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中
国
の
廃
仏
　
末
法
と
廃
仏
は
し
ば
し
ば
連
関
し
て
認
識
さ
れ
た
。
末
法

の
世

に
な

っ
た
か
ら
廃
仏
が
行
な
わ
れ
る
の
だ
、
あ
る
い
は
廃
仏
が
行
な
わ
れ
る
の
が

末
法
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
。
そ
う
し
た
言
説
は
、
後
の
時
代
か
ら
過
去
を
振
り
返

っ

て
説
か
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
実
は
、
六
世
紀
、
中
国
で
末
法
思
想
が
説

か
れ
た
最
初
期
に
す
で
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
は
じ
め
か
ら
そ
う
だ

っ
た
の
で
あ

る
。中

国
で
は
、廃
仏
が
し
ば
し
ば
断
行
さ
れ
た
。
中
で
も
、
北
魏

の
太
武
帝

の
廃
仏
、

北
周
の
武
帝
の
廃
仏
、
唐
の
武
宗
の
廃
仏
、
後
周
の
世
宗
の
廃
仏
は
大
規
模
な
仏

教
弾
圧
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
「
三
武

一
宗

の
廃
仏
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
、
近
代
で
は
、
二
十
世
紀
末
、
中
華
人
民
共
和
国
の
文
化
大
革
命
に
よ

っ
て

大
規
模
な
廃
仏
が
行
な
わ
れ
た
。
だ
が
、
仏
教
は
、
こ
れ
ら
の
廃
仏
に
よ

っ
て
滅

び
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
度
ご
と
に
、
復
興
、
再
生
を
成
し
遂
げ
、
今
日

ま
で
続

い
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
廃
仏
の
う
ち
、
末
法
思
想
と
の
連
関
と

い
う
視
角
か
ら
す
る
と
、
北

周
の
武
帝
に
よ
る
廃
仏
が
も

っ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
那
連
提
耶
舎
に
よ
っ
て
、
中

国
に
お
い
て
は
じ
め
て
末
法
思
想
が
宣
揚
さ
れ
た
時
期
と
ぴ
た
り
と
合
致
す
る
か

　
ユ

　

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
藤
善
真
澄
氏
の
高
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
那
連
提
耶
舎

　　
　

の
末
法
思
想
と
廃
仏
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
北

周
の
武
帝
に
よ
る
廃
仏
の
様
相
を

一
通
り
確
認
し
、
あ
わ
せ
て
北
魏
の
太
武
帝
に

　ヨ
　

よ
る
廃
仏
に
つ
い
て
も

一
覧
し
て
お
き
た
い
。

北
周
武
帝
の
廃
仏

大
同
元
年

(五
三
五
)
、
北
魏
は
二
つ
に
分
裂
し
、
高
氏

が
実
権
を
握
る
東
魏
と
、
宇
文
氏
が
実
権
を
握
る
西
魏
が
成
立
し
た
。
東
魏
で
は
、

や
が
て
高
氏
が
即
位
し
て
北
斉
が
成
立
し
、
西
魏
で
は
宇
文
氏
が
即
位
し
て
北
周

が
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
家
で
は
、
仏
教
が
大

い
に
信
仰
さ
れ
、
寺
院
が
多
数



ハ
　

し

造
立
さ
れ
、
数
多
く
の
僧
尼
た
ち
が
活
躍
し
た
。

西
魏
の
宇
文
泰
の
権
力
を
継
承
し
て
北
周
を
建
国
し
た
宇
文
護
は
、

一
族
の
孝

関
帝
を
皇
帝
に
た
て
た
。
だ
が
、
宇
文
護

は
ま
も
な
く
孝
関
帝
を
毒
殺
し
て
し
ま

い
、
次
な
る
皇
帝
と
し
て
明
帝
を
擁
立
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
短
期
間
の
う
ち
に
毒

殺
し
て
し
ま

つ
た
。
そ
し
て
、
武
成
二
年

(五
六
〇
)
、
今
度
は
明
帝

の
弟
の
字

文
畠
を
即
位
さ
せ
た
。
こ
れ
が
武
帝
で
あ

る
。
武
帝
時
代
の
前
半
は
宇
文
護
が
実

権
を
握

っ
て
い
た
が
、
武
帝
は
対
立
を
さ
け
る
よ
う
に
耐
え
忍
び
、

つ
い
に
天
和

七
年

(五
七
二
)、
宇
文
護
を
殺
害
し
て
実
権
奪
取
に
成
功
し
、
親
政
を
行
な
う

よ
う
に
な

っ
た
。
廃
仏
は
そ
う
し
た
中
で
断
行
さ
れ
た
。

武
帝
の
廃
仏
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
還
俗

　ら
　

　　
　

僧
の
衛
元
嵩
で
あ
る
。
衛
元
嵩
は
、
益
州
成
都

(現
在
の
四
川
省
成
都
市
)
の
生

　　
　

ま
れ
で
、
出
家
し
て
亡
名
な
る
僧
の
弟
子

に
な
り
、
や
が
て
都

へ
の
進
出
を
計
画

し
て
長
安
に
至

っ
た
。
そ
し
て
、
天
和
二
年

(五
六
七
)
、
仏
教
の
現
状
を
激
し

く
批
判
す
る
十
五
箇
条
の
意
見
書
を
武
帝

に
上
奏
し
、
還
俗
し
て
俗
人
と
な

っ
た
。

彼
は
、
そ
こ
で
、
民
を
利
し
、
国
を
益
す

る
の
が
本
来
の
仏
教
で
あ
り
、
大
慈
を

根
本
と
し
、
人
民
を
安
楽
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
な
の
に
、
寺
塔
建
立
は
人

民
に
苦
役
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
泥
や
木

に
す
ぎ
な

い
仏
像
を
度
恭
す
る
こ
と
は

仏
心
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
説

い
て
、
「斉
、
梁
の
末
法
」
か
ら
脱
却
し
て
、
仏

教
を
全
面
的
に
刷
新
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
伽
藍
は

「曲
見

伽
藍
」
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
、
「平
延
大
寺
」
を
建
立
す
る
べ
き
だ

　お
　

と
断
じ
た

(『広
弘
明
集
』
巻
七
)。
平
延
大
寺
と
は
、
城
陛
、
郭
邑
を
そ
の
ま
ま
寺

塔
、
僧
房
と
見
な
し
、
君
主
を
如
来
、
国

民
を
法
師
、
信
徒
と
見
な
す
も

の
で
、

国
家
主
義
的
で
全
体
主
義
的
な
空
想
上
の
寺
院
で
あ

っ
た
。
私
は
、
こ
こ
で
、
彼

の
主
張
に

「末
法
」
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
当
時

の
仏
教
の
問
題
点
を
批
判
し
た
が
、
そ
こ
に
は
当
時
流
行
し
は
じ
め
た
末
法
思
想

に
よ

っ
て
、
末
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
仏
教
は
堕
落
し
た
も
の
に
な

っ
て
お
り
、
寺

院
は
ま
や
か
し
の
伽
藍
に
化
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
論
理
が
包
含
さ
れ
て
い
た
。

も
う

一
人
は
道
士
の
張
賓
で
あ
る
。
彼
も
廃
仏
論
者
で
あ

っ
た
が
、
武
帝
に
近

づ
い
て
道
教
の
優
位
と
仏
教
の
弊
害
を
説

い
た
。
衛
元
嵩
と
張
賓
は
連
携
し
て
廃

仏
の
論
陣
を
張

っ
た
。
武
帝
は
、
そ
の
間
、
儒
仏
道
の
三
教
の
論
議
を
実
施
し
て
、

三
教
斉

一
の
論
を
求
め
た
が
、
意
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
建
徳
三
年

(五
七
四
)
五
月
、
仏
教
、道
教

の
二
教
お
よ
び
民
俗
信
仰
の
禁
断
に
踏
み
き

っ
た
。

こ
れ
に
よ

つ
て
、
仏
教
は
禁
断
さ
れ
、
経
典
、
仏
像
な
ど
は
廃
棄
さ
れ
、
僧
尼
は

還
俗
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同
六
年

(五
七
七
)
、
北
周
が
北
斉
を
滅
ぼ
す
と
北

斉
の
領
域
に
も
廃
仏
の
詔
が
発
布
さ
れ
た

(『広
弘
明
集
』
巻
九
)。
こ
う
し
て
あ
ま

た
の
寺
院
が
廃
寺
と
な
り
、
莫
大
な
数
の
僧
尼
が
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

中
国
に
お
け
る
仏
教
の
流
布
、
浸
透
に
は
非
漢
人

(胡
人
)、
お
よ
び
そ

の
王

朝
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た

の
は
西
暦

一
世
紀
頃

の
こ
と
だ
が
、
仏
教
に
対
す
る
抵
抗
は
大
き
く
、
な
か
な
か
流
布
、
浸
透
し
な
か

っ

た
。
中
国
で
は
、
仏
教
は
外
国
の
宗
教
、
非
漢
人
の
宗
教
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
中
国
社
会
に
受
容
さ
れ
、
本
格
的
に
流
布
し
て
い
く
の
は
四
世
紀
頃

の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
大
き
な
契
機
と
な

っ
た
の
は
、
非
漢
人
に
よ
る
王
朝

の

成
立
だ

っ
た
。第

一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
五
胡
の
後
趙
の
石
虎
は
、
天
子
は
天
地
、

