭
・
普
寂
の
東
派
僧
侶
に
よ
る
受
容
形
態
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
︒ 
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二 

批
判
期 

 

そ
の
後
︑鳳
潭
と
普
寂
ら
の
華
厳
理
解
に
対
し
て
︑痛
烈
な
批
判
を
加
え
た
の
が
東
派
・
一
蓮
院
秀
存︵
一

七
八
九―

一
八
六
〇
・
以
下
一
蓮
院
︶
で
あ
る
︒
ま
ず
は
一
蓮
院
に
つ
い
て
概
説
し
て
お
き
た
い
︒
一
蓮
院

は
︑
河
野
六
坊
の
一
つ
で
あ
る
河
野
西
入
坊
︵
岐
阜
県
・
各
務
原
市
︶
で
生
ま
れ
︑
播
州
六
坊
の
一
つ
で
あ

る
萬
福
寺
︵
兵
庫
県
・
赤
穂
市
︶
に
入
寺
し
た
僧
侶
で
あ
る
九
︒
一
蓮
院
は
浄
土
宗
鎮
西
派
・
経
歴
︵
一
七

四
〇―

一
八
一
〇
︶
な
ら
び
に
真
宗
西
派
・
芳
英
︵
一
七
六
三―

一
八
二
八
︶
に
華
厳
学
を
学
び
一
〇
︑﹃
華

厳
五
教
章
講
義
﹄︵
以
下
﹃
講
義
﹄︶
や
﹃
大
乗
起
信
論
義
記
顕
正
録
﹄
を
残
し
た
が
︑
特
に
前
者
は
﹁
近
代

大
谷
派
の
華
厳
学
は
︑
こ
の
﹃
講
義
﹄
に
よ
り
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
っ
た
﹂︵
鎌
田
茂
雄
﹇
二
〇
〇
三
﹈

 

九 

な
お
︑
社
中
︵
門
下
︶
に
関
し
て
は
宗
史
編
纂
所
﹇
一
九
三
七
﹈﹁
蓮
社
名
簿
﹂
参
照
︒
一
蓮
院
の
蔵

書
は
す
べ
て
焼
失
し
た
が
︑
松
原
恭
譲
︵
一
八
六
八―

一
九
四
〇
︶
に
よ
っ
て
大
半
が
複
写
さ
れ
て
お

り
︑
現
在
は
東
大
寺
図
書
館
の
﹁
松
原
文
庫
﹂
に
す
べ
て
の
蔵
書
が
寄
贈
さ
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
河

野
西
入
坊
の
隣
寺
で
あ
る
河
野
称
名
寺
か
ら
は
華
厳
学
に
通
じ
た
円
澄
な
ら
び
に
そ
の
玄
孫
で
あ
る
河
野

法
雲
が
出
て
お
り
︑
真
宗
僧
侶
時
代
の
普
寂
も
河
野
称
名
寺
で
講
義
を
受
け
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

る
と
︑
地
域
を
通
じ
た
華
厳
学
の
土
壌
が
成
立
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒ 

一
〇 

経
歴
︑
芳
英
に
つ
い
て
は
今
津
洪
嶽
﹇
一
九
一
六
﹈︑
松
原
恭
譲
﹇
一
九
一
六
﹈・﹇
一
九
三
四
﹈
を
参

照
︒
な
お
︑
江
戸
期
東
派
の
講
師
・
香
樹
院
徳
龍
︵
一
七
七
二―

一
八
五
八
︶
も
経
歴
門
下
で
あ
っ
た
こ

と
が
無
為
信
寺
︵
新
潟
県
・
阿
賀
野
市
︶
の
蔵
書
か
ら
見
て
取
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
︑
当
時
の
東

派
内
部
で
は
経
歴
の
華
厳
学
に
感
化
さ
れ
る
僧
侶
が
一
定
数
存
在
し
た
と
予
想
さ
れ
よ
う
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
の
中
に
は
﹁
先
学
﹂
に
対
し
て
批
判
を
行
う
箇
所
も
み
ら
れ
る
た
め
︵﹃
講
義
﹄

巻
二
︑
二
十
九
丁
右
︶︑
経
歴
あ
る
い
は
芳
英
に
全
同
で
あ
っ
た
か
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒ 

一蓮院秀存図像（萬福寺蔵） 
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︵
三
七
︶
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒ 

一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
で
は
︑
経
歴
・
芳
英
の
鳳
潭
・
普
寂
批
判
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
法
蔵
の
﹃
華
厳
五
教
章
﹄

以
外
の
著
作
︑
な
ら
び
に
華
厳
学
派
二
祖
・
智
儼
︵
六
〇
二―

六
六
八
︶︑
四
祖
・
澄
観
︑
五
祖
・
宗
密
の

注
釈
書
に
加
え
︑
宋
の
時
代
に
記
さ
れ
た
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
の
四
大
注
釈
書
の
ほ
か
︑
本
朝
に
お
け
る
寿
霊

︵
奈
良―

平
安
前
期
︶︑
凝
然
︵
一
二
四
〇―

一
三
二
一
︶︑
湛
睿
︵
一
二
七
一―

一
三
四
七
︶
な
ど
の
注
釈

書
に
加
え
︑
明
恵
︵
一
一
七
三―

一
二
三
二
︶﹃
入
解
脱
門
﹄﹃
金
獅
子
光
顕
鈔
﹄︑
徳
一
︵
平
安
前
期
︶﹃
法

花
要
略
﹄
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
一
一
︒
ほ
か
に
も
︑
三
論
学
派
・
吉
蔵
︵
五
四
九―

