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御
移
転
百
年
に
寄
せ
て

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
長
　
　
木
村
　
清
孝

　
現
在
、
本
学
の
学
長
を
務
め
、
本
研
究
所
の
所
長
も
兼
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
木
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
大
変
暑
く

な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
を
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
司

会
を
務
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
矢
島
先
生
か
ら
ご
紹
介
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
大
本
山
總
持
寺
の
横
浜
ご
移
転
か
ら
明
年
が
ち
ょ
う
ど

百
年
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
記
念
い
た
し
ま
し
て
、
三
年
連
続
で
関
連
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

次
第
で
す
。

　
昨
年
は
少
し
専
門
的
な
、
非
常
に
綿
密
な
研
究
に
基
づ
く
研
究
発
表
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
な
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
も

う
少
し
広
く
、
ご
本
山
を
取
り
巻
く
状
況
、
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
歴
史
の
中
で
ご
本
山
が
成
立
し
、
ど
う
い
う
文
化
を
育
み
な
が
ら
歩
ん

で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
御
移
転
の
前
後
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
大
会
を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
お
手
元
の
「
資
料
集
」
の
中
で
少
し
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
し
、
私
も
後
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
ま
た
発
言
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
間
を
頂
戴
し
て
、「
總
持
寺
の
歴
史
と
文
化
」
と
い
う
問
題
の
原
点
と
も
い
え
る
、
總
持
寺
を
開
か
れ

ま
し
た
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
禅
の
世
界
に
つ
い
て
、
少
し
前
提
的
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
で
、
大
ま
か
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
ご
諒
承
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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曹
洞
宗
で
は
、
ご
承
知
の
通
り
、
永
平
寺
と
總
持
寺
を
両
本
山
と
し
、
ご
本
尊
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
開
山
で
ご
ざ
い
ま
す
高
祖
道

元
禅
師
と
太
祖
瑩
山
禅
師
を
お
釈
迦
様
の
両
脇
に
配
し
、
三
尊
と
し
て
お
祀
り
す
る
と
い
う
の
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
で
は
、
瑩
山
禅
師
の
禅
の
世
界
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
着
目
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
第
一
は
、
私
ど
も
が
受
け
継
い
で
き
て
お
り
ま
す
仏
教
を
大
乗
仏
教
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
立
場

を
禅
師
は
大
変
深
く
理
解
さ
れ
、
そ
れ
を
実
践
へ
と
結
び
付
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
乗
仏
教
と
申
し
ま
し
て
も
、
実

は
い
ろ
い
ろ
な
流
れ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
東
ア
ジ
ア
に
伝
わ
り
ま
し
た
仏
教
の
主
流
は
、
如
来
蔵
思
想
、
あ
る
い
は
仏
性
思
想

と
呼
ば
れ
る
系
統
で
す
。
分
か
り
や
す
く
申
し
ま
す
と
、
私
ど
も
と
仏
と
が
本
質
的
に
一
つ
で
あ
る
。
必
ず
私
た
ち
は
、
だ
れ
も
が
仏
に

な
れ
る
。
―
―
そ
う
い
う
深
い
確
信
に
基
づ
く
思
想
で
す
。
禅
師
は
、
こ
の
思
想
の
流
れ
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
独
自
の
形
で
宣
揚

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
第
二
点
は
、
そ
う
し
た
大
乗
の
立
場
を
受
け
継
ぎ
広
め
て
い
く
上
で
も
重
要
な
「
清し
ん
ぎ規
」
に
関
す
る
認
識
と
実
践
の
問
題
で
す
。
清
規

と
は
、禅
宗
に
お
け
る
戒
律
と
、行
持
、つ
ま
り
日
常
の
生
活
の
仕
方
に
関
わ
る
決
ま
り
と
儀
礼
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
す
が
、

こ
の
清
規
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
禅
師
は
深
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
般
的
に
「
瑩
山
清
規
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
清
規
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
毎
日
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
い
い
の
か
、
月
別
に
ど
う
い
う