百
神
を
ま

つ
る
べ
き
で
、
西
域
か
ら
出
た

「外
国
の
神
」
で
あ
る
仏
な
ど
を
ま
つ



る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
中
書
の
意
見
に
対
し
、
自
分
は
辺
地
の
生
ま
れ
で
あ
る

か
ら

「戎
神
」
で
あ
る
仏
を
ま

つ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
述
べ
て
、仏
教
の
受
容
、

流
布
を
表
明
し
た
と

い
う

(『高
僧
伝
』
巻
九

「仏
図
澄
伝
」、
『広
弘
明
集
』
巻
六
)。

こ
の
話
は
後
世
か
ら
説
話
的
に
語
ら
れ
た
と

い
う
側
面
が
あ

っ
て
、
歴
史
的
事
実

を
ど
こ
ま
で
伝
え
る
も

の
な
の
か
さ
ら
な

る
吟
味
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
で
も
仏
教

は
非
漢
人
、
胡
人
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
だ
と
す
る
観
念
が
強
固
に
存
在
し
、
そ
う

し
た
言
説
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
れ
を
伝
え
る
史
料
と
し

て
重
要
な
価
値
が
あ
る
。
後
趙
は
、
匈
奴
系
の
謁
族
の
国
家
だ

っ
た
。

や
が
て
華
北
に
は
、
鮮
卑
拓
跋
部
に
よ

っ
て
北
魏
が
建
国
さ
れ
、
そ
れ
は
東
魏
、

西
魏
、
そ
し
て
北
斉
、
北
周
、
階

へ
と
継
承
さ
れ
、
南
北
朝
が
統

一
さ
れ
て
階
か

ら
唐

へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
非
漢
人
に
よ
る
王
朝
で
あ
り
、

今
日
で
は
こ
れ
ら

一
連
の
王
朝
を

「拓
跋

国
家
」
と
呼
ぶ
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い

　　
　

る
。
そ
う
し
た
非
漢
人
の
国
家
に
よ
っ
て
仏
教
は
大
い
に
宣
揚
さ
れ
、
華
や
か
な

仏
教
文
化
が
隆
盛
し
た
。
北
周
の
武
帝
は
、
そ
う
し
た
中
で
廃
仏
を
断
行
し
た
が
、

そ
の
際
、
「
詔
し
て
曰
く
、
仏
は
西
域
に
生
ま
れ
、
東
夏
に
寄
伝
す
。
そ
の
風
教

を
原
ぬ
る
に
、
殊
に
中
国
に
乖
け
り
。
漢
魏
晋

の
世
に
は
有
る
に
似
て
無
き
が
若

し
。
五
胡
の
乱
治
に
は
風
化
方
に
盛
な
り
き
。
朕
は
五
胡
に
非
ず
。
心
に
敬
ふ
こ

と
な
し
。
既
に
正
教
に
非
ず
。
所
以
に
之
を
廃
す
る
な
り
」
(『広
弘
明
集
』
巻
十
)

と
述
べ
た
と

い
う
。
武
帝
は
、
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
鮮
卑
族
で
あ
り
、
胡
人
に

ほ
か
な
ら
な

い
が
、
し
か
し
、
中
華
の
天
子
と
な
り
中
国
を
統
治
す
る
身
と
な

つ

た
今
は
、
も
は
や
五
胡
で
は
な
い
と
自
己
規
定
し
、
伝
統
的
中
国
思
想
を
正
当
と

す
る

「周
」
の
皇
帝
と
し
て
儒
教
を
正
教
と
し
、
仏
教
を
廃
す
の
だ
と
宣
言
し
た
。

こ
の
廃
仏
は
、
し
か
し
、
武
帝
の
死
と
と
も
に
短
期
間
で
終
焉
し
た
。
宣
政
元

年

(五
七
八
)
六
月
、
武
帝
が
死
去
す
る
と
、
宣
帝
が
即
位
し
た
。
翌
大
成
元
年

(五
七
九
)
正
月
、
宣
帝
は
任
道
林
の
意
見
を
容
れ
て
三
宝
を
尊
重
す
べ
き
の
詔

を
発
布
し
、
二
月
に
は
王
公
か
ら
人
民
ま
で
仏
教
を
崇
奉
し
て
よ
い
と
す
る
詔
も

発
布
し
、
さ
ら
に
仏
像
や
天
尊
像
も
復
活
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
、
仏
教
は
復
興

に
向
か

っ
て
い
っ
た

(『広
弘
明
集
』
巻
十
)。
だ
が
、
宣
帝
は
、
同
年
、
早
々
と
退

位
し
、
七
歳
の
静
帝
に
帝
位
を
譲

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
権
力
を
掌
握
し
た
の

は
、
静
帝
の
母
方
の
祖
父
で
あ
る
楊
賢
だ

っ
た
。
や
が
て
、大
定
元
年

(五
八

一
)
、

楊
賢
が
帝
位
を
奪
取
し
て
階
が
成
立
す
る
と
、
仏
教
は
ま
す
ま
す
急
速
に
復
興
を

遂
げ
、
廃
仏
以
前
に
も
ま
さ
る
隆
盛
を
ほ
こ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
楊
賢
す

な
わ
ち
階
の
文
帝
は
、
仏
教
の
信
心
が
深
く
、
多
数
の
寺
院
を
建
立
し
、
数
多
く

の
僧
尼
を
得
度
さ
せ
、
お
び
た
だ
し

い
数
の
仏
像
、
仏
画
、
織
像
な
ど
を
造
立
し
、

　
り
　

大
量

の
写
経
を
行
な

っ
た

(『弁
正
論
』
巻
三
)。
彼
は
、
二
十
余
年
に
わ
た

っ
て

仏
法
興
隆
の
事
業
を
推
進
し
た
が
、

『歴
代
三
宝
記
』
巻
十

二
に
よ
れ
ば
、
開
皇

十

一
年

(五
九

一
)、
「朕
、
位
人
王
に
在
り
て
三
宝
を
紹
隆
し
、
永
く
至
理
を
言

ひ
て
、
大
乗
を
弘
關
せ
ん
」
と
い
う
三
宝
紹
隆
の
詔
を
発
布
し
た
と
い
う
。
こ
れ

は

『日
本
書
紀
』
と
の
関
係
で
大

い
に
注
目
さ
れ
る
詔
で
あ
る
。

北
魏
太
武
帝
の
廃
仏

次
に
、
北
魏
の
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触

　
　
　

れ
て
お
き
た
い
。
太
武
帝
は
太
祖
道
武
帝

(拓
蹟
珪
)
、
太
宗
明
元
帝
に
続
く
第

三
代
の
皇
帝
で
、
皇
帝
権
力
を
大
い
に
伸
長
し
、
対
外
戦
争
に
勝
利
し
て
華
北
の

再
統

一
に
成
功
し
た
人
物
で
あ

っ
た
。
そ
の
太
平
真
君
七
年

(四
四
六
)
、
廃
仏



の
詔
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
激
烈
な
内
容
の
も
の
で
あ

っ
た
。
曰
く
、
仏
教
は

胡
神
を
ま

つ
る
も
の
で
、
も
と
も
と
中
国

に
は
な
か

っ
た
宗
教
で
あ
る
。
中
華
の

人
々
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。自
分
は
古
え

の
三
皇

の
政
治
を
回
復
す
べ
く
、

こ
の
胡
の
妖
鬼
を
退
治
せ
ん
と
考
え
る
。
今
後
は
、
胡
神
に
つ
か
え
、
泥
や
銅
に

す
ぎ
な
い
仏
像
を
造
立
す
る
も
の
は

一
族

み
な
諒
殺
と
し
、
す
べ
て
の
仏
塔
、
仏

像
、
経
典
を
破
棄
、
焚
焼
す
る
こ
と
と
し
、
沙
門
は
み
な
坑
殺
と
す
る
と

(『魏

ハ　
　

書
釈
老
志
』)。

彼
の
廃
仏
政
策
に
強

い
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
宰
相
の
崔
浩
と

道
士
の
冠
謙
之
で
あ
る
。
崔
浩
は
漢
人
で
、
拓
跋
氏
に
よ
る
王
権
に
と
り
立
て
ら

れ
て
出
世
し
、
自
分
が
あ
る
べ
き
と
考
え

る
中
華
王
朝

の
理
念
に
近
づ
け
る
べ

く
、政
治
制
度
、文
化
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
人
物
だ

っ
た
。
『魏
書
釈
老
志
』

に
は
、
崔
浩
は
仏
法
を
信
じ
ず
、
そ
の
教
え
を
虚
誕
で
あ
る
と
し
、
国
家
に
経
済

的
損
失
を
与
え
る
も
の
だ
と
皇
帝
に
進
言

し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
智

　お
　

水
氏
に
よ
れ
ば
、彼
は
、多
数
の
漢
族
士
人

の
政
権
参
画
と
太
武
帝
の
「中
国
皇
帝
」

化
を
め
ざ
し
、
人
民
の
風
俗
清
整
を
政
治
課
題
と
考
え
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
彼