六
二
三
︶
や
︑
法
相

学
派
・
基
︵
六
三
二―

六
八
二
︶
の
文
献
を
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
な
ど
︑
極
め
て
広
い
範
囲
か
ら
法
蔵

﹃
華
厳
五
教
章
﹄
を
読
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
一
蓮
院
の
眼
目
と
し
て
は
︑
法
蔵
撰
﹃
五
教

章
﹄
に
ま
つ
わ
る
数
多
の
注
釈
を
﹁
可
﹂﹁
不
可
﹂
と
い
っ
た
形
式
で
批
判
的
に
検
証
・
統
一
し
︑
法
蔵
本

来
の
意
図
を
復
元
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
︒
一
方
で
︑
四
十
巻
﹃
華
厳
経
﹄
に
基
づ
き
弥
陀
の

浄
土
と
華
厳
の
浄
土
を
同
様
に
扱
う
澄
観
・
宗
密
を
︑
鳳
潭
・
普
寂
の
批
判
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
も
目
的
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
一
二
︒
以
下
で
は
紙
面
の
都
合
上
︑
澄
観
・
宗
密
を
擁
護
し
つ
つ
︑
鳳
潭
・
普
寂
批

判
を
行
う
一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
の
箇
所
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒ 

 

爾
れ
ば
清
涼
の
骨
髄
を
え
た
圭
峯
な
れ
ば
立
て
て
第
五
祖
と
な
す
べ
き
こ
と
な
り
︒
夫
而
巳
な
ら
ず
五

祖
の
中
に
於
て
初
三
祖
を
定
め
ら
れ
た
が
主
峯
禅
師
な
り
︒
爾
れ
ば
漢
土
に
於
て
華
厳
宗
の
正
脉
を
相

承
し
玉
う
は
︑
上
来
の
五
祖
と
定
む
べ
き
こ
と
な
り
︒爾
る
に
近
世
の
鳳
潭
徳
門
の
二
師
は
博
学
多
才
な

れ
ど
も
︑
古
徳
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
少
し
も
厭
わ
ず
︒
自
ら
華
厳
の
宗
意
に
歎
せ
ざ
る
も
の
故
に
︑
徒
ら

に
天
台
等
の
他
宗
の
難
勢
を
恐
れ
て
清
涼
は
相
承
の
中
へ
は
入
れ
ら
れ
ぬ
上
︑
三
祖
の
正
意
に
相
い
叶

わ
ぬ
杯
と
云
う
は
︑
所
謂
短
綆
の
深
井
に
届
か
ざ
る
が
如
し
︵
巻
一
︑
八
丁
右―

左
︶︒ 

 

一
蓮
院
は
傍
線
部
に
お
い
て
︑
鳳
潭
・
普
寂
が
︑
澄
観
・
宗
密
を
華
厳
学
派
の
列
祖
に
位
置
づ
け
な
い
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
︒
次
に
︑
鳳
潭
・
普
寂
が
澄
観
・
宗
密
を
批
判
す
る
理
由
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
一
蓮
院

 

一
一 

お
そ
ら
く
こ
の
徳
一
の
文
言
は
︑
凝
然
﹃
通
路
記
﹄
に
引
用
さ
れ
る
徳
一
撰
﹃
法
花
要
略
﹄
と
見
ら

れ
る
︵
田
村
晃
祐
﹇
一
九
七
三
﹈︵
二
一―

二
五
︶︒ 

一
二 

一
蓮
院
や
経
歴
︑
芳
英
が
澄
観
・
宗
密
を
鳳
潭
の
批
判
か
ら
擁
護
す
る
理
由
と
し
て
は
︑
澄
観
・
宗

密
が
注
釈
を
施
し
た
四
〇
巻
本
の
﹃
華
厳
経
﹄
が
関
与
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
四
〇
巻
本

の
﹃
華
厳
経
﹄
の
終
章
に
は
︑
普
賢
菩
薩
に
対
し
て
弥
陀
の
浄
土
を
勧
め
る
箇
所
が
存
在
し
︑
そ
の
浄
土

を
華
厳
の
浄
土
と
同
様
に
扱
っ
て
い
る
様
子
が
あ
る
︵
河
野
法
雲
﹇
一
九
三
二
﹈﹁
第
四 

華
厳
列
祖
の

浄
土
教
﹂︶︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
弥
陀
の
浄
土
を
勧
め
る
四
〇
巻
﹃
華
厳
経
﹄
と
︑
そ
れ
を
注
釈
し
た

澄
観
・
宗
密
の
権
威
は
︑
浄
土
教
系
の
僧
侶
に
と
っ
て
擁
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
予
想
さ
れ
よ

う
︒
そ
の
た
め
︑
鳳
潭
・
普
寂
が
華
厳
学
の
祖
統
説
か
ら
澄
観
・
宗
密
を
排
す
る
こ
と
に
対
し
て
︑
一
蓮

院
ら
は
こ
と
さ
ら
に
反
発
し
︑
法
蔵―

澄
観―

宗
密
と
い
う
系
譜
を
再
定
義
し
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ

る
︒ 
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の
反
論
を
確
認
し
た
い
︒ 

 