行
事
が
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
さ
ら
に
年
間
行
事
と
し
て
ど
う
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
通
り
の
行
持
を
お
弟
子
さ
ん
た
ち
と
ご
一
緒
に
実
行
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
具
体
性
、
現
実
性
を
し
っ
か
り
と
具
え
た
、
こ
の
清
規
の
認
識
と
い
う
も
の
が
、
禅
師
の
仏
教
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
。

　
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
り
、
本
格
的
に
仏
教
教
団
が
成
立
し
、
そ
の
規
範
が
で
き
て
ま
い
り
ま
す
の
は
、
五
世
紀
の
中
国
・
南
北
朝
時
代
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の
初
期
に
道
安
法
師
が
出
ら
れ
て
か
ら
で
す
。
こ
の
道
安
法
師
の
こ
と
を
、『
法
華
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
を
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
で

広
く
知
ら
れ
て
い
る
大
翻
訳
家
の
鳩く
ま
ら
じ
ゅ
う

摩
羅
什
法
師
は
、「
東
方
の
聖
人
」
と
呼
ん
で
敬
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
禅
宗
に
お

い
て
、
具
体
性
を
持
っ
た
形
で
清
規
を
明
示
さ
れ
た
の
が
瑩
山
禅
師
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
禅
師
は
そ
の
道
安
法
師
と
も
比
肩
し
得
る
側

面
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
第
三
に
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
瑩
山
禅
師
は
一
生
の
う
ち
に
何
度
か
深
い
宗
教
体
験
を
重
ね
ら

れ
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
形
で
誓
願
を
立
て
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
誓
願
の
中
で
、
私
は
、
と
く
に
二
十
五
歳
の
時
に
立
て
ら
れ
た
と

言
わ
れ
ま
す
「
大
悲
闡せ
ん
だ
い提

」
の
願
が
際
立
っ
て
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
大
悲
」
と
は
、
大
い
な
る
あ
わ
れ
み
の
心
の
こ
と
、
闡
提

と
は
、
一
般
的
に
は
、
正
し
い
信
心
を
も
て
ず
、
仏
に
な
れ
な
い
と
さ
れ
る
衆
生
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
楞
り
ょ
う
が
き
ょ
う

伽
経
』
と
い
う
お
経

に
は
、
衆
生
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
の
心
か
ら
、
あ
え
て
自
ら
仏
に
な
ら
ず
、
衆
生
と
と
も
に
あ
ろ
う
と
誓
う
菩
薩
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ

が
「
大
悲
闡
提
」、
あ
る
い
は
「
菩
薩
闡
提
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
す
。
瑩
山
禅
師
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
在
り
方
を
自
ら

の
生
き
方
と
し
よ
う
と
誓
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
禅
師
は
、
晩
年
に
至
っ
て
、
二
つ
の
誓
願
を
新
た
に
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
「
常
発
心
」、
つ
ま
り
、
常

に
発
心
し
続
け
る
、
何
度
も
何
度
も
新
た
に
発
心
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
発
心
」
と
は
発
菩
提
心
、
真
実
の
悟
り
に
向
か
お
う
と

の
決
意
の
こ
と
で
す
。
禅
師
は
、死
を
間
近
に
感
じ
取
り
つ
つ
、日
々
、こ
の
決
意
を
新
た
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
は
「
女

人
救
済
」
の
誓
願
、
つ
ま
り
女
性
を
救
い
続
け
よ
う
と
の
願
い
で
す
。
こ
れ
も
、
当
時
の
女
性
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
き
わ
め
て

厳
し
く
辛
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
重
要
な
誓
願
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
現
実
を
し
っ
か
り
と
見
て
、

い
ま
何
が
大
事
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
、
現
実
重
視
の
大
乗
仏
教
者
と
し
て
の
思
い
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
誓
願
は
、
単
に
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
間
に
こ
う
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
未
来
永
劫
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
在
り
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
、
瑩
山
禅
師
の
禅
の
世
界
を
理
解
す
る
上
で
は
大
変
大
事
な
こ
と
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で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
上
記
の
「
女
人
救
済
」
の
誓
願
と
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
で
す
が
、
檀
信
徒
、
す
な
わ
ち
、
自
分
を
信
じ
、
帰
依
し
、