が
注
目
し
、
連
携
し
た
の
が
冠
謙
之
の
新
天
師
道
だ

っ
た
。
冠
謙
之
は
、
老
君
の

玄
孫
か
ら

「泰
平
真
君
」
を
輔
佐
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
称
し
て
い
た
が
、
そ

の

「泰
平
真
君
」
と
は
道
教
的
皇
帝
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
太
武
帝
を
指
し
て

い
た
。
崔
浩
と
冠
謙
之
の
思
想
政
策
は
太
武
帝
に
採
用
さ
れ
、
「太
平
真
君
」
な

る
年
号
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
三
年

(四
四

二
)
、
太
武
帝
は
道
壇
に
登

つ
て
符
鋒

　れ
　

を
受
け
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
政
策

の

一
つ
の
帰
結
と
し
て
廃
仏
が
実
施
さ
れ
た
。

二
人
の
廃
仏
提
言
者

こ
こ
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
北
魏
の
太
武
帝
の
廃

仏
に
し
て
も
、
北
周
の
武
帝

の
廃
仏
に
し
て
も
、
最
終
的
に
は
皇
帝

の
決
断
に
よ

っ

て
廃
仏
令
が
発
布
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
そ
の
周
辺
に
そ
う
し
た
政
策
を
旦
ハ

申
し
た
人
物
が
、
ど
ち
ら
も
二
人
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

一
人
は
、

ど
ち
ら
も
神
信
仰
に
た
ず
さ
わ
る
道
士
で
あ
り
、
も
う

一
人
は
太
武
帝

の
時
は
政

権
中
枢
に
い
た
宰
相
で
、
武
帝
の
時
は
還
俗
僧
だ

つ
た
。
こ
う
し
た
人
物
た
ち
は
、

た
と
え
ば
道
宣

『広
弘
明
集
』
を
見
る
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
悪
し
ざ
ま
に
書
か
れ

て
い
る
。
仏
法
を
護
持
す
る
護
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
は
許
し
が
た
い
悪

者
た
ち
だ

っ
た
。
二
人
の
悪
者
が
い
て
、
彼
ら
が
廃
仏
政
策
を
具
申
し
、
そ
れ
を

聞
き
入
れ
た
帝
が
廃
仏
令
を
断
行
す
る
ー

私
は
、
『日
本
書
紀
』

の
記
述
は
こ

う
し
た
中
国
の
廃
仏
の
経
緯
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
仏
書
の
記
述
か
ら
大
き

な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

末
法
と
廃
仏
の
連
関

末
法
思
想
を
説
く
教
典
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
の
は
那

連
提
耶
舎
だ

っ
た
。
彼
は
、
藤
善
真
澄
氏
が
説

い
た
よ
う
に
、
自
身
、
強

い
末
法

　あ
　

思
想
の
持
ち
主
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
訳
経
作
業
に
は
創
作
的
な
部
分

が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
。

那
連
提
耶
舎
が
北
斉

の
鄭
都
に
至

っ
た
の
は
天
保
七
年
(五
五
六
)
の
こ
と
だ

っ

た

(『続
高
僧
伝
』
巻
二

「那
連
提
耶
舎
伝
」)。

『歴
代
三
宝
記
』
巻
十
二
に
よ
れ
ば
、

彼
は
北
斉
時
代
に
七
部
五
十
二
巻
の
経
典
を
訳
出
し
た
が
、
そ
の

一
つ

『月
蔵

経

(大
集
月
蔵
経
)』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
末
法
思
想
を
説
く
教
典
だ

っ
た
。

そ
こ
に
北
周
の
武
帝
に
よ
る
廃
仏
の
嵐
が
お
し
よ
せ
て
き
た
。
北
斉
の
承
光
元
年



(五
七
七
)
、
北
周
は
北
斉
を
滅
ぼ
し
、
廃

仏
の
詔
は
北
斉
の
領
域
に
も
発
布
さ
れ

た
。
那
連
提
耶
舎
は
、
そ
の
時

「外
は
俗
服
を
仮
り
る
も
、
内
に
は
三
衣
を
襲

い
、

地
を
東
西
に
避
け
て
、
寧
息
す
る
に
逞
あ
ら
ず
」
(『続
高
僧
伝
』)
と
い
う
よ
う
に
、

還
俗
さ
せ
ら
れ
て
俗
服
を
着
し
、
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
廃
仏

が
終
焉
し
、
階
が
成
立
し
て
文
帝
に
よ
る
三
宝
復
興
が
行
な
わ
れ
る
と
、
彼
も
表

舞
台
に
返
り
咲
き
、
訳
経
僧
と
し
て
都
に
建
立
さ
れ
た
大
興
善
寺
に
お
い
て
翻
訳

作
業
を
再
開
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
彼
が
随
代
に
翻
訳
し
た
経
典
の
中
で
注
目

　あ
　

さ
れ
る
の
は

『蓮
華
面
経
』
と

『仏
説
徳
護
長
者
経
』
で
あ
る
。

『蓮
華
面
経
』
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、
上
巻

で
は
、
仏
の
滅
後
、
諸
々

の
破
戒
比
兵
、
悪
比
兵
た
ち
が
跋
扈
し
て
仏
法
を
破
壊
し
、
正
法
が
乱
れ
て
い
く

あ
り
さ
ま
が
描
か
れ
、
下
巻
で
は
ミ
ヒ
ラ
ク
ラ
王
の
廃
仏
に
よ

っ
て
仏
法
が

一
気

に
衰
退
の
道
を
歩
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
だ
が
、
仏
法
は
そ
の
ま
ま
法
滅

尽
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
最
後
に
は
未
来
仏
で
あ
る
弥
勒
仏
が
出
現

し
、
失
わ
れ
た
仏
鉢
と
仏
舎
利
も
現
わ
れ
、
正
し
い
世
が
回
復
さ
れ
て
い
く
と
説

か
れ
て
い
く
。
こ
の
経
典
で
は
、
末
法
と
廃
仏
は
密
接
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。

　
レ
　

一
方
の

『仏
説
徳
護
長
者
経
』
に
は
、
十
六
歳
の
月
光
童
子
が
主
人
公
と
し
て

登
場
す
る
。
仏
法
を
信
じ
な

い
徳
護
長
者
は
仏
の
殺
害
を
計
画
す
る
。
そ
の
子
で

あ
る
月
光
童
子
は
父
を
い
さ
め
、
殺
害
計
画
の
撤
回
を
願

い
出
る
が
聞
き
入
れ
ら

れ
ず
、
計
画
は
実
施
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
仏
は
さ
ま
ざ
ま
の
奇
跡
を
起

こ
し
て
す
べ
て
の
策
略
を
頓
挫
さ
せ
、
徳
護
長
者
は

つ
い
に
仏
の
信
者
に
な

っ
た

と
説
か
れ
て
い
く
。
こ
の
経
典
の
最
終
部
分
で
は
、
月
光
童
子
は
未
来
の

「仏
法

末
時
」
に
こ
の
世
界

の

「
大
階
国
内
」
に
出
現
し
、
「
大
行
」
と

い
う
名
の

「大

国
王
」
と
な

っ
て
、国
内
の

一
切
衆
生
に
仏
法
を
信
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
仏
に
よ

っ

　あ
　

　ド
　

て
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
塚
本
善
隆
氏
、
砂
山
稔
氏
が
論
じ
、
藤
善
真
澄

　ね
　

氏
が
詳
論
し
た
よ
う
に
、
末
法
の
世
を
救
済
す
る
月
光
童
子
と
階
の
文
帝
と
を
二

重
写
し
に
重
ね
た
記
述
に
な

っ
て
お
り
、
文
帝
を
仏
教
的
ヒ
ー
ロ
ー
に
持
ち
上
げ

た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
那
連
提
耶
舎
の
訳
経
は
、
し
た
が

っ
て
、
翻
訳
と
言

っ

て
も
多
分
に
創
作
的
な
要
素
が
加
味
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
評
価
し
な
け

　
ロ
　

れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
善
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も

『蓮
華
面
経
』

『大
集
月
蔵
経
』

は
中
央
ア
ジ
ア
撰
述
の
偽
経
だ
と
言
う
が
、
那
連
提
耶
舎
は
そ
こ
に
さ
ら
に
修
飾

や
創
作
を
付
加
し
て
、
廃
仏

・
仏
法
再
興
期
に
ふ
さ
わ
し

い
経
典
と
し
て
こ
れ
ら

を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

那
連
提
耶
舎
が
宣
揚
し
た

『大
集
月
蔵
経
』
『蓮
華
面
経
』
『仏
説
徳
護
長
者
経
』

の
論
理
構
成
を
あ
ら
た
め
て
抽
象
化
、
構
図
化
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

と
私
は
思
う
。
i

仏
の
滅
後
、
年
月
の
経
過
と
と
も
に
次
第
に
仏
法
は
衰
退
し

て
い
き
、
や
が
て
廃
仏
が
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
仏
法
は
そ
の
ま
ま
廃
滅
に
向
か

っ

て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
暗
く
悲
惨
な
法
滅
の
世
が
し
ば
ら
く
続
く
が
、
や
が
て

末
法
を
救
う
も
の
が
出
現
し
、
仏
法
は
再
興
さ
れ
て
以
前
に
も
ま
し
て
興
隆
を
遂

げ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
経
典
で
は
こ
う
し
た
論
理
が
語
ら
れ
て
い
る
。
廃
仏
を
断