爾
る
に
清
涼
に
来
り
て
は
︑
禅
宗
の
荷
澤
の
談
ず
る
処
の
霊
智
を
と
り
て
教
禅
を
和
合
し
︑
直
指
人
心
見

性
成
仏
本
覚
智
断
の
法
門
な
る
が
故
︑
し
い
て
開
解
立
行
の
法
則
を
か
ら
ず
華
厳
頓
入
の
法
門
を
示
し

た
ま
う
故
に
︑
直
に
こ
れ
を
み
れ
ば
賢
首
に
異
る
に
似
た
れ
ど
も
︑
是
即
華
厳
教
内
一
途
の
修
入
に
し
て
︑

性
起
一
心
門
の
修
入
な
り
︒
鳳
潭
師
は
清
涼
圭
峯
の
霊
智
を
用
る
を
破
し
て
︑
至
相
賢
首
の
本
に
還
り
て

霊
智
と
云
こ
と
は
な
い
︒
夫
を
ば
清
涼
圭
峯
が
始
め
て
編
み
出
し
て
至
相
賢
首
の
意
に
違
と
云
え
ど
も
︑

時
代．．を．以．て．思．う
べ
し
．
．
．︒
霊
知マ

マ

荷
澤
に
於
て
始
め
て
発
明
せ
ら
れ
た
事
︑
故
に
其
よ
う
な
こ
と
が
至
相

や
賢
首
の
時
に
あ
ろ
う
筈
は
な
い
︵
巻
一
︑
一
一
丁
左
︶︒ 

 

傍
線
部
で
は
一
蓮
院
が
〝
﹁
教
禅
を
和
合
︵
華
厳
の
教
理
と
禅
の
一
致
︶﹂
す
る
こ
と
を
説
い
た
﹁
清
涼

︵
澄
観
︶﹂
は
﹁
賢
首
︵
法
蔵
︶﹂
と
異
な
る
〞
と
主
張
す
る
鳳
潭
に
対
し
て
批
判
を
表
明
し
て
い
る
︒
そ
の

う
え
で
一
蓮
院
は
︑
澄
観
・
宗
密
の
解
釈
が
法
蔵
と
異
な
る
こ
と
は
﹁
時
代．．を．以．て．思．う
べ
し
．
．
．﹂
と
喝
破
し

た
一
三
︒
つ
ま
り
︑
一
蓮
院
は
〝
法
蔵
の
時
代
と
︑
澄
観
・
宗
密
の
時
代
で
は
敵
対
す
る
学
派
が
異
な
り
︑

そ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
若
干
教
義
が
異
な
る
の
は
や
む
を
え
な
い
︒し
た
が
っ
て
︑
表
面
上
の
教
義
的

な
異
な
り
を
も
っ
て
澄
観
・
宗
密
を
異
端
視
す
る
鳳
潭
は
誤
っ
て
い
る
〞
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒ 

以
上
が
一
蓮
院
の
鳳
潭
・
普
寂
批
判
の
一
端
で
あ
る
︒
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
︑﹃
講
義
﹄
全
体
に

わ
た
っ
て
法
蔵―

澄
観―

宗
密
と
い
う
系
譜
を
再
定
義
し
つ
つ
︑
鳳
潭
・
普
寂
を
排
斥
す
る
こ
と
に
あ
る
と

み
て
よ
か
ろ
う
︒
な
お
︑
一
蓮
院
の
上
足
で
あ
り
︑
講
師
︵
真
宗
東
派
の
最
高
学
階
︶
と
な
っ
た
細
川
千
巌

︵
一
八
三
四―

一
八
九
七
︶
の
﹃
五
教
章
决
擇
﹄︵
大
谷
大
学
図
書
館
・
余
大
一
一
二
︶
を
ひ
ら
く
と
︑
一

蓮
院
の
鳳
潭
・
普
寂
批
判
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
点
は
︑
近
世
末
期
の
東
派
内
部

に
お
い
て
︑
一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
が
支
持
さ
れ
て
い
た
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
一
四
︒ 

し
か
し
な
が
ら
︑
近
代
に
入
る
と
︑
一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
の
訓
詁
的
・
文
献
学
的
な
華
厳
学
を
脱
し
︑
よ
り

体
験
的
・
実
践
的
な
〝
近
代
的
〞
華
厳
学
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒そ
の
役
割
を
担
っ
た
の

が
吉
谷
覚
寿
︵
一
八
四
三―

一
九
一
四
︶︑
河
野
法
雲
︑
佐
々
木
月
樵
ら
で
あ
る
が
一
五
︑
そ
の
う
ち
本
発
表

 

一
三 

同
様
の
箇
所
は
︑
巻
一
・
十
一
丁
右―

左
︑
五
十
六
丁
左
︑
六
十
一
丁
右
︑
巻
二
・
八
十
五
丁
左―

八
十
六
丁
右
︑
八
十
八
左
︑
巻
三
・
二
十
九
丁
右
︑
三
十
二
丁
左
︑
三
十
四
丁
左―

三
十
五
丁
右
︑
六
十

五
丁
左―

六
十
六
丁
右
に
も
見
ら
れ
る
︒ 

一
四 

な
お
︑
一
蓮
院
﹃
講
義
﹄
の
波
及
範
囲
は
大
谷
派
宗
外
に
も
及
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
そ
の
理
由