布
施
を
し
て
く
れ
る
在
家
の
人
々
を
禅
師
は
大
変
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
高
祖
道
元
禅
師
の
場
合
は
、
と
く
に
永
平
寺
に
入
ら
れ
た

後
は
、
一
人
で
も
半
人
で
も
本
物
の
仏
教
者
を
育
て
よ
う
と
い
う
思
い
を
中
心
に
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
両
祖
の
間
に
は

対
照
的
な
一
面
も
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
以
上
、
瑩
山
禅
師
の
禅
の
世
界
を
考
え
る
時
に
と
く
に
大
事
だ
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

全
体
的
に
は
、
い
わ
ば
「
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
在
家
主
義
仏
教
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
こ

そ
、
こ
の
瑩
山
禅
師
の
理
念
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
思
う
の
で
す
。

　
日
本
の
仏
教
は
、
伝
来
以
来
、
全
体
的
に
在
家
主
義
的
な
志
向
が
大
変
強
い
で
す
。
こ
れ
に
は
、
社
会
構
造
の
問
題
、
日
本
の
伝
統
文

化
の
問
題
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
瑩
山
禅
師
の
禅
と
い
う
の
は
、
こ
の
流
れ
に
即
応
し
つ
つ
、

出
家
在
家
の
枠
組
み
を
超
え
て
広
め
ら
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
坐
禅
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、
道
元
禅
師
の
坐
禅
は
、「
只
管
打
座
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
い
わ
ば
純

粋
な
智
慧
の
坐
禅
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
ま
す
。
対
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
坐
禅
は
、『
坐
禅
用
心
記
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
大
悲
の
坐

禅
で
す
。
智
慧
と
慈
悲
は
大
乗
仏
教
の
両
輪
で
、
ど
ち
ら
が
上
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
者
に
重
点
を
置
い
た
形
の
坐
禅
を
瑩

山
禅
師
は
宣
揚
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

　
最
後
に
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
「
大
悲
闡
提
」
の
誓
願
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
誓
願
は
、
ま
さ

し
く
行
動
の
仏
教
を
志
向
す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
中
国
の
隋
・
唐
の
時
代
に
、
三
階
教
と
い
う
新
仏
教
が
興
り
ま
し
た
。
や
が
て
弾

圧
さ
れ
て
、
宋
代
に
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
の
三
階
教
の
人
々
は
、「
闡
提
の
た
め
の
仏
教
」
を
自
負
し
て
い
ま
す
。

か
れ
ら
は
、
末
法
の
時
代
の
邪
見
を
事
と
す
る
人
間
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
社
会
を
何
と
か
し
た
い
。
皆
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、
誰
も
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が
自
ら
の
悪
を
認
め
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
衆
生
に
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
実
践
以
外
に
は
な
い
、
と
主
張
し
て
、
一
時
は
爆
発
的
に

教
え
を
広
め
ま
し
た
。
瑩
山
禅
師
の
「
大
悲
闡
提
」
の
誓
願
と
そ
れ
に
根
ざ
す
実
践
に
は
、
こ
の
三
階
教
と
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
う
の
で
す
。

　
現
代
は
、
も
ち
ろ
ん
、
瑩
山
禅
師
の
時
代
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
然
、
慈
悲
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
も
違
っ
て
き

ま
す
。
け
れ
ど
も
、根
本
的
に
は
、そ
れ
は
正
し
い
修
行
の
中
で
得
ら
れ
て
く
る
縁
起
の
自
覚
に
基
づ
い
て
自
然
に
出
て
く
る
も
の
で
し
ょ

う
し
、
禅
師
の
大
悲
闡
提
の
誓
願
に
つ
な
が
る
も
の
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
瑩
山
禅
師
の
禅
の
世
界
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
私
た
ち

は
、
自
ら
が
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
深
い
示
唆
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
お
二
人
の
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
お
話
を
い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
太
祖
瑩
山
禅
師
の
禅
の
世
界
の
性
格
を
頭
に
入

れ
、
そ
れ
が
歴
史
の
中
で
ど
う
い
う
形
で
現
れ
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
離
れ
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
も
一
つ
の
観
点
と
し
て
も

ち
な
が
ら
、
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
の
ご
挨
拶
を
兼
ね
て
の
お
話
を
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