行
す
る
の
は
廃
仏
王
で
あ
る
が
、
末
法

(あ
る
い
は
法
滅
)
を
克
服
し
て
再
び
仏

法
の
興
隆
を
成
し
遂
げ
る
の
は
弥
勒
仏
で
あ
り
、
あ
る
い
は
月
光
童
子
の
よ
う
な

救
世
主
で
あ
り
、
あ
る
い
は
新
し
い
王
で
あ

っ
た
。
そ
の
論
述
は
、
ま
た
六
世
紀

後
期
の
実
際
の
歴
史
と
符
合
す
る
も

の
に
な

っ
て
お
り
、多
く

の
仏
教
徒
に
納
得
、



実
感
さ
れ
る
内
容
に
な

っ
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
き
て
、
私
は
よ
う
や
く

『日
本
書
紀
』
の
読
解
に
た
ど
り

つ
く
。

『日

本
書
紀
』
が
仏
教
伝
来
の
年
次
を
末
法
第

一
年
目
に
設
定
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
れ
は
、
そ
の
後
の
仏
法
衰
退
を
暗
示
、
予
言
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
か

っ

た
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。末
法
は
、
実
は
、仏
法
興
隆
に
至
る
ス
ト
ー

リ
ー
の
起
点
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
末
法
で
あ
る
が
故
に
、
廃
仏

王
に
よ
る
廃
仏
が
必
然
と
し
て
行
な
わ
れ
、
仏
法
は
廃
滅
の
危
機
に
お
ち
い
っ
て

し
ま
う
。
だ
が
、
仏
法
護
持
者
が
廃
仏
と
戦

い
、
廃
仏
は
克
服
さ
れ
、
や
が
て
新

た
な
王
に
よ

っ
て
仏
法
は
再
興
さ
れ
、
以
前
に
も
ま
し
て
仏
法
は
興
隆
し
て
い
く
。

『日
本
書
紀
』
は
そ
う
記
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
わ
か
り
や
す

い
、
悪
と
善

の
二
元
対
立
構
図
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「善
」
と
設
定
さ
れ
た
も

の
が

「悪
」
と
設

定
さ
れ
た
も
の
に
う
ち
勝
ち
、
勧
善
懲
悪
的
に
勝
利
を
お
さ
め
る
ド
ラ
マ
的
進
行

に
な

っ
て
い
る
。

案
ず
る
に
、
『日
本
書
紀
』
の
作
者
た
ち
は
、
仏
教
伝
来
年
を
あ
え
て
末
法
第

】
年
目
に
設
定
し
、
そ
の
上
で
そ
の
必
然

の
展
開
と
し
て
廃
仏
王
に
よ
る
廃
仏
を

書
き
込
み
、
そ
し
て
、
そ
の
先
に
廃
仏
と

の
戦

い
と
仏
法
再
興
を
叙
述
し
て
、
ド

ラ
マ
テ
ィ
ク
に
仏
法
興
隆
の
歴
史
を
描
く
、
そ
う
構
想
し
て

一
連
の
記
述
を
と

り
ま
と
め
て
い
っ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
に
読
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
『日
本
書
紀
』

の
記
述
に
つ
い
て
は
次
節
で
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ

で
は
、
そ
れ
以
前
に
な
お
考
察
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
二
、
三
の
論
点
に

つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

廃
仏
と
の
戦
い

末
法
の
世
に
な
る
と
、
仏
法
は
乱
れ
、
衰
え
、
廃
仏
王
に
よ

る
廃
仏
が
断
行
さ
れ
る
。
で
は
、
仏
法
を
護
持
せ
ん
と
す
る
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
末
法
の
世
を
悲
嘆
す
る
し
か
な

い
の
か
。
諦
観
す
る
し
か
な

い
の
か
。

護
法
の
立
場
に
立

つ
な
ら
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
不
退
転
の
決
意
を
も

っ
て
廃

仏
に
抵
抗
し
、
廃
仏
と
戦
う
こ
と
が
肝
要
だ

っ
た
。
実
際
、
中
国
の
仏
書
に
は
北

　お
　

周
武
帝
の
廃
仏
の
時
の
仏
教
者
の
抵
抗
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

道
宣
な
ど
、
そ
れ
を
記
述
し
た
者
に
よ

っ
て
、
護
法
の
立
場
か
ら
実
際
よ
り
も
大

き
く
脚
色
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
で

あ
ろ
う
、
廃
仏
に
は
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
後
世

に
伝
え
ら
れ
、
後
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。

仏
道
二
教
が
激
し
い
優
劣
論
争
を
繰
り
広
げ
た
さ
中
、
甑
驚
は

『笑
道
論
』
を

著
し
て
道
教
を
笑

っ
て
仏
教
の
優
位
を
説
き
、
そ
れ
を
継

い
だ
道
安
は

『二
教
論
』

を
著
し
て
や
は
り
仏
教

の
優
越
を
説

い
た

(『広
弘
明
集
』
巻
八
、九
、
『続
高
僧
伝
』

巻
二
±

二
「道
安
伝
」)。
ま
た
、
僧
猛
は
廃
仏
が
開
始
さ
れ
ん
と
す
る
や
、
激
し
く

武
帝
に
つ
め
よ
り
、
激
烈
な
る
反
論
を
展
開
し
た
と

い
う
。
そ
し
て
静
藹
。
彼
は

廃
仏
に
対
し
、
終
南
山
か
ら
都
の
長
安
に
赴

い
て
武
帝
に
敢
然
と
抗
議
し
、
の
ち

宣
政
元
年

(五
七
八
)
に
は
、
終
南
山
の
盤
石
に
坐
し
て
切
腹
し
、
自
ら
内
臓
を

取
り
出
し
、
心
臓
を
割
き
と

っ
て
捧
げ
持
ち
、
死
を
も

っ
て
抗
議
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
宣
州
の
沙
門
の
道
積
も
、
同
友
七
人
と
と
も
に

「弥
勒
像
」
の

前
で
礼
繊
七
日
を
行
い
、

ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
つ
て
死
し
て
抗
議
し
た
と

い
う

(以
上

『続
高
僧
伝
』
巻
二
士

二
「静
藹
伝
」)。
ま
た
、
任
道
林
は
武
帝
に
仏
法

復
興
の
意
見
書
を
具
申
し
、
武
帝
の
死
後
は
宣
帝
に
再
三
意
見
書
を
具
申
し
て
仏



法
再
興
に
尽
力
し
た
と

い
う

(『広
弘
明
集
』
巻
十
)。

月
光
童
子
の
出
現

経
典
に
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
。
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
末
法
思
想
を
説
く
教
典

『大
集
月
蔵
経
』
『蓮
華
面
経
』
で
は
、
末

法

の
世
は
、
最
後
、
未
来
仏
で
あ
る
弥
勒

仏
に
よ

っ
て
救
済
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
弥
勒
仏
に
よ
る
最
終
救
済
が
説
か
れ
る
の
が
、
末
法
思
想
の
基
本
形
だ

っ

た
と
私
は
考
え
る
。

だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
月
光
童
子

　お
　

に
よ
る
救
済
が
し
ば
し
ば
説
か
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
月
光
童
子

(チ
ャ
ン
ド
ラ
プ

ラ
バ
、
C
a
n
d
r
a
p
r
a
b
h
a

)
は
、
『仏
説
徳

護
長
者
経
』
に
登
場
す
る
救
世
主
で
あ

る
が
、
類
似
の
経
典
に

『申
日
児
本
経
』

『仏
説
申
日
経
』
『仏
説
月
光
童
子
経
」

　ぬ
　

が
あ
り
、
こ
れ
ら
四
経
は
分
量
に
多
少
が
あ
る
も
の
の
、
同
じ
話
の
異
訳
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『首
羅
比
兵
経
(首
羅
比
兵
見
五
百
仙
人
並
見
月
光
童
子
経
)』

と
い
う
経
典
に
も
月
光
童
子
が
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
経
典
は
、
近
年

　お
　

ま
で
断
簡
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か

つ
た
が
、
白
化
文
氏
の
研
究
を
承
け
た
佐
藤
智

　め
　

水
氏
の
研
究
に
よ

っ
て
全
体
像
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
『首
羅
比
兵
経
』

で
は
、
仏
法
衰
退
の
世
に
月
光
童
子
が
出

現
し
て

「五
十
二
年
間
」
に
わ
た
る
統

治
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
典
は
い
ず
れ
も
偽
経
で
あ

る
が
、
そ
の
成
立
は
比
較
的
早
く
、
東
晋
時
代

(三
世
紀
末
～
四
世
紀
初
)
に
は

　
　
　

す
で
に
月
光
童
子
信
仰
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
弥
勒
仏
に
よ
る
救
済
と
月
光
童

子
に
よ
る
救
済
と
が
習
合
し
た
経
典
、

仏
書
も
見
ら
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、

『法
滅
尽
経
』
や

『立
誓
願
文
』

に
は
弥
勒
仏
に
よ
る
最
終
救
済
の
前
に
月
光
童
子
に
よ
る
五
十
二
年
間
の
救
済

の

　お
　

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
『仏
説
般
泥
疸
後
比
丘
十
変
経
』
に
も
同
様
の
記
載