と
し
て
︑
一
蓮
院
の
全
著
作
を
筆
写
し
た
松
原
恭
譲
が
東
大
寺
勧
学
院
に
て
二
十
年
間
に
渡
り
華
厳
学
を

講
義
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
松
原
が
一
蓮
院
の
華
厳
学
に
沿
っ
て
講
義
し
て
い
た
と
す
れ

ば
︑
そ
の
波
及
範
囲
は
南
都
を
も
含
め
ね
ば
な
る
ま
い
︒ 

一
五 

一
蓮
院
の
﹃
講
義
﹄
に
あ
る
序
文
を
記
し
た
吉
谷
覚
寿
に
関
し
て
い
う
と
︑﹃
華
厳
五
教
章
略
解
﹄
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で
は
近
代
大
谷
派
・
齋
藤
唯
信
の
華
厳
学
理
解
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒ 

 
三 
発
展
期 

 

齋
藤
唯
信
は
︑﹁
修
行
と
経
歴
に
お
い
て
八
宗
兼
学
型
最
後
の
学
人
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
︑
近
世
ま
で

の
宗
乗
・
余
乗
な
ど
に
精
通
し
て
い
た
一
六
︒
そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
清
沢
満
之
︵
一
八
六
三―

一
九
〇
一
︶︑

村
上
専
精
︵
一
八
五
一―
一
九
二
九
︶︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
八―

一
九
一
九
︶
ら
と
も
親
し
く
交
流
し
︑

仏
教
の
近
代
化
に
腐
心
し
て
い
た
形
跡
が
見
て
取
れ
る
︒
ま
た
︑
他
宗
の
学
問
機
関
で
あ
る
曹
洞
宗
大
学
︑

豊
山
大
学
︑
宗
教
大
学
や
︑
東
洋
大
学
︑
京
都
大
学
な
ど
で
も
教
鞭
を
取
っ
た
一
七
︒
特
に
京
都
大
学
に
お

け
る
華
厳
の
講
義
に
関
し
て
い
う
と
︑京
都
学
派
の
面
々
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
八
︒

そ
の
著
述
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
華
厳
学
関
係
に
関
し
て
は
﹃
華
厳
五
教
章
講
義
﹄
な
ら
び
に
﹃
華
厳
学
講

義
﹄
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
齋
藤
は
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
鳳
潭
・
普
寂
を
評
価
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は

近
世
・
一
蓮
院
の
華
厳
学
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
︒そ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
は
言
及
す
る
こ
と

に
し
た
い
︒ 

ま
ず
は
︑
齋
藤
と
華
厳
学
の
関
係
性
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
︒
齋
藤
が
は
じ
め
て
華
厳
学
を
学
ん
だ
の

は
︑
経
歴
の
系
統
で
あ
る
楠
玉
諦
︵
一
八
一
八―

一
八
九
九
︶
で
あ
っ
た
一
九
︒
そ
の
後
︑
井
上
円
了
が
創

始
し
た
哲
学
館
で
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
の
講
義
を
行
い
︑
そ
の
講
義
を
も
と
に
し
て
﹃
華
厳
五
教
章
講
義
﹄︵
明

治
二
十
八
年
︑
哲
学
館
︶
を
出
版
し
て
い
る
︒
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
齋
藤
著
﹃
華
厳
五
教
章
講
義
﹄
に

お
け
る
特
徴
の
一
つ
は
︑
鳳
潭
・
普
寂
の
見
解
を
積
極
的
に
引
用
し
︑
他
の
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
注
釈
書
と
同

様
に
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
鳳
潭
・
普
寂
説
を
痛
罵
し
た
一
蓮
院
の
﹃
講
義
﹄
ま
た
は
華

厳
学
を
教
わ
っ
た
楠
玉
諦
と
異
な
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
ま
ず
は
︑﹁
第
三
章 

華
厳
経
弘
通
の
梗
概
﹂

の
中
で
︑
鳳
潭
・
普
寂
に
つ
い
て
論
じ
る
箇
所
を
確
認
し
た
い
︒ 

 

︵
真
友
会
︶
な
ど
と
い
う
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
の
概
説
書
を
手
掛
け
て
い
る
が
︑
こ
の
な
か
で
鳳
潭
・
普
寂

説
を
取
り
入
れ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
︒
河
野
法
雲
に
関
し
て
は
︑
自
著
﹃
華
厳
五
教
章
講
義
﹄
の
中
で
一

蓮
院
の
説
を
取
り
入
れ
つ
つ
︑
批
判
す
る
箇
所
も
み
ら
れ
る
︒
佐
々
木
月
樵
に
関
し
て
は
︑
入
寺
先
の
上

宮
寺
︵
岡
崎
市
︶
の
義
祖
父
が
一
蓮
院
の
孫
・
厳
祐
︵
一
八
二
七―

一
八
九
二
︶
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て

か
︑
一
蓮
院
に
私
淑
し
て
い
た
︒
そ
の
様
子
は
︑
佐
々
木
が
﹃
秀
存
法
話
﹄﹃
秀
存
百
話
﹄
な
ど
の
法
話

集
を
度
々
出
版
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
中
で
も
︑﹃
大
乗
仏
教
大
系 

華
厳
教
学
﹄︵
至

心
書
房
︶
の
中
で
一
蓮
院
の
科
段
を
採
用
し
つ
つ
︑
従
来
説
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
立
場
か
ら
の
華
厳
学

