
　

江
戸
時
代
、
幕
府
は
仏
教
を
民
衆
の
支
配
に
利
用
し
て
い
ま
し

た
。
日
本
は
古
く
か
ら
本ほ

ん

地ち

垂す
い
じ
ゃ
く迹の

思
想
が
浸
透
し
神
仏
習
合
で

し
た
が
、
明
治
の
世
に
な
り
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
令
は
、

廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
運
動
や
廃
仏
思
想
に
広
が
り
ま
し
た
。
市
内
で
確
認
で

き
る
だ
け
で
も
、
笠
間
地
区
で
八
十
三
、
友
部
地
区
で
四
十
二
、

岩
間
地
区
で
二
十
五
の
寺
院
が
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
。
中
に
は
焼

き
討
ち
に
遭
う
な
ど
、
今
で
は
所
在
さ
え
定
か
で
は
な
い
寺
も
数

多
く
あ
り
ま
す
が
、
人
々
の
信
仰
の
場
で
あ
っ
た
堂ど

う

宇う

に
仏
像
や

仏
具
だ
け
を
ひ
っ
そ
り
と
安
置
し
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
護ま

も

ら

れ
て
き
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
寺
院
の
一
つ
、

片
庭
の
西
福
寺
を
紹
介
し
ま
す
。

　

神し
ん

徳と
く

山
西
福
寺
は
真
言
宗
、
京
都
・
醍だ
い

醐ご

寺じ

光
台
院
末
の
金き
ん

亀き

山
無む
り
ょ
う
じ
ゅ

量
寿
寺じ

阿
弥
陀
院
（
箱
田
・
廃
寺
）
の
末
寺
で
し
た
。
現
在
、

西
福
寺
跡
に
は
北
山
内
村
の
村
長
及
び
県
会
議
員
を
務
め
た
太
田

八
三
郎
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
建
立
し
た
観
音
堂
が
あ

り
ま
す
。
堂
内
に
は
、
千
手
観
音
立
像
、
西
福
寺
住
職
の
位
牌
の

ほ
か
に
六
地
蔵
図
屏
風
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

鉦し
ょ
う、
そ
し
て
両
界
曼
荼
羅
が
あ
り

ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
代
頃
ま
で
、地
区
の
床と

こ

取と
り

（
葬
儀
）
に
は
、

六
地
蔵
図
屏
風
を
逆
さ
に
立
て
葬と

む
ら

い
場
を
設
け
ま
し
た
。
そ
し
て

曼
荼
羅
を
壁
に
掛
け
、
出
棺
の
合
図
に
は
念
仏
鉦
を
打
っ
た
そ
う

で
す
。

　

曼
荼
羅
と
は
、
弘
法
大
師
が
日
本
に
伝
え
た
真
言
密
教
の
教
理

の
根
本
を
描
い
た
も
の
で
す
。
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
音
訳
で
「
本
質
的
な
も
の
を
有
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
ま
す
。
両
界
は
胎た

い

蔵ぞ
う

界か
い

と
金
剛
界
を
表
し
て
い
ま
す
。
胎
蔵

界
と
は
、『
大
日
経
』
に
基
づ
き
、
中
心
に
描
か
れ
る
大
日
如
来

の
慈
悲
が
ま
わ
り
の
世
界
に
遍あ

ま
ね

く
広
が
っ
て
い
く
さ
ま
を
表
わ
す

と
い
わ
れ
、「
理り

」
を
説
く
と
さ
れ
ま
す
。
院
と
呼
ば
れ
る
十
二

の
区
画
で
構
成
さ
れ
、
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
、
中ち

ゅ
う
だ
い台

八は
ち

葉よ
う

院い
ん

の

大
日
如
来
を
中
心
に
四

如
来
・
四
菩
薩
が
座
し
、

中
台
八
葉
院
を
囲
む
院

に
そ
れ
ぞ
れ
諸
尊
が
配

さ
れ
て
い
ま
す
。
金
剛

界
と
は
、『
金こ

ん

剛ご
う

頂ち
ょ
う

経き
ょ
う

』

に
基
づ
き
大
日
如
来
の

教
え
に
向
か
っ
て
近
づ

い
て
い
く
た
め
の
修
行

の
道
筋
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

「
智
」
を
説
く
と
さ
れ

ま
す
。
九く

会え

と
呼
ば
れ
る
九
つ
の
区
画
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

西
福
寺
の
両
界
曼
荼
羅
は
二
幅
と
も
に
縦
一
八
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
横
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
絹け

ん

本ぽ
ん

軸じ
く

物も
の

で
す
。
江
戸
時

代
初
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
軸
裏
面
の
墨
書
に
よ
る
と
、

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
と
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
の

修
復
に
よ
り
美
し
い
色
彩
を
保
っ
て
い
ま
す
。
平
成
十
三
年

（
二
〇
〇
一
）
に
は
、
市
指
定
文
化
財
と
な
り
、
現
在
は
市
教
育

委
員
会
が
保
管
・
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
両
界
曼
荼
羅
ひ
と
つ
か
ら
も
、
西
福
寺
の
在
り
し
日
の
隆

盛
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
地
域
は
、
弘
法
大
師

伝
説
が
色
濃
く
残
る
土
地
で
あ
り
、近
く
に
あ
る
「
お
大
師
さ
ま
」

と
よ
ば
れ
る
弘
法
大
師
を
祀
る
お
堂
や
石
仏
を
目
に
す
る
と
、
こ

れ
ら
の
堂
宇
が
人
々
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
実

感
と
し
て
伝
わ
り
ま
す
。

（
市
史
研
究
員　

松ま
つ

山や
ま　

京き
ょ
う
こ子
）
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第 81回

西福寺跡の観音堂

西福寺の両界曼荼羅（左：胎蔵界、右：金剛界）
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