が
見
え
る

(た
だ
し
期
間
は

「
五
十

一
年
」)
。
こ
れ
ら
は
、
法
滅
思
想
や
末
法

思
想
を
説

い
て
い
た
弥
勒
信
仰
の
側
が
、
の
ち
に
月
光
童
子
信
仰
を
受
容
、
吸

収
し
て
、
弥
勒
仏
の
最
終
救
済

の
前
に
月
光
童
子
に
よ
る
五
十

二

(あ
る
い
は

五
十

一
)
年
間
の
救
済
を
位
置
づ
け
た
も

の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

月
光
童
子
は
、
仏
法
が
衰
え
、
廃
滅
し
よ
う
と
す
る
時
に
こ
の
世
に
出
現

(出

世
)
す
る
童
子
で
あ
り
、
五
十
二

(あ
る
い
は
五
十

一
)
年
間
に
わ
た

っ
て
す
ば

ら
し
い
統
治
を
行
な
う
存
在
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
父

(申
日
、
徳
護
な
ど
と
訳
さ

れ
て
い
る
)
が
仏
を
殺
害
せ
ん
と
す
る
廃
仏
を
行
な
お
う
と
し
た
時
に
こ
れ
を
と

ど
め
よ
う
と
し
た
護
法
の
童
子
で
あ

っ
た
。

末
法
、
ま
た
廃
仏
は
、
こ
う
し
て
弥
勒
仏
や
月
光
童
子
に
よ
っ
て
救
済
、
克
服

さ
れ
る
が
、
『日
本
書
紀
』
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
が
こ
の
月
光
童
子
で
あ
る
。

と

い
う
の
は
、
『仏
説
月
光
童
子
経
』

『仏
説
徳
護
長
者
経
』
で
は
、
彼
は
十
六
歳

だ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『首
羅
比
兵
経
』
『仏
説
般
泥
渣
後
比
兵
十
変
経
』
で
は
、

彼
は
「法
王
」と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
『日
本
書
紀
』
に
は
、物
部
守
屋
征
伐

の
時
、

若
き
聖
徳
太
子
が
髪
を
額
で
束
髪
に
し
、
四
天
王
像
を
髪
の
頂
に
置
い
て
参
戦
し

た
と
あ
り
、
本
注
で
こ
の
髪
型
に
つ
い
て

「古
俗
な
り
。
年
少
児

の
年
十
五
、
六

の
間
、額
に
束
髪
す
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、彼

の
別
称
と
し
て

「豊
耳
聡
」
「聖
徳
」

「豊
聡
耳
」
「
法
大
王
」
「
法
主
王
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
聖
徳
太
子

の
人
物
像
は
複
数
の
要
素
が
複
合
、
混
合
さ
れ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
が
、
こ
の
月
光
童
子
も
そ
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い



か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ま
た
触
れ
る
こ
と
と
し
た

い
。

瘡
を
患

っ
て
死
ぬ
廃
仏
王
　
仏
教
者
に
と

っ
て
廃
仏
者
は
敵

で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
仏
法
を
護
持
せ
ん
と
す
る
護
法

の
書
に
お

い
て
は
、
彼
ら
は
悪
し
ざ
ま

に
描
か
れ
、
仏
罰
が
当
た

っ
て
死
ん
で
し
ま

い
、
死
後
は
地
獄
に
堕
ち
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
北
魏

の
太
武
帝
。
彼
の
死
に

つ
い
て
、

『広
弘
明
集
』
巻
六
は
、
「
悪

疾
身
に
狭
す
。
(中
略
)
久
し
か
ら
ず
し

て
閹
人
宗
愛
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
便
ち

崩
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
彼
は
、
宙
官
に
殺

さ
れ
て
死
ん
だ
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
前
に

「悪
疾
」
が
身
に
発
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
北
周
の
武
帝
は
ど
う
か
。

彼
の
死
に
つ
い
て
、
同
巻
六
は

「宣
政
と
改
元
し
、
五
月
に
至
り
て
痛
に
因
り
て

雲
陽
に
崩
ず
」
と
す
る
が
、
こ
こ
の

「痛
」
に
つ
い
て
、
同
巻
十
に
は

「未
だ

一

年
に
盈
た
ず
、
痛
気
内
に
蒸
し
、
身
の
瘡
外
に
発
し
て
、
悪
相
已
に
顕
は
る
。
悔

ゆ
る
と
も
惜
く
べ
か
ら
ず
。
遂
に
雲
陽
宮

に
隠
る
。
縄
に
七
日
を
経
て
、
尋
で
爾

か
く
傾
崩
す
」
と
あ

っ
て
、
「痛
」
は
具
体
的
に
は

「瘡
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ

こ
の

「瘡
」
は
身

の
内
に
生
じ
た
も

の
が
外

に
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
「悪
相
」

だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「瘡
」
と
は
内

部
に
生
じ
た
も
の
が
外
部
に
表
出
、
顕

現
し
た
現
象
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
道
世

『法
苑
珠
林
』
巻
九
十
八

(法
滅
篇
)
を
見
る
と
、
「仏
法
東
流

し
て
よ
り
已
来
、
震
旦
に
て
已
に
三
度
、
諸
悪
王
の
為
に
仏
法
廃
損
せ
ら
る
る
こ

と
あ
り
。
第

一
は
赫
連
勃
勃
、
夏
国
と
な
す
と
号
し
て
、
長
安
を
破
り
、
遇
ひ
し

僧
皆
殺
さ
る
。
第
二
は
魏
の
太
武
、
崔
浩

の
言
を
用
ひ
て
三
宝
を
夷
滅
せ
し
む
。

後
に
悔
や
み
て
浩
に
五
刑
を
加
ふ
。
第
三
は
周
の
武
帝
、
但
ら
に
還
俗
せ
し
む
。

此
の
三
君
、
仏
法
を
滅
ぼ
せ
し
が
為
に
皆
久
し
き
を
得
ず
し
て
身
に
癩
瘡
を
患
ひ
、

死
し
て
地
獄
に
入
る
。
人
有
り
て
、
暴
か
に
死
し
て
地
獄
に
入
り
、
大
極
苦
を
受

く
る
を
見
ゆ
。
具
さ
に
は
別
伝
、
唐
臨
の
冥
報
記
に
述
ぶ
る
が
如
し
」
と
記
さ
れ

　お
　

て
い
る
。
中
国
に
お

い
て
は
、
仏
教
伝
来
以
来
、
仏
法
を
廃
損
し
た

「悪
王
」
が

三
人
い
る
が
、
そ
れ
は
五
胡

の
夏
の
赫
連
勃
勃
、
北
魏

の
太
武
帝
、
北
周
の
武
帝

で
あ

っ
て
、
彼
ら
は
仏
法
を
滅
ぼ
し
た
が
た
め
に
、
ま
も
な
く
身
に

「癩
瘡
」
を

患

い
、
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま

っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、わ
れ
わ
れ
は
、
「瘡
」
が
た
だ
の
病
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、

廃
仏
王
が
廃
仏
の
報
い
と
し
て
患
う
病
で
あ
り
、
「癩
」
と
並
列
さ
れ
る
病
で
あ

っ

た
。
そ
れ
は
、
ま
た
身
の
内
部
の
悪
し
き
も
の
が
外
部
に
表
出
し
た
も
の
だ
と
理

解
さ
れ
て
い
た
。
「瘡
」
は
、
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
中
国
の
仏
書
に
お
い
て
は
、

悪
し
き
行
な

い
の
結
果
発
症
す
る
病
で
あ
り
、
業
病
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

　　
　

ら
れ
る
。
廃
仏
を
行
な
う
よ
う
な
人
物
は
、
仏
罰
が
当
た
り
、
業
病
で
あ
る

「瘡
」

に
な

っ
て
、
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
た
の
だ
、
そ
う
中
国
の
仏
書
は
語
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
『日
本
書
紀
』
は
こ
の
思
想
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
同
書

の

廃
仏
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
の
思
想
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
巻
二
十
敏
達
紀
を
見
て
み
よ
う
。
物
部
守
屋
と
中
臣
勝
海

の
二
人
が
敏
達
に

　れ
　

対
し
て
疫
病
流
行
の
原
因
は
蘇
我
氏
の
仏
法
崇
拝
に
よ
る
も

の
だ
と

「奏
」
す
る

と
、
敏
達
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
、
「
仏
法
を
断
て
」
と
の
詔
を
発
し
た
。
廃
仏
令

の
発
布
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
廃
仏
は
物
部
守
屋
と
中
臣

勝
海
が
個
人
的
に
行
な

っ
た
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
人
の
家
臣
の
政
策
具
申
を



受
け
た
天
皇
自
身
が
決
断
し
、
詔
が
発
布

さ
れ
て
実
行
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
『日
本
書
紀
』
で
は
、敏
達
は
廃
仏
王
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、