理
解
を
展
開
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
︑
佐
々
木
に
よ
る
華
厳
学
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
一
蓮
院

の
存
在
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
︒ 

一
六 

宮
本
正
尊
﹇
一
九
五
八
﹈︵
一
五―

一
六
︶︒ 

一
七 

齋
藤
唯
信
﹇
一
九
五
九
﹈︑
村
上
専
精
﹇
一
九
九
三
﹈
な
ど
を
参
照
︒ 

一
八 

花
澤
秀
文
﹇
一
九
八
六
﹈︵
四
七
︶ 

一
九 

齋
藤
唯
信
﹇
一
九
五
九
﹈︵
二
〇
︶︒ 



日本印度学仏教学学会 第７４回学術大会 ２０２３年９月２日  
 

8 
 

 
尤
も
今
よ
り
百
九
十
年
前
に
沙
門
鳳
潭
あ
り
︑
華
厳
の
衰
頽
せ
る
を
慨
し
一
寺
を
創
立
し
て
華
厳
寺
と

名
く
︒
五
教
章
の
匤
真
鈔
等
を
著
は
し
て
大
に
一
宗
の
中
興
を
唱
ふ
︑
其
後
凡
そ
五
六
十
年
を
経
て
明
和

安
永
の
間
に
東
都
長
泉
院
普
寂
︵
字
は
得マ

マ

聞
︶
あ
り
︒
探
玄
記
発
揮
鈔
十
巻
五
教
章
衍
秘
鈔
五
巻
を
著

は
し
て
華
厳
の
宗
義
を
述
ぶ
︑
然
る
に
此
の
二
人
は
其
学
正
鵠
を
失
し
て
華
厳
の
正
義
を
伝
う
る
に
非

ず
︑
故
に
古
来
華
厳
を
講
ず
る
者
此
二
人
の
所
説
を
異
轍
と
し
て
破
斥
せ
ざ
る
な
し
︑
然
れ
ど
も
こ
の
二

人
者
華
厳
の
学
を
振
起
せ
し
に
至
り
て
は
其
功
尠
か
ら
ず
と
謂
う
可
し
︵
一
四―

一
五
︶︒ 

 

傍
線
部
の
よ
う
に
︑
齋
藤
は
﹁
こ
の
二
人
者
華
厳
の
学
を
振
起
せ
し
に
至
り
て
は
其
功
尠
か
ら
ず
と
謂
う

可
し
﹂
と
し
て
鳳
潭
・
普
寂
を
称
賛
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
先
に
見
た
経
歴―

芳
英―

一
蓮
院
・
楠
玉

諦
に
よ
る
鳳
潭
・
普
寂
批
判
と
異
質
で
あ
り
︑
齋
藤
に
よ
る
独
自
の
視
点
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ

れ
に
続
い
て
︑
齋
藤
が
鳳
潭
・
普
寂
と
澄
観
の
説
を
会
通
し
て
い
る
点
を
確
認
し
た
い
︒ 

 

此
漸
頓
円
の
三
教
の
中
︑
第
三
の
円
教
所
被
の
機
は
地
上
に
限
る
や
︑
将
た
地
前
に
通
ず
る
や
︑
地
前
地

上
の
二
機
に
通
ず
︑
其
故
は
此
円
教
は
無
礙
自
在
の
法
門
に
し
て
︑
即
ち
華
厳
経
の
所
説
な
り
︑
而
し
て

其
無
礙
自
在
の
法
門
を
説
く
華
厳
経
は
︑
唯
だ
地
上
の
人
を
以
て
所
被
の
機
と
せ
ず
︑
広
く
地
前
の
機
を

以
て
所
被
と
す
る
が
故
に
︑
此
円
教
亦
単
に
地
上
の
み
に
限
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︑若
し
然
ら
ば
何
が
故

に
円
教
の
機
を
上
達
分
階
二
仏
境
一
者
と
云
う
や
︑是
に
於
て
清
涼
は
之
を
二
に
分
て
︑上
達
を
地
前
と
し
︑

分
階
仏
境
を
地
上
な
り
と
す
︑
普
寂
は
華
厳
の
教
海
慈
沢
普
遍
に
就
て
は
唯
だ
地
前
に
通
ず
る
の
み
な
ら

ず
︑
普
く
一
切
の
衆
生
を
以
て
所
被
の
機
と
す
︑
然
れ
ど
も
今
上
達
分
階
二
仏
境
一
者
と
は
︑
本
経
所
被
の

正
為
に
約
し
て
云
う
︑
故
に
上
達
の
言
を
以
て
地
前
と
な
す
べ
か
ら
ず
と
︒
此
の
清
涼
の
釈
に
依
れ
ば
︑

上
達
分
階
二
仏
境
一
者
と
は
︑
上
達
と
分
に
仏
境
に
階
へ
る
者
と
点
ず
べ
く
︑
又
普
寂
の
意
に
依
れ
ば
︑
上

達
の
分
に
仏
境
に
階
へ
る
者
と
点
ず
べ
し
︑︵
鳳
潭
も
亦
然
り
︶﹂
此
中
何
れ
に
依
る
も
此
円
教
所
被
の
機

は
地
前
地
上
の
二
機
に
通
ず
る
者
な
る
こ
と
知
る
べ
し
︵
一
二
六―

一
二
七
︶︒ 

 

