
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
普
の
一
駒

　
　
　
　
　
　
　
新
登
現
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
刻
経
〈
金
棺
経
〉

の
研
究

手

島

一

真

は
じ
め
に

　
河
南
省
沁
陽
市
に
あ
る
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
遺
跡
が
、
筆
者
の
現
地
調
査
に

お

い
て

〈金
棺

経
〉
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
は
、
別
稿
に

て

縫
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
・
竺
金
棺
経
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
北
朝
の
系

譜

を
引
く
惰
朝
の
初
期
（
南
朝
の
後
梁
お
よ
び
陳
も
併
存
し
て
い
た
た
め
南
北

朝
時
代
の
最
末
期
で
も
あ
る
）
に
は
成
立
し
て
い
た
中
國
撰
述
佛
典
の
『
佛
在

金

棺
上
囑
累
綬
』
（
以
下
、
金
棺
囑
累
経
と
略
穂
）
を
基
本
形
と
し
、
や
が
て
初

唐
期
以
降
に
は
内
容
の
増
廣
を
経
て
『
如
來
在
金
棺
囑
累
清
浄
荘
嚴
敬
稿
緩
』

（
以

下
、
金
棺
敬
祠
経
と
略
稽
）
と
題
し
愛
容
を
遂
げ
た
も
の
ま
で
あ
り
、
本
稿

で

は
こ
れ
ら
を
穂
じ
て
金
棺
繧
と
礪
し
て
い
る
　
こ
れ
ら
の
経
典
中
や
諸
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ロ

経

典
日
録
に
金
棺
経
の
略
構
は
見
え
な
い
が
、
こ
こ
に
報
告
す
る
窄
澗
谷
太
平

寺
摩
崖
に
は
、
石
刻
経
文
に
付
さ
れ
た
刻
記
に
｝
金
棺
経
L
の
呼
構
が
遺
っ
て

お

り
、
當
時
こ
の
略
柄
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
．
．
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ

れ

ら
複
敷
の
経
典
の
総
稽
を
金
棺
経
と
し
、
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
遺
存
の
経
典

中
國
に
お
±
る
王
法
思
想
隆
”
百
つ
一
邑
早
r
島
）

に

つ
い
て

は
〈
金
棺
経
〉
と
山
括
弧
を
付
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
、

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
既
知
の
金
棺
経
経
文
と
新
翼
現
〈
金
棺
経
〉
経
文
と
の

比

較
を
通
じ
、
複
敷
あ
る
金
棺
経
経
文
中
に
お
け
る
〈
金
棺
経
〉
の
位
置
づ
け

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
先
の
拙
稿
に
お
い
て
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
た
當

該
遺
跡
に
お
け
る
本
経
の
意
味
の
鮮
明
化
を
圖
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
．
、

註

（
＝
拙
稿
「
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
昔
の
一
勧
　
新
登
現
二
金
棺
経
゜
「

　

所
刻
石
窟
に
お
け
る
刻
記
の
繹
讃
研
究
　
‘
＝
『
立
正
大
學
大
學
院
紀
要
『

　
第
一
二
⊥
ハ
號
、
　
ム
下
和
川
二
年
．
二
月
）
．

（

二
D
傳
世
文
献
で
は
、
初
唐
の
道
宣
一
．
四
分
律
捌
繁
補
閾
行
事
紗
」
の
序
に

　

r金
棺
経
」
と
出
る
の
が
最
占
と
見
ら
れ
る
一

経
録
に
見
え
る
金
棺
経

中
國
の
佛
教
史
上
に
お
い
て
成
立
し
た
各
種
経
録
に
お
け
る
、
金
棺
経
の
紹

四
ヒ



　

後
に
見
る
よ
う
に
、
本
経
の
現
存
最
占
の
テ
キ
ス
ト
は
階
・
開
皇
九
（
五
八

九
）
年
［
章
仇
禺
生
等
造
経
像
碑
［
に
刻
石
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
お
け
る

経
題

は
「
佛
在
金
棺
上
囑
累
経
一
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
現
存
経
録
を
見
渡
す
と
、

