
仏
教
文
学
会
二
〇
二
二
年
度
四
月
例
会
の
お
知
ら
せ 

 
陽
春
の
候 

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

 

左
記
の
よ
う
に
四
月
例
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
開
催
い
た
し
ま
す
。
参
加
方
法
に
つ
い
て
は
別
紙
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。
大
勢
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

◇
期
日 

二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
（
土
）
一
四
時
～
一
七
時
三
〇
分 

◇
開
催
協
力
校 

成
蹊
大
学 

◇
共
催 

科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
近
代
寺
院
資
料
の
基
礎
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
藤
巻
和
宏
） 

 

《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
戦
時
下
の
仏
教―
近
代
仏
教
研
究
か
ら
の
視
角―

 

 

開
会
の
辞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
蹊
大
学 

平
野
多
恵 

氏 

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

趣
旨
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

近
畿
大
学 

藤
巻
和
宏 

氏 

戦
時
下
の
中
世
禅
林
文
芸
論―

芳
賀
幸
四
郎
を
例
と
し
て―

 

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所 

飯
島
孝
良 

氏 

宗
祖
と
戦
争―

悶
え
る
親
鸞
と
戦
う
日
蓮―

 
 
 
 
 
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員 

大
澤
絢
子 

氏 

戦
時
下
の
真
言
宗―

報
国
運
動
と
「
勤
王
僧
」―

 
 
 
 
 

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所 

髙
橋
秀
慧 

氏 

コ
メ
ン
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
北
大
学 

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ 

氏 

金
城
学
院
大
学 

舩
田
淳
一 

氏 

討
議 

 

閉
会
の
辞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
践
女
子
大
学 

大
橋
直
義 

氏 

 

＊
懇
親
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。 

＊
委
員
会
の
お
知
ら
せ 

 

当
日
は
委
員
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
詳
細
は
別
途
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

時
間 

一
二
時
三
〇
分
～
一
三
時
三
○
分 

＊
問
い
合
わ
せ
先 

 
 

・
事
務
局 

実
践
女
子
大
学
文
学
部 

大
橋
直
義
研
究
室 
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仏
教
文
学
会
二
〇
二
二
年
度
四
月
例
会 

《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
戦
時
下
の
仏
教―

近
代
仏
教
研
究
か
ら
の
視
角―

 

研
究
報
告
要
旨 

 
仏
教
史
研
究
の
世
界
で
は
「
近
代
仏
教
」
に
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
特
に
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
で
急
速
に
進
展

し
、
様
々
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
文
学
会
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
隣
接
分
野
の
成
果
に
学
び
、
新
た

な
領
域
を
切
り
開
い
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
近
代
仏
教
研
究
の
盛
行
も
、「
宗
派
」
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、

真
宗
や
日
蓮
宗
（
日
蓮
主
義
）
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
宗
派
は
立
ち
後
れ
の
観
が
あ
り
、
一

様
に
進
展
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
も
っ
と
も
、「
宗
派
」
と
い
う
認
識
自
体
、
研
究
者
に
よ
っ
て
捉
え
方
が

異
な
る
の
で
、
そ
の
点
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
が
。 

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
代
仏
教
を
論
ず
る
切
り
口
の
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た

「
戦
争
」
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
据
え
て
み
た
い
。
時
あ
た
か
も
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵

攻
が
世
界
を
驚
か
せ
、
実
感
の
と
も
な
わ
な
い
過
去
と
し
て
色
あ
せ
た
我
が
国
の
戦
争
の
記
憶
も
、
改
め
て
喚
起

さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
を
中
心
と
す
る
近
代
日
本
の
対
外
戦
争

と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
、
そ
の
な
か
で
仏
教
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
仏
教
者
は
い
か
な
る
ス
タ

ン
ス
で
戦
争
に
臨
ん
だ
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
戦
争
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
状
況
に
お

け
る
仏
教
の
実
態
を
見
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
我
々
研
究
者
が
、
国
家
や
社
会
、
そ
し
て
世
界
に
ど
う
対
峙
し
て
い

く
べ
き
か
と
い
う
現
代
的
な
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
有
益
な
視
点
を
提
供
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

 

戦
時
下
の
中
世
禅
林
文
芸
論―

芳
賀
幸
四
郎
を
例
と
し
て―

 
 
 
 

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所 
飯
島
孝
良 

 

こ
の
度
の
発
表
で
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
「
禅
」
と
そ
の
文
学
に
関
す
る
学
術
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

た
だ
、
こ
の
「
禅
」
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定
の
禅
宗
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。「
禅
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の

が
不
定
形
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
「
語
り
」
も
多
く
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
一
休
宗
純
（
一
三
九
四
～
一
四
八
一
）
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
矛
盾
的
な
性
格
が
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
没
後
の
中
世
か
ら
近
現
代
に
至
る
ま
で
数
々
の
文
献
や
芸
術
作
品
を
通
し
て
「
像
」

が
い
く
つ
も
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
「
語
り
」
の
多
層
性
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
禅
文
化
」
の
言
説
の
厄