傍
線
部
を
見
る
と
︑
齋
藤
は
鳳
潭
・
普
寂
と
澄
観
の
両
説
を
あ
げ
つ
つ
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
も
理
解
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
に
も
︑
普
寂
の
説
に
つ
い
て
言
及
・
参
照
し
て
い
る
箇
所
︵
二
五

―

二
六
︑
七
四
︑
一
二
七
︑
二
七
三
︶︑
鳳
潭
説
に
つ
い
て
言
及
・
参
照
す
る
箇
所
︵
一
二
二
︑
一
二
七
︑

一
四
一―

一
四
二
︑
二
五
六
︑
二
七
三
︶
が
あ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
も
批
正
す
る
こ
と
な

く
︑
他
の
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
注
釈
書
と
同
様
に
列
挙
す
る
か
︑
鳳
潭
・
普
寂
の
説
を
採
用
す
る
な
ど
し
て
い

る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑﹁
一
概
に
是
非
す
べ
か
ら
ず
﹂︵
一
二
二
︶﹁
取
捨
情
に
任
ず
﹂︵
八
四
︶
と
齋
藤
が
述

べ
る
よ
う
に
︑
種
々
あ
る
注
釈
の
是
非
を
議
論
す
る
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
読
者
の
主
観
に
よ
っ
て
取
捨

選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒ 

こ
の
よ
う
な
斎
藤
に
よ
る
華
厳
学
理
解
は
︑一
蓮
院
が
確
立
し
た
訓
詁
的
・
文
献
学
的
な
華
厳
学
理
解
と

は
少
し
く
異
な
り
︑
実
践
的
な
側
面
を
多
分
に
有
す
る
鳳
潭
・
普
寂
の
華
厳
学
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
︑
華
厳
学
の
近
代
的
な
あ
り
方
を
提
唱
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
二
〇
︒ 

 

結
論 

  

ま
ず
︑
受
容
期
に
お
い
て
は
︑
東
派
の
学
僧
で
あ
る
円
澄
・
香
月
院
深
励
・
五
乗
院
宝
景
ら
が
鳳
潭
・
普

寂
に
学
ん
で
お
り
︑
そ
の
説
を
無
批
判
に
受
容
し
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
の
後
の

批
判
期
に
は
︑
受
容
期
と
打
っ
て
変
わ
り
︑
東
派
・
一
蓮
院
秀
存
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
鳳
潭
・
普
寂
批
判
が

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
鳳
潭
・
普
寂
が
列
祖
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
た
澄
観
・
宗
密

を
擁
護
す
る
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
︒
発
展
期
に
お
い
て
は
︑
近
世
ま
で
の
文
献
学

的
・
注
釈
学
的
な
一
蓮
院
の
華
厳
学
を
踏
襲
し
つ
つ
も
︑
近
代
的
な
華
厳
学
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
動
き
が

生
じ
る
︒
本
発
表
で
は
そ
の
一
人
で
あ
る
齋
藤
唯
信
を
取
り
上
げ
た
︒
齋
藤
は
︑
近
世
東
派
内
部
で
支
持
さ

れ
て
い
た
一
蓮
院
の
華
厳
学
理
解
と
は
異
な
り
︑
鳳
潭
・
普
寂
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
評
価
し
て
い
る
点
が

特
徴
的
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
鳳
潭
・
普
寂
に
よ
る
体
験
的
・
実
践
的
な
華
厳
学
の
あ
り
方
が
︑
近
代
的

な
華
厳
学
を
模
索
す
る
上
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒
齋
藤
ら
に
よ
る
一
連
の
動
き

は
︑
京
都
学
派
へ
と
伝
統
的
華
厳
学
が
流
入
す
る
契
機
と
な
っ
た
ほ
か
︑大
谷
派
内
部
に
お
け
る
進
歩
的
華

厳
学
の
前
身
と
な
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
が
︑
詳
細
は
今
後
の
検
討
を
要
す
る
︒ 

 

御
礼 

 

本
発
表
に
当
た
り
︑
齋
藤
唯
信
師
の
自
坊
で
あ
る
念
仏
寺
様
︵
新
潟
県
新
潟
市
︶︑
香
樹
院
徳
龍
師
の
自

坊
で
あ
る
無
為
信
寺
様
︵
新
潟
県
阿
賀
野
市
︶︑
一
蓮
院
秀
存
師
の
自
坊
で
あ
る
萬
福
寺
様
︵
兵
庫
県
赤
穂

市
︶︑
円
澄
師
な
ら
び
に
河
野
法
雲
師
の
自
坊
で
あ
る
河
野
称
名
寺
様
︵
岐
阜
県
羽
島
郡
︶︑
吉
谷
覚
寿
師
の

自
坊
で
あ
る
浄
厳
寺
様
︵
岐
阜
県
海
津
市
︶
に
は
︑
資
料
の
提
供
な
ら
び
に
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
︒

こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
そ
の
ほ
か
︑
一
蓮
院
の
碑
文
翻
刻
に
あ
た
り
︑
大
谷
大
学
・
戸
次
顕
彰
先
生

に
は
多
大
な
る
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
︒
ま
た
︑
論
文
作
成
に
あ
た
り
北
海
道
大
学
・
浦
井
聡
先
生
︑
大
谷

大
学
大
学
院
博
士
課
程
・
英 

貴
志
氏
に
は
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
︒
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

  
  