廃
仏
が
断
行
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
敏
達
と
物
部
守
屋
は

「瘡
」
を
患

っ

て
し
ま
い
、
ま
た
国
中
に
瘡
が
流
行
し
て
、
苦
し
む
人
々
や
死
者
が
満
ち
あ
ふ
れ
、

敏
達
は
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま

っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『広
弘
明
集
』

や

『法
苑
珠
林
』
の
思
想
、
記
述
と
大
変

よ
く
符
合
す
る
。
『日
本
書
紀
』
で
も
、

廃
仏
王
は
仏
罰
が
当
た

つ
て
た
ち
ま
ち
瘡

を
患

い
、
死
ん
で
い
る
。
私
は
、
『日

本
書
紀
』

の
廃
仏
関
係
の
記
述
は
、
そ
れ

ゆ
え
、
中
国
の
仏
書
の
影
響
の
下
に
書

か
れ
て
い
る
と
読
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

廃
仏
王
の
地
獄
の
末
路

廃
仏
王
は
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
が
、
そ
れ

は
本
当
の
こ
と
な
の
か
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
分
か
る
の
か
。
こ
う
し
た
問

い
に
対
し
、
そ
れ
は
間
違
い
の
な
い
事
実

で
あ
り
、
真
実
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、

仏
教
者
た
ち
に
よ

っ
て
説
話
的
に
語
ら
れ
た
。
前
項
で
引
用
し
た

『法
苑
珠
林
』

末
尾
に
、
具
さ
に
は

「唐
臨
の
冥
報
記
に
述
ぶ
る
が
如
し
」
と
あ
る
話
が
そ
れ
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
説
話
は
、
現
存
本

『冥
報
記
』
に
は
該
当
す
る
話
が
見
当
た

　お
　

ら
ず
、
藤
善
真
澄
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、

現
存
本
と
は
出
入
り
が
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
、
当
初
の

『冥
報
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、

幸

い
な
こ
と
に
、
『法
苑
珠
林
』
巻
七
十
九

に
は
、
「
冥
報
記
に
出
つ
る
」
と
し
て

こ
の
説
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
内
容
を
今
日
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
詳
細
は
藤
善
氏
の
研
究
に
譲
る
が
、
今
、
小
論
に
必
要
な

範
囲
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
。

次
の
よ
う
な
話

で
あ
る
1

階
の
開
皇
十

一
年

(五
九

一
)、
太
府
寺
丞

の
趙

文
昌
な
る
者
が
暴
か
に
死
に
、
そ
れ
が
数
日
後
に
よ
み
が
え

っ
て
、
地
獄
で
見
聞

し
て
き
た
こ
と
を
語

っ
た
。
趙
文
昌
は
死
ん
で
閻
羅
王
の
前
に
引
き
出
さ
れ
る
と
、

一
生
の
間
に
ど
の
よ
う
な
福
業
を
な
し
た
か
と
間
わ
れ
た
。
家
が
貧
し
く
、
物
が

な
く
、
『金
剛
般
若
経
』
を
専
心
諦
持
し
た
こ
と
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
と
答

え
る
と
、
王
は
合
掌
し
て
膝
ま
づ
き
、
善
き
か
な
善
き
か
な
と
讃
め
て
く
れ
、
そ

の
功
徳
は
甚
大
、
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
使
人
に
、
こ
こ

に
彼
が
連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
は
別
人
と
の
錯
誤
で
は
な
い
か
と
調
べ
さ
せ
る
と
、

は
た
せ
る
か
な
や
は
り
錯
誤
で
あ
り
、
本
当
は
あ
と
二
十
余
年

の
寿
命
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
現
世
に
戻
る
途
中
、
南
門
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
頸
に
三
重

の
鉗

鎖
を
著
け
ら
れ
た
北
周

の
武
帝
に
出
会

っ
た
。
武
帝
は
、
自
分
の
諸
々
の
罪
は
す

で
に
弁
済
し
お
え
た
が
、
た
だ
、
仏
法
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う
重
罪
に
つ
い
て
は
償

い
が
終
わ

っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
こ
こ
に
い
る
。
か

つ
て
衛
元
嵩
の
意
見
に
よ

つ
て

廃
仏
を
行
な

っ
た
が
、
彼
は
、
実
は
三
界
の
外
の
人
で
あ
り
、
閻
羅
王
の
管
轄
範

囲
外
で
あ
る
た
め
こ
の
地
獄
に
連
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
世
に
戻

っ
た

ら
、
是
非
、
階
の
文
帝
に
、
こ
の
武
帝
の
た
め
の
功
徳
を
頼
み
、
地
獄
か
ら
出
ら

れ
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
と
述
べ
た
。
趙
文
昌
は
現
世
に
よ
み
が
え
る
と
、
こ

の
話
を
文
帝
に
奏
し
た
。
文
帝
は
、
国
内
の
人
々
か
ら

一
銭
ず

つ
出
さ
せ
、
武
帝

の
た
め
に

『金
剛
般
若
経
』
を
転
読
さ
せ
、
三
日
間
の
斎
会
を
行
な

っ
た
、
と
い

う
話
で
あ
る
。

こ
れ
と
類
似
の
話
が

『続
高
僧
伝
』
「衛
元
嵩
伝
」
後
半
部
分
に
も
見
え
る
。

階
の
開
皇
八
年

(五
八
八
)
、
京
兆

の
杜
祈
な
る
者
が
死
ん
だ
が
、
三
日
後
に
よ



み
が
え
り
、
地
獄
に
て
北
周
武
帝
が
苦
し

み
を
受
け
て
い
る
姿
に
出
会

っ
た
と

語
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
で
は
、
武
帝
は
間
違
い
な
く
地
獄
に

堕
ち
た
、
見
て
き
た
人
が
い
る
の
だ
か
ら
確
か
な
こ
と
だ
、
と
そ
の
堕
地
獄
の
確

　
お
　

実
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
仏
教
者
た
ち
は
、
廃
仏
王
は
地
獄
に
堕
ち
る
、
そ
れ
が

彼
ら
の
末
路
な
の
だ
、
と
執
拗
に
語

つ
た
の
で
あ
る
。

末
法
思
想
は
仏
法
興
隆
の
思
想

『日
本
書
紀
』
は
、
仏
教
伝
来
の
年
次
を
あ

え
て
末
法
第

一
年
目
に
設
定
し
た
。
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

'
＼

そ
れ
は
そ
の
後
の
仏
法
衰
退
を
暗
示
、
予
言
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。

末
法
は
、
仏
法
興
隆
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
起
点
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て
考
う
べ
き
は
、
末
法
思
想
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
思
想
だ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
シ
ャ
カ
の
死
後
、
仏
法
は
し
だ
い
に
衰
え
て
い
き
、
時
間

の
経
過
と
と
も
に
乱
れ
、
滅
び
て
い
く
と
す
る
こ
の
思
想
は
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
衰
退
史
観
に
基
づ
く
厭
世
思
想
、
諦
観
思
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
私
見
で
は
、
末
法
思
想
は
、
①
仏
法
興
隆

(仏
法
再

興
)
の
た
め
の
思
想
で
あ
り
、
②
僧
尼
の
思
想
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

ま
ず
①
で
あ
る
が
、
末
法
思
想
は
、
仏
教
外
の
者
が
外
か
ら
仏
教
を
観
察
、
批

評
し
て
述
べ
た
も
の
で
は
な

い
。
仏
教
内
の
者
が
内
か
ら
述
べ
た
思
想
で
あ

っ
た
。

で
は
、
何
を
目
的
に
こ
の
よ
う
な
思
想
を
述

べ
た
の
か
。
末
法
の
世
で
あ
る
か
ら
、

仏
法
衰
退
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
述

べ
る
た
め
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か

っ
た
。

末
法
の
世
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
法
を
信
奉
す

る
者
は
全
力
を
尽
く
し
て
仏
法
再
興
に

進
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
述
べ
る
た
め
に
こ
の
思
想
は
語
ら
れ
た
。
仏

法
再
興
、
仏
法
興
隆

の
た
め
の
状
況
要
因
と
し
て
、
士
気
高
揚
の
た
め
の
仕
掛
け

と
し
て
、
こ
の
思
想
は
語
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
思
想
が
中
国
で
語
ら
れ

は
じ
め
た
那
連
提
耶
舎
の
時
代
か
ら
そ
う
だ

っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
は
じ
め

か
ら
そ
う
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
廃
仏

・
仏
法
再
興
期
に
お
い
て
は
、
末

法
の
今
だ
か
ら
こ
そ
仏
法
興
隆
、
復
活
、
再
興
を
成
し
と
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
思
想
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
末
法
思
想
は
仏
法
興
隆
へ
仏
法
再
興
の
た
め

の
思
想
と
し
て
語
ら
れ
た
。

末
法
思
想
の
理
解
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
顧
み
る
に
、
日
本
史
分
野
で
は
、

　あ
　

唯

一
、
中
世
の
末
法
思
想
を
考
察
し
た
平
雅
行
氏

の
研
究
に
こ
う
し
た
理
解
が
見

ら
れ
る
。
平
氏
は
、

一
一
、
一
二
世
紀
に
お

い
て
は
末
法
思
想
が
盛
ん
に
唱
え
ら

れ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
仏
法
中
興
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
こ
と
も
史
料
を
掲
げ
て