介
で
あ
り
面
白
い
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
、
近
著
の
『
語
ら
れ
続
け
る
一
休
像―

戦
後
思
想
史
か
ら
み
る

禅
文
化
の
諸
相
』（
ぺ
り
か
ん
社
）
で
論
じ
て
い
る
。  

そ
う
し
た
「
禅
」
が
、
と
く
に
形
骸
化
し
た
価
値
観
を
越
え
て
新
た
な
文
化
を
提
示
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
多

く
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
敗
戦
を
経
て
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
と
く
に
一
休
を
破
戒

の
風
狂
僧
と
し
て
語
る
の
は
明
確
に
一
九
四
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
）
。
こ
れ
に
関
連
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る

の
が
、
中
世
史
学
者
の
芳
賀
幸
四
郎
（
一
九
〇
八
～
一
九
九
六
）
で
あ
る
。『
東
山
文
化
の
研
究
』（
一
九
四
五
年
）

な
ど
に
み
え
る
芳
賀
の
姿
勢
は
、
ま
さ
に
戦
時
下
の
忸
怩
た
る
思
い
が
に
じ
み
出
る
も
の
と
い
え
る
。
と
い
う
の

も
、
足
利
氏
と
い
う
「
逆
賊
」
の
時
代
に
花
咲
い
た
所
謂
「
東
山
文
化
」
を
論
じ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
皇
国
史



観
の
強
い
戦
時
下
で
は
望
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
前
ま
で
は
毀
誉
褒
貶
甚
だ
し
か
っ
た

「
東
山
文
化
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
こ
の
こ
と
自
体
に
皇
国
史
観
と
の
繊
細
な
距
離
感
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。  

こ
の
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
芳
賀
を
は
じ
め
と
し
た
中
世
文
化
史
家
が
禅
林
文
芸
を
内
包
す
る
「
東
山
文

化
」
を
戦
前
ま
で
に
ど
う
位
置
付
け
て
い
た
か
、
そ
の
よ
う
な
禅
林
文
学
の
特
徴
が
戦
前
と
戦
後
で
ど
う
位
置
付

け
直
さ
れ
た
か
、
そ
の
際
、
同
時
代
に
展
開
し
た
中
世
史
学
が
皇
国
史
観
と
ど
の
よ
う
に
対
面
し
て
い
た
か
、
或

い
は
戦
後
に
重
視
さ
れ
た
「
民
衆
」
像
と
一
休
の
〈
像
〉
と
が
ど
の
よ
う
な
接
点
を
生
み
出
し
た
か
、
こ
う
し
た

諸
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
光
を
当
て
る
こ
と
で
戦
時
下
に
お
け
る
中
世
禅
林
文
芸
論
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し

た
い
。 

 

宗
祖
と
戦
争―

悶
え
る
親
鸞
と
戦
う
日
蓮―

 
 
 
 
 
 
 
  

 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員 

大
澤
絢
子 

 

日
本
の
宗
祖
の
う
ち
、
近
代
以
降
の
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
多
い
の
が
、
浄
土
真
宗
の
宗

祖
親
鸞
と
日
蓮
宗
の
宗
祖
（
祖
師
）
日
蓮
で
あ
る
。
彼
ら
は
伝
記
の
数
や
量
も
多
く
、
真
宗
と
日
蓮
宗
は
宗
祖
に

対
す
る
「
語
り
」
が
大
量
に
蓄
積
さ
れ
、
強
固
な
宗
祖
信
仰
が
教
団
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。 

本
報
告
は
、
教
団
・
教
義
・
宗
祖
像
の
三
点
か
ら
戦
時
下
に
お
け
る
真
宗
と
日
蓮
宗
の
動
向
を
概
観
し
た
上
で
、

仏
教
文
学
を
含
む
教
団
内
外
で
語
り
出
さ
れ
た
親
鸞
と
日
蓮
像
の
相
違
お
よ
び
戦
時
下
に
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が

再
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
家
総
動
員
法
や
宗
教
団
体
法
な
ど
、
政
府
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
た
各
仏
教
教
団
は
、
従
軍
や
資
金
援
助
、

教
化
活
動
な
ど
を
通
し
て
積
極
的
に
翼
賛
体
制
へ
協
力
し
て
い
っ
た
。
教
団
内
の
影
響
力
あ
る
人
物
に
よ
っ
て
宗

祖
の
思
想
の
読
み
替
え
も
な
さ
れ
、
真
宗
の
場
合
は
仏
法
と
俗
法
間
の
矛
盾
を
克
服
す
る
論
理
と
し
て
真
俗
二
諦

が
利
用
さ
れ
、
勅
語
を
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
宣
伝
、
日
蓮
宗
で
は
日
蓮
の
教
義
が
国
家
至
上
主
義
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
っ
た
。 

両
教
団
に
お
け
る
聖
典
や
日
蓮
遺
文
の
削
除
改
訂
か
ら
は
、
読
ま
れ
る
古
典
／
読
め
な
く
な
る
古
典
の
問
題
や
、

宗
祖
・
教
団
・
信
仰
の
三
者
関
係
の
複
雑
さ
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
戦
時
体
制
化
で
自
ら
態
度
を
規
律
し
て
い