二
〇 

齋
藤
の
﹃
講
義
﹄
を
出
版
し
た
哲
学
館
は
︑
井
上
円
了
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
実
験
的
・
実
践
的
な

仏
教
の
活
用
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
︵
長
谷
川
琢
哉
﹇
二
〇
二
二
﹈﹁
４
．
仏
教
改
良
と
哲
学
館
﹂︶︑
あ

る
い
は
齋
藤
と
親
し
く
交
友
し
た
村
上
専
精
に
よ
る
普
寂
の
再
評
価
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︵
西
村
﹇
二

〇
〇
八
﹈﹁
第
五
章 

教
判
を
生
き
る―

普
寂
の
大
乗
仏
説
論
﹂︶︒ 
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付
論 

 

 

一
蓮
院
秀
存
碑 

 

師
諱
秀
存
︑
号
一
蓮
院
︑
美
濃
人
考
︒
諱
秀
道
︑
小
島
氏
︑
為
羽
栗
郡
中
屋
村
西
入
坊 

住
職
︒
師
其
長
子
也
︒
移
住
播
磨
︑
為
赤
穂
萬
福
寺
︑
第
十
八
世
住
職
︒
幼
穎
吾
学
漢 

籍
於
対
村
瀬
藤
城
︒
年
甫
十
四
︑
入
本
山
学
寮
︑
為
龜
洲
講
師
弟
子
︒
従
学
八
年
後
︑
遊 

諸
方
︑
学
俱
舎
・
瑜
伽
於
三
縁
山
照
阿
︑
天
台
教
義
於
東
叡
山
慧
澄
︑
華
厳
三
論
律 

真
言
於
南
紀
宝
英
︒
而
尤
長
華
厳
︒
然
毎
歳
夒
月
︑
必
入
学
寮
︑
研
究
宗
乘
︑
遂
達
其 

奥
旨
︒
天
保
十
三
年
︑
宗
主
︑
擢
為
擬
講
︒
弘
化
四
年
遙
為
嗣
講
︑
四
講
教
典
於
学
寮
︒ 

其
所
講
︑
唯
推
衍
師
︑
説
不
好
立
異
︒
而
明
辡
坐
玄
之
旨
︒
当
是
時
有
頭
成
是
︒
汝
等 

共
執
曲
説
︑
人
多
惑
之
︒
師
乃
集 

義
譲
講
師
等
︒
従
事
教
諭
其
功
不
尠
︒
萬
延
元
年 

三
月
二
十
八
日
寂
於
学
寮
︒
年
七
十
二
︒
男
義
存 

︑
入
三
河
上
宮
寺
︑
嗣
佐
々
木
氏
︒ 

更
厳
祐
︑
二
女
︒
適
人
︑
義
子
・
誓
宣
︑
嗣
実
萬
福
寺
︒
誓
繹
子
也
︒
温
厚
孝
父
︑ 

母
雖
早
去
︑
国
歳
時
不
闕
︒
定
省
又
倹
︑
素
自
奉
謙
虚
︒
人
慎
重
寡
言
︑
不
議
人
之 

短
長
︑
汢
歳
侍
澄
律
師
六
年
︑
動
止
端
正
学
︑
而
不
厭
︒
律
師
以
為
不
譲
︒
持
律
者
故
︑ 

其
誘
棭
後
︑
進
諄
諄
不
倦
︒
未
嘗
恃
已
︑
矜
能
︑
真
澆
季
所
希
観
也
︒
師
︑
寂
後
二
十
余 

年
︑
宗
主
追
賞
其
功
特
︑
贈
講
師
︒
実
明
治
十
九
年
一
月
也
︒
今
茲
門
弟
故
︑
旧
議 

将
建
碑
不
朽
︒
其
事
因
叙
︑
行
状
之
梗
概
︑
係
以
銘
︒
銘
曰 

  
 

温
恭
倹
譲 

学
徳
出
群 

動
止
如
法 

智
辨
解
分 

 
 

時
属
澆
末 

真
偽
難
分 

冀
乘
願
力 

来
掃
迷
雲 

 
 

 
 

 
 

門
人 

講
師
細
川
千
巖
謹
記 

 
 

 
 

 
 

鐸
堂
藤
井
宣
明
拜
書 

明
治
三
十
年
夏
六
月 
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齋
藤
唯
信
関
係
資
料
︵
念
仏
寺
蔵
︶ 

 

村上専精（左）・齋藤唯信（中央）・河野法雲（右） 

京都大学における学位記 

齋藤唯信肖像 
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教
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国
立
国
会
デ
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ル
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ン
︶ 
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川
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﹃
五
教
章
決
擇
﹄︵
大
谷
大
学
図
書
館
・
余
大
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二
︶ 

﹁
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澄
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・
円
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講
師
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﹂︵﹃
大
系
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宗
史
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収
︑
法
蔵
館
︑
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︶ 

 

二
次
文
献 

伊
藤
真
﹇
二
〇
一
九
﹈﹁
暁
烏
敏
に
お
け
る
﹃
華
厳
経
﹄
の
理
解
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
七―

二
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仏
教
学
研
究
﹄

六
九―

一
︶ 

今
津
洪
嶽
﹇
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大
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﹈﹁
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樹
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に
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と
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報
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︑
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真
宗
の
教
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と
華
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経
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﹄
十
九―