示
し
、
多
数
の
寺
社

の
創
建
、
再
建
や
法
会
、
修
法

の
創
設
、
ま
た
寺
院
組
織
、

機
構
の
整
備
、
発
展
、
そ
し
て
荘
園
の
確
保
、
拡
大
と
い
っ
た
成
果
が
も
た
ら
さ

れ
た
こ
と
を
説

い
た
。
平
氏
は
、
そ
こ
で
、
末
法
思
想
と
仏
法
中
興
と
を
結
び

つ

け
る
連
結
装
置
と
し
て
王
法
仏
法
相
依
論
を
重
視
し
、
末
法
思
想
は
王
法
仏
法
相

依
論
と
結
び

つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
を
活
性
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
論
じ

た
。
平
氏
は
、
ま
た
、
寺
社
勢
力
に
と

っ
て
末
法
思
想
は
武
器
だ

つ
た
と
も
述
べ

て
い
る
。
私
は
、
王
法
仏
法
相
依
論
な
ど
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
末
法
思
想
と
仏

法
中
興
と
は
は
じ
め
か
ら
矛
盾
な
く
結
び

つ
く
も
の
だ
と
考
え
る
し
、
む
し
ろ
私

な
り
に
平
説
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
末
法
思
想
は
仏
法
中
興
の
理
論
的
根
拠
と
し
て

機
能
し
た
と
言
う
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
う
し
た
若
干
の
差
異
は
あ
る
と
は
い
え
、

私
は
全
体
と
し
て
は
平
説
に
賛
同
す
る
し
、
ま
た
、
末
法
思
想
の
こ
う
し
た
理
解



は
日
本
中
世
に
限
定
的
、
個
別
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
末
法
思

想
が
本
来
持

つ
、
根
本
的
な
思
想
的
特
色
と
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。

次
に
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

い
当
た
り

前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
末
法

思
想
は
、
中
国
で
は
那
連
提
耶
舎
に
よ

っ
て
宣
揚
さ
れ
、
そ
の
翻
訳
経
典
に
よ
つ

て
そ
の
思
想
が
説
か
れ
た
。
そ
の
後
も
多

く
の
僧
尼

(た
だ
し
尼
の
関
与
に
つ
い

て
は
不
明
の
部
分
が
多
く
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
)
に
よ

っ
て
、
こ

の
思
想
が
継
承
、
発
展
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
、
末
法
思
想
は
僧
尼
に
よ
る
僧

尼
の
思
想
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
史
分
野
に
は
、

こ
れ
ま
で
平
安
時
代
後
期
の
末
法
思
想

の
流
布
に
つ
い
て
、
貴
族
層
の
頽
廃
的
心

理
の
表
わ
れ
と
か
、
古
代
国
家

・
社
会

の
崩
壊
観
や
危
機
意
識
の
表
わ
れ
と
い
っ

　お
　

た
観
点
か
ら
こ
れ
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
研
究
史
が
あ
る
。
だ
が
、
私
に
は

そ
う
し
た
見
解
は
全
く
の
的
外
れ
と
し
か
思
え
な
い
。
末
法
思
想
は
、
第

一
義
的

に
は
僧
に
よ

つ
て
説
か
れ
た
僧
の
思
想
と
す
べ
き
で
あ
り
、
①
を
勘
案
す
る
な
ら
、

仏
法
興
隆

の
た
め
に
僧
に
よ

っ
て
宣
揚
さ
れ
た
思
想
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
小
論
の
課
題
か
ら
す
る
な
ら
、
『日
本
書
紀
』

の
該
当
部
分
は

ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
の
か
と

い
う
問
題
に
連
関
し
て
く
る
。
そ

う
し
た
思
想
を
用
い
て
史
書
を
書
い
た
人
物
は

一
体
誰
だ

っ
た
の
か
。
僧
な
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
れ
以
外

の
人
物
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、

ま
た
後
節
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

『日
本
書
紀
』
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
　
『日
本
書
紀
』
が
仏
教
伝
来
の
年
次
を
末

法
第

一
年
目
と
し
た
の
は
、
わ
が
国
の
仏
教
の
歩
み
を
仏
法
興
隆
の
歴
史
と
し
て

描
く
、
そ
の
起
点
と
し
て
末
法
を
設
定
し
た
た
め
で
あ

っ
た
。
そ
の
全
体

の
構
想

は
、
「末
法

U

廃
仏

:
〉
廃
仏
と
の
戦
い

U

仏
法
興
隆
」
と
い
う
筋
立
て
に
な

っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
中
国
仏
教
が
実
際
に
体
験
し
た

「末
法
～
廃
仏
～
廃
仏
と
の

戦

い
～
仏
法
再
興
」
と

い
う
歴
史
を
模
倣
し
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
化
し
て
組
み
立
て

ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
そ
ん
な
や
や
こ
し
い
筋
立
て
な
ど
に
せ
ず
、
も

つ
と
ス

ト
レ
ー
ト
に
、
単
純
素
朴
に
、
仏
法
が
最
初
か
ら
繁
栄
し
た
と
い
う
歴
史
を
書
け

ば
こ
と
た
り
る
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
う

で
は
な
い
。

こ
の
筋
立
て
は
、
『日
本
書
紀
』

の
該
当
部
分
を
叙
述
し
た
人
物
が
考
え
に
考
え

ぬ
い
た
構
想
で
あ
り
、
練
り
あ
げ
ら
れ
た
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

(作
劇
術
)
に
基
づ

く
も
の
だ

っ
た
。
今
日
で
も
、
ド
ラ
マ
を
作
る
時
、
最
後
に
は
、
善
が
、
ま
た
正

義
が
勝
つ
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
最
初
は
、
悪
や
不
正
が
世
に
は
び
こ
り
、
人
々

が
塗
炭
の
苦
し
み
を
受
け
る
場
面
が
必
要
で
あ
り
、
悪
役

の
設
定
が
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
し
て
、そ
の
上
で
そ
れ
を
征
伐
す
る
た
め
に
、善
が
、ま
た
正
義
が
登
場
し
、

悪
や
不
正
と
敢
然
と
戦

っ
て
、
苦
労
の
末
に
そ
れ
ら
を
倒
し
て
勝
利
す
る
と
い
う

展
開
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
劇
的
な

(ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
)展
開
な
の
で
あ

つ

て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
ド
ラ
マ
に
は
な
ら
な
い
。
勧
善
懲
悪
の
時
代
劇
、
ヒ
ー
ロ
ー

も
の
、
怪
獣
も
の
な
ど
、
基
本
は
み
な
そ
う
し
た
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

『日
本
書
紀
』
の
仏
教
伝
来
か
ら
三
宝
興
隆
に
至
る

一
連
の
記
述
は
、
そ
う
し

た
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
に
よ

っ
て
構
成
、
叙
述
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
私
は



読
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
書
で
あ
る
は
ず

の

『日
本
書
紀
』
が
そ
う
し
た

ド
ラ
マ
仕
立
て
の
構
成
を
と

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
次
節
で
は
、

『日
本
書
紀
』
の
記
事

を
詳
細
に
分
析
、
検
討
し
て
、
こ
の

点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

[注
]