最
も
早
く
本
経
を
紹
介
す
る
階
の
＝
．
法
経
録
］
〆
．
＼
は
「
敬
幅
経
．
一
と
な
っ
て
お

い
㌧
一
章
仇
碑
」
に
は
見
え
な
い
．
敬
稲
〃
の
題
を
冠
し
て
い
る
　
．
福
／
字
は

　圓
を照
襲＝
用貞
　　．元

　新
　定
　澤
　揺
　　　目

　録
　　舌

　　元
　　　　　t’tt

　　呉

　ピ
　　　と‘

　　巻

　八

兀
録

法
経
「
服
経
目
録
（
法
経
録
）
＝
二
五
九
四
）
巻
四
r
敬
禰
経
一
巻
」

彦
珠
『
獄
経
目
録
（
仁
壽
録
）
°
「
二
六
〇
六
）
巷
四
［
敬
幅
経
一
巻
一

道
宣
『
大
唐
内
典
録
』
ニ
へ
六
四
）
巻
一
〇
「
敬
稲
経
」
「
金
棺
囑
累
’
竺

　
（
い
ず
れ
も
一
径
扱
い
）

静
泰
［
．
撒
経
目
録
〔
静
泰
銀
二
⌒
六
六
六
）
巷
四
［
敬
緬
経
一
巷
一

明
栓
等
『
大
周
刊
定
朕
経
日
録
｛
人
周
録
ご
ニ
ハ
九
五
）
径
一
五
三
工
棺

敬
幅
碗
竺
巷
一

知
昌
升
『
開
元
鐸
教
録
（
開
元
録
こ
こ
七
＝
．
∩
ご
巷
一
八
［
敬
稲
経
一
巻
」

　
（
具
題
を
「
如
來
在
金
棺
曙
累
清
高
荘
嚴
敬
幅
経
」
と
し
、
内
典
録
の

一
金
棺
囑
累
経
一
巷
」
は
法
経
録
の
一
敬
福
経
」
と
同
l
で
あ
る
と
す

る

介
は

次c
？
．

ご

（ば
らi
　　　i

　　　；：

本
経
中
に
頻
出
し
、
象
徴
的
な
．
亘
齢
レ
一
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
富
初
の
経
題

か

ら
僅
か
敷
年
に
し
て
新
た
な
経
題
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
．

　

そ
も
そ
も
金
棺
と
は
、
部
派
（
小
乗
）
浬
繋
経
に
お
い
て
、
6
8
陀
滅
度
の
際

の

葬
法
と
し
て
澤
尊
自
身
に
よ
り
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
．
西
巫
日
の
白
法
祖

謹
」
佛
般
泥
氾
経
」
、
後
秦
の
佛
陀
耶
含
・
保
．
一
佛
念
澤
『
佛
、
説
長
阿
含
経
．
一
一
遊

行
ぷ
」
、
東
昔
の
大
謹
「
般
泥
川
経
．
＝
、
束
青
の
法
顯
羅
一
．
大
般
浬
葉
経
゜
が
、

偏
棺
を
用
い
た
佛
陀
の
葬
法
を
博
え
る
経
典
と
し
て
傳
來
し
て
い
た
　
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
現
れ
た
の
が
、
南
齊
・
曇
景
諜
と
柄
す
る
」
．
摩
討
摩
耶
経
」
一
で
あ

る
　
『
摩
訴
摩
耶
経
、
＝
は
、
人
滅
し
て
金
棺
に
納
め
ら
れ
た
稗
迦
が
’
兜
率
天
よ

り
降
下
し
て
嘆
己
、
」
悲
し
む
母
摩
耶
の
た
め
に
、
今
一
度
金
棺
よ
り
起
き
上
が
＝
、

母
の

た
め
に
説
法
を
し
た
と
い
う
話
を
傳
．
え
る
も
の
で
あ
る
．
．
ま
た
同
経
に
は
、

佛
滅
後
一
五
〇
〇
歳
を
も
っ
て
佛
法
は
滅
蓋
す
る
と
の
記
述
を
含
む
敦
え
が
説

か

れ

て

お

り
、
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
の
初
期
的
展
開
を
見
る
こ
と
が
Y
”
き

る
言
典
で
も
あ
る

　
金
棺
穏
の
話
柄
に
は
、
後
拐
の
現
代
硫
諜
に
も
欄
れ
た
と
お
り
、
一
「
摩
詞
摩
耶

　
　

に
よ
っ
て
初
め
て
．
不
シ
・
＼
れ
た
、
佛
法
滅
蓋
に
際
し
て
龍
．
仁
が
一
切
緩
藏
を

持

し
去
る
く
だ
り
を
前
提
と
し
た
描
篶
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
實
は
金
棺
経
に