五
︶ 

同
﹇
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九
一
六
﹈﹁
師
と
余
乗
︵
華
厳
学
︶
に
就
て
﹂︵﹃
布
教
界
﹄
一―

十
一
︶ 

同
﹇
一
九
三
二
﹈﹃
華
厳
五
教
章
講
義
﹄︵
第
四
版
︑
法
蔵
館
︶ 

齋
藤
唯
信
﹇
一
八
九
七
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華
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経
に
於
け
る
浄
土
教
﹂︵﹃
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尽
灯
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二―
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︶ 
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﹇
一
九
〇
五
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華
厳
五
教
章
講
義
﹄︵
哲
学
館
大
学
︶ 

同
﹇
一
九
五
九
﹈﹃
松
堂
九
〇
年
史
﹄︵
西
村
為
法
館
︶ 

佐
々
木
月
樵
﹇
一
九
一
六
﹈﹁
華
厳
経
の
阿
弥
陀
仏
﹂︵﹃
法
蔵
﹄
三
〇
〇
︶ 

宗
史
編
纂
所
﹇
一
九
三
七
﹈﹁
蓮
社
名
簿
﹂︵﹃
宗
史
編
修
所
報
﹄
十
五
︶ 

末
木
文
美
士
﹇
二
〇
一
〇
﹈﹃
近
世
の
仏
教 

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
第
三
刷
︶ 

末
木
文
美
士
﹇
二
〇
二
〇
﹈﹁
鳳
潭
と
性
悪
説―

﹃
起
信
論
註
疏
非
詳
略
説
﹄
を
中
心
に
ー
﹂︵﹃
花
野
充
道

博
士 

古
稀
記
念
論
文
集 

仏
教
思
想
の
展
開
﹄
所
収
︑
山
喜
房
仏
書
林
︶ 

末
木
文
美
士
﹇
二
〇
二
一
﹈﹁
鳳
潭
研
究
序
説―

﹃
華
厳
入
法
界
品
字
輪
頓
証
毘
盧
遮
那
法
身
観
﹄﹂
を
中
心

に
﹂︵﹃
興
風
﹄
三
三
︶ 

竹
村
牧
男
﹇
二
〇
一
八
﹈﹁
鈴
木
大
拙
と
華
厳
思
想
﹂︵﹃
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
﹄
四
七―

八
︶ 

田
辺
元
﹇
一
九
六
四
﹈﹁
禅
源
私
解
﹂︵﹃
田
辺
元
全
集 

第
一
三
巻
︵
後
期
論
文
集
・
遺
稿
︶﹄
筑
摩
書
房
︶ 

田
村
晃
祐
﹇
一
九
七
三
﹈﹁
徳
一
の
華
厳
一
乗
義
批
判
﹂︵﹃
東
洋
大
学
紀
要
文
学
部
篇
﹄
二
七
︶ 
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長
谷
川
琢
哉
﹇
二
〇
二
二
﹈﹁
井
上
円
了
の
仏
教
改
良
と
哲
学
館
﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
集
﹄
一
〇
︶ 

花
山
大
安
﹇
一
九
〇
九
﹈﹁
真
宗
の
教
義
と
華
厳
経
﹂︵﹃
仏
教
講
演
集 

夏
期
講
習
会
﹄
十
八
︶ 

花
澤
秀
文
﹇
一
九
八
六
﹈﹁
高
山
岩
男
に
於
け
る
﹁
哲
学
﹂
の
形
成
過
程
︵
上
︶﹂︵
政
治
経
済
史
学 = The 

journal of historical studies : the politico-econom
ic history (

五)(

二
四
一
︶ 

西
村
玲
﹇
二
〇
〇
八
﹈﹃
近
世
仏
教
思
想
の
独
創 

僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
﹄︵
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
︶ 

松
原
恭
譲
﹇
一
九
一
六
﹈﹁
経
歴
上
人
の
墓
碑
﹂︵﹃
無
尽
灯
﹄
二
一―

一
〇
︶ 

同
﹇
一
九
三
四
﹈﹁
華
厳
宗
講
説
﹂︵﹃
日
本
宗
教
講
座 

第
９ 

日
本
律
宗
﹄
所
収
︑
東
方
書
院
︶ 

宮
本
正
尊
﹇
一
九
五
八
﹈﹁
斉
藤
唯
信
先
生
を
偲
ぶ
﹂︵﹃
齋
藤
唯
信
先
生
追
憶
誌
﹄
所
収
︑
京
都
同
朋
舎
︶ 

村
上
専
精
﹇
一
九
九
三
﹈﹃
六
十
一
年 
名
赤
裸
裸
﹄︵
大
空
社
︶ 

山
中
崇
史
﹇
二
〇
二
二
﹈﹁
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
華
厳
思
想―

研
究
史
の
再
検
討―

﹂︵﹃
国
際
日
本
学
研

究
論
集
﹄
一
五
︶ 

湯
次
了
栄
﹇
一
九
七
五
﹈﹃
華
厳
大
系
﹄︵
国
書
刊
行
会
︶ 

龍
谷
大
学
﹇
二
〇
〇
〇
﹈﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄︵
通
史
編
・
上
巻
︑
同
朋
会
︶ 

渡
辺
円
流
﹇
一
九
五
八
﹈﹃
齋
藤
唯
信
先
生
追
憶
誌
﹄︵
京
都
同
朋
舎
︶ 
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