(1
)
藤
善
真
澄

「末
法
家
と
し
て
の
那
連
提
黎
耶
舎
-

周
階
革
命
と
徳
護
長
者
経
1

」

(『道
宣
伝

の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
二
年
)
。

同

『階
唐

時
代

の
仏

教

と
社
会
』
白
帝

社
、

二
〇
〇
四
年
。

(2
)
塚
本
善
隆

「
北
周

の
廃
仏
」

「北

周

の
宗
教
廃

殿
政
策

の
崩
壊

」

(塚
本
善
隆
著

作
集

二

『
北
朝

仏
教
史

の
研
究
』
大
東
出
版
社
、

一
九
七

四
年
)
。

野
村
耀
昌

『
周
武
法
難

の
研
究
』
東
出
版

、

一
九
七
六
年
。
鎌

田
茂
雄

『中
国
仏
教
史
』

三
、
五
、
東
大
出
版
、

一
九

八
四
年
、

一
九
九
四
年

。

(3
)
塚
本
善
隆

「
北
魏
太
武
帝

の
廃
仏
殿
釈
」
(注

2
塚

本
善
隆
著
作
集

二
)
。
佐
藤
智
水

「
北

魏
前
期

の
政
治
と
宗
教
」
「
雲
岡
仏
教

の
性
格
」

(
『北
魏

仏
教
史
論
考
』

岡
山
大
学
文

学
部

研
究
叢
書

一
五
、
一
九
九
八
年

)
。

(4
)
諏
訪
義

純

『中
国
中
世
仏
教
史
研
究
』

「第

二
章

東
魏

北
斉

仏
教

の
研
究
」
大
東
出

.
版
社
、

一
九

八
八
年
。

(5
)
藤
善
真
澄

「衛

元
嵩
伝
成
立
考
」

(注
1

『道
宣
伝

の
研
究
』
)
。

(6
)
衛

元
嵩

の
伝

は
、

道

宣

『
続

高

僧

伝

』

巻

二

十

五

(
大

正

新

修

大

蔵

経

五

〇
、

乞
o
b
8
0
)
。

(7
)
亡

名

の
伝

は
、
費

長

房

『
歴

代

三

宝

記

』

巻

十

一

(
大

正

新

修

大

蔵

経

四

九
、

乞
ρ
b。
O
恕
)
。

『続
高
僧
伝
』
巻
七
。

(8
)
道
宣

『広

弘
明
集

』

(大
正
新
修
大
蔵
経
五
二
、
乞
ρ
b。
一
お
)
。

(9
)
杉

山
正
明

『遊
牧

民
か
ら
見
た
世
界
史
』

日
経
ビ
ジ
ネ

ス
人
文

庫
、

二
〇
〇
三
年
。

(10
)
法
琳

『弁

正
論
』

(大
正
新

修
大
蔵
経
五
二
、
乞
ρ
b。
員
O
)
。

(
11
)
注

3
論
文
参
照
。

ほ
か
に
近
年

の
も

の
と

し

て
、
春
本
秀

雄

「
北
魏

の
廃

仏
と
太
武

帝

(
一
)
」

(佐
藤
良
純

教
授
古
稀

記
念
論
文
集

『イ

ン
ド
文
化
と
仏
教

思
想

の
基
調

と
展
開
』

山
喜
房

仏
書
林
、

二
〇

〇
三
年

)。

同

「
北
魏

の
法
難
と

太
武
帝

に

つ

い

て
」
(宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

『東
洋
-

比
較
文
化
論
集
』
青
史
出
版
、

二
〇
〇
四
年
)
。
同
「
北
魏

の
図
識
禁

絶
」
『大
正
大
学
研
究
紀
要

人
間
学
部

・文
学
部
』

九
二
、
二
〇
〇
七
年
、
な
ど
春
本
氏

の
論
考

が
あ
る
が
、
論
点
が
明
確
化
さ

れ
て

い
な

い
き
ら

い
が
あ

る
。

(12
)
『
魏
書
』

釈
老
志
。

テ
キ

ス
ト
は
、
塚

本
善

隆
訳

注

『魏
書

釈
老
志
』

(東

洋
文
庫
、

平
凡
社
、

一
九
九

〇
年
)
。

(13
)
佐
藤
智
水
注

3
論
文
。

(14
)
な
お
、
崔
浩
は
そ

の
後
、
国
史
編
纂
事
業
を
行
な

い
、
石

に
刻
し

て
街
頭

に
建

て
た

が
、

そ

の
内
容
が
胡
族
を
蔑

視
し

て

い
る
と
し

て
胡
族
出
身
者

や
皇
帝

の
強

い
怒

り
を

か

い
、
太
平
真
君
十

一
年

(四
五
〇
)
に
処
刑
さ
れ
た
。

(15
)
藤
善

真
澄
注

1

「末
法

家
と
し

て
の
那
連
提
黎

耶
舎
ー

周
階
革
命
と
徳
護

長
者
経

1

」。

(16
)
同
前

。

(17
)
『
仏
説
徳
護

長
者

経
』

(大
正
新
修

大
蔵

経

一
四
、
乞
ρ
綬
㎝
)
。

(18
)
塚
本
善
隆

「
北
魏

の
仏
教
匪
」

(注

2
塚
本
善

隆
著
作
集

二
)
。

(19
)
砂
山
稔

「
月
光
童
子
劉
景
暉

の
反
乱
と
首
羅
比

兵
経
」

(
『東
方
学
』
五

一
、
一
九

七
六

年

)
。

(20
)
藤
善

真
澄
注

1

「末
法

家
と
し

て

の
那
連
提
黎

耶
舎
-

周
階
革
命
と
徳
護

長
者
経

ー

」。

(21
)
同
前

。

(22
)
塚
本
善
隆

注
2

「
北
周

の
廃

仏
」
。
藤
善

真
澄
注

1

『階
唐
時
代

の
仏
教
と
社
会
』
。

(23
)
月
光
童
子

に

つ
い
て
は
、
塚
本
善

隆
注

18
論

文
。
砂
山
稔

注

19
論
文
。
藤
善

真
澄
注

1

「末
法
家
と
し
て
の
那
連
提
黎
耶
舎
-

周
階
革
命
と
徳
護
長
者
経
-

」。
菊
地

章
太

「「あ
の
世
」
の
到
来
1

『法
滅
尽
経
』
と
そ
の
周
辺
1

」
(田
中
純
男
編

『死

後

の
世
界
』
東
洋
諸
林

、
二
〇
〇
〇
年
)
声
同

『弥
勒
信
仰

の
ア
ジ

ア
』

(大
修
館
書
店
、



二
〇
〇

三
年
)
な
ど

。

(24
)
『仏
説

月
光
童
子

経
』

『仏

説
申

日
経
』

『
申
日
児
本
経
』

(
い
ず

れ
も

大
正
新
修
大
蔵

経

一
四
、
乞
ρ
鵠
艀
、
Z
ρ
認

q
、
宕
ρ
α
Q。
①
)。

(25
)
白
化
文

「
〈首

羅
比

兵
見
五
百

仙
人
並
見

月
光
童
子
経

〉
校
録
」

(
『敦
煌

学
』

一
六
、

中
国
文
化
大
学
中

国
文
学
研
究
所
、
敦
煌
学

研
究
所
編
、
新
文
豊
出
版
公

司
、
台
北
、

一
九
九
〇
年
)

(26
)
佐

藤

智

水

「
敦
煌

本

「
首

羅

比

兵

経

」

点

校

」

(
『
岡

山

大

学

文

学

部

紀

要

』

二
〇
、
一
九
九
三
年
)
。

(
27
)
砂
山
稔
注
19
論

文
。

(
28
)
『仏

説
般
泥
湛
後
比
兵
十
変
経
』
に

つ
い
て
は
、
牧
田
諦
亮

『疑
経
研
究
』
第

一
章

五

「
疑

経
撰

述

の
意
義

」
(京
都
大
学

人
文
科
学

研
究

所
、
一
九
七
六
年
)
。
砂
山
稔
注
19
論
文
。

(
29
)
そ

の
他
、
『弁
正
論

』
巻

七
に
、
北
魏
太
武
帝

や
北
周
武
帝

が
廃
仏

の
た
め

「瘡
」
に
な

っ

た
と

い
う

記
述

が
あ
る

こ
と
が
北
條
勝
貴
氏

に
よ

っ
て
指
摘

さ
れ
て

い
る
。
同

「
崇

・

病

.
仏
神

」

(あ
た
ら
し

い
古
代
史

の
会
編

『王
権

と
信
仰

の
古

代
史
』

吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
年
)
。

(30
)
な
お
、
吉
蔵

『法
華
義
疏
』
、
恵
詳

『
弘
讃
法
華
伝
』
「
霊
侃
伝
」

に
は
、
「瘡
」
を

特

別
な
病
だ

と
し
、

『法
華
経
』

に
は

そ
れ
を

「
滅
罪
」
す
る
力
が
あ

る
と
す

る
記
述

が

見
ら

れ
、
注
目
さ

れ
る
。

こ
れ
は
日
本

の
国
分
尼
寺

が

「
法
華
滅
罪

之
寺
」
と
名

づ

け
ら

れ
た
意
味
、

天
然
痘
流
行

と
国
分
寺

国
分
尼
寺
建

立
政
策
と

の
関
係
な
ど
を
考

察
す

る
上
で
重
要

だ
と
考
え

て

い
る

が
、

そ
れ
に

つ
い
て
は
別
稿

で
論

じ
る
こ
と
と

し
た

い
。

(31
)
病
と
仏
教
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
北
條
勝
貴
注

29
論
文
が
あ
る
。

(32
)
藤

善
真
澄
注
5
論
文
。

(33
)

一
度
死

ん
で
地
獄

に
行

く
が
、
再

び

こ
の
世

に
よ
み
が
え

っ
て
地
獄

の
様

子
を
語

る

と

い
う
話

は
、

日
本

で
は

『日
本

霊
異
記
』

以
来
し
ば
し

ば
語
ら
れ

て

い
る
。

地
獄

に
堕
ち
た
君
主

と
出

会
う
と

い
う

話
も
、
道
賢

(日
蔵
)
と

い
う
僧
が
、
菅

原
道
真

を

政
治

の
中
枢

か
ら
遠

ざ
け
た
罪

で
地
獄

に
堕

ち
た
醍
醐

天
皇

と
出
会

っ
た
と

い
う

話

が
知

ら
れ
て

い
る

(
『扶
桑
略
記
』
天
慶

四
年

三
月
条
所

引

「
道
賢
上
人
冥
途
記
」
)
。

こ

の
話

に

つ
い
て
は
、
今
後
、
中

国
説
話

の
影
響

を
勘
案

し
な
が
ら
考
察

し
て

い
く

必
要
が
あ
る
と
考

え
て

い
る
。

こ
う

し
た
説
話

の
理
解

に

つ
い
て
は
、
大
隅
和
雄

「
総

説

因
果
と
輪
廻
を
め
ぐ
る
日
本
人

の
宗
教
意
識
」

(同
編

『大
系

・
仏
教

と
日
本
人

四

因
果
と
輪

廻
』
春
秋
社
、

一
九

八
六
年
)

な
ど
。

(34
)
平
雅
行

「末

法

・
末
代

観

の
歴
史
的
意
義
」

(
『日
本
中
世

の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
ヽ

一
九
九

二
年
)
。

(
35
)
家

永
三
郎

『日
本
文

化
史

』

(岩
波
新
書

、

一
九

五
九

年
)
、
井
上
光
貞

『日
本
古
代

の
国
家
と
仏
教
』
中
篇
第

一
章

(岩
波
書
店
、

一
九
七

一
年
)
な
ど
。

(
つ
づ
く
)