稗
尊
の
母
た
る
摩
耶
は
登
場
し
」
、
与
い
　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
『
摩
詞
摩
耶
蒋
」
一
．
＼
は

鐸
尊
が
一
旦
入
滅
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
悲
し
む
摩
耶
を
慰
め
る
形
　
’
．
」
澤
尊
が
再

生
し
、
教
え
を
垂
れ
た
の
一
r
、
・
あ
っ
た
が
、
本
経
で
は
稗
尊
が
漂
葉
に
つ
い
て
説

四
ノ’

Y



き
お
え
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
入
滅
に
つ
い
て
は
言
明
さ
れ
ず
、
澤
尊
自
ら

金
棺
に

入

る
よ
う
な
銭
述
が
な
さ
れ
、
そ
の
直
前
に
金
棺
の
載
る
車
に
坐
し
て

説
法
し
た
、
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
　
つ
ま
り
金
棺
経
で
は
、
一
摩
詞
摩
耶

経
』
で
最
大
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
た
人
滅
後
の
再
生
説
法
の
描
寓
は
捨
象
さ

れ
、
重
視
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
本
経
撰
者
は
當
時
重
視
さ
れ
て

い

た
湶
繋
の
教
え
に
本
緩
が
關
連
し
て
い
る
A
l
強
調
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的

と
し
て
、
敢
え
て
．
金
棺
〃
の
語
を
緩
題
に
冠
し
て
入
滅
直
前
の
教
え
V
’
」
あ
る

こ
と
を
示
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

　

ま
た
本
経
の
趣
旨
は
、
信
俗
に
よ
る
葛
経
・
造
像
の
儀
軌
や
原
則
、
篶
経
・

造
像
に

お
け

る
金
銭
授
受
の
是
非
や
在
り
方
を
説
い
て
、
得
福
の
道
を
示
す
こ

と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
當
時
の
中
國
に
お
け
る
寓
経
・
造
像
活
動
の
流
行
し

た
世
相
を
反
映
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
一
こ
の
趣
旨
を
よ
り
正
確
に
表
し
た
経

題

と
し
て
新
た
に
「
敬
幅
経
」
が
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
す

な
わ
ち
、
稗
尊
の
入
滅
と
再
生
説
法
を
象
徴
す
る
．
金
棺
”
を
會
座
と
し

て

い

た
一
．
摩
詞
摩
耶
緩
』
は
、
佛
教
界
に
衝
撃
を
與
え
た
と
見
え
、
後
の
梁
・

僧
祐
『
澤
迦
譜
＝
、
梁
・
僧
呈
及
實
唱
等
「
「
．
緩
律
異
相
」
、
唐
・
道
宣
　
．
繹
迦
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
』
、
唐
・
道
世
「
．
法
苑
珠
林
』
な
ど
に
度
々
引
用
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
’

そ
こ
で
「
．
摩
詞
摩
耶
経
r
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ
た
こ
の
”
金
棺
ウ
の
語
を
冠
し

た
こ
と
は
、
金
棺
経
に
と
っ
て
斯
界
の
耳
目
を
集
め
る
に
は
有
放
で
あ
っ
た
ろ

う
　
し
か
し
、
r
g
在
金
棺
上
囑
累
経
」
と
い
う
経
題
は
、
「
佛
が
金
棺
の
上
に

在
っ
て
（
後
の
者
に
∀
ゆ
だ
ね
る
〔
囑
・
累
と
も
に
、
ゆ
だ
ね
る
の
意
〕
」
と
い

中ト
セ
：

．t⊃

　　，

t“

仁
法
思
相
’卜4

1
・
ぱ

己，

〔ノ）

tl）
1笥［L

」．

1」」

’1「；

う
外
観
的
な
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
の
趣
旨
を
伝
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
た
め
、
惰
の
『
法
経
録
』
の
ご
と
く
「
敬
幅
」
の
語
を
冠
し
た
呼
穂

へ
の

愛
化
が
早
い
時
期
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

註

⌒

＝
法
経
録
の
「
敬
祠
経
」
と
「
金
棺
囑
累
経
．
［
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
議

　

論
の
除
地
が
あ
る
、
と
侯
旭
東
氏
は
指
摘