っ
た
教
団
は
宗
祖
の
ど
の
「
顔
」
を
前
に
出
し
、
何
を
出
さ
な
い
か
を
選
別
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
伝
記
（
と
そ

れ
に
基
づ
く
宗
祖
像
）
の
取
捨
選
択
の
歴
史
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
教
団
外
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
信
仰
や
思
想
、

時
代
動
向
を
親
鸞
や
日
蓮
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
作
家
た
ち
も
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
近
代
仏
教
研
究
と
仏
教
文
学

研
究
の
双
方
に
通
じ
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。 

受
動
的
・
能
動
的
に
戦
争
へ
加
担
し
た
真
宗
と
日
蓮
宗
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
で
見
ら
れ
た
の
は
、
明
治
・
大
正

期
に
注
視
さ
れ
た
悶
え
る
親
鸞
像
の
後
退
と
、
従
来
の
伝
記
で
語
ら
れ
て
き
た
国
家
守
護
者
と
し
て
戦
う
日
蓮
像

の
強
化
で
あ
る
。
二
人
の
宗
祖
の
思
想
や
体
験
、
こ
と
ば
は
戦
時
下
で
改
変
さ
れ
、
以
前
と
は
異
な
る
彼
ら
の
「
顔
」

が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
顕
現
し
た
親
鸞
と
日
蓮
も
ま
た
、
戦
時
下
に
教
団
を
ま
と
め
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
思
い
を
託
す
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
宗
祖
だ
っ
た
。 

  



戦
時
下
の
真
言
宗―

報
国
運
動
と
「
勤
王
僧
」―

 
 
 
 
 
 
 
 

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所 

髙
橋
秀
慧 

 
近
代
に
お
け
る
真
言
宗
の
研
究
は
、
未
開
拓
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
分
野
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
実
関
係

の
紹
介
や
研
究
蓄
積
の
あ
る
他
宗
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
自
体
に
意
義
が
見
い
だ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

本
報
告
で
は
、
戦
時
下
の
真
言
宗
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
当
時
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
た
「
勤
王
僧
」
の
言
説
を
踏

ま
え
、
戦
時
下
に
お
け
る
真
言
宗
と
僧
侶
の
有
様
を
活
写
し
て
み
た
い
。 

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
勃
発
を
機
に
、
第
一
次
近
衛
内
閣
は
「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
要
綱
」
を
閣
議
決
定

し
、
総
力
戦
体
制
を
推
進
し
て
い
く
。
一
九
三
八
年
五
月
に
は
国
家
総
動
員
法
の
施
行
、
十
一
月
に
は
東
亜
新
秩

序
建
設
声
明
が
な
さ
れ
、
宗
教
団
体
も
報
国
と
い
う
名
の
〝
公
益
〟
に
資
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
う

し
た
傾
向
は
一
九
四
〇
年
の
「
宗
教
団
体
法
」
施
行
に
よ
り
一
層
顕
著
と
な
る
。
同
年
の
大
政
翼
賛
会
結
成
以
降
、

あ
ら
ゆ
る
団
体
が
再
編
さ
せ
ら
れ
る
中
で
、
仏
教
教
団
も
合
併
が
促
進
さ
れ
、
真
言
宗
で
も
古
義
・
新
義
の
八
派

に
合
同
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
一
九
四
一
年
に
成
立
し
た
の
が
「
真
言
宗
」
で
あ
る
。
大
真
言
宗
・
オ

ー
ル
真
言
宗
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
の
教
団
は
、
諸
宗
横
並
び
で
実
施
さ
れ
た
「
仏
教
報
国
運
動
」
を
類
に
漏
れ
ず

展
開
し
て
い
く
。 

法
制
度
以
外
に
も
目
を
向
け
て
み
る
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
、「
日
本
精
神
」
論
の
流
行
か
ら
、
仏
教
は
公
然
と

批
判
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
各
教
団
は
歴
史
と
伝
統
を
動
員
し
て
天
皇
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る

と
と
も
に
、
主
体
的
な
国
策
協
力
に
よ
っ
て
公
益
性
を
社
会
に
発
信
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
通
宗
派
的
に
聖
徳
太

子
讃
仰
運
動
が
推
進
さ
れ
る
中
、
真
言
宗
で
は
弘
法
大
師
に
よ
る
〝
鎮
護
国
家
〟
の
伝
統
を
掲
げ
た
。
ま
た
、
報

国
運
動
を
担
っ
た
真
言
僧
た
ち
は
、
明
治
維
新
に
活
躍
し
た
「
勤
王
僧
」
に
自
ら
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
。「
勤
王

僧
」
の
言
説
は
、
当
時
影
響
力
の
あ
っ
た
仏
教
系
知
識
人
で
あ
る
友
松
圓
諦
を
中
心
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
聖
徳
太
子
や
祖
師
の
存
在
が
教
団
全
体
の
公
益
性
を
主
張
す
る
根
拠
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
勤
王
僧
」

の
言
説
は
、
僧
侶
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
響
く
言
説
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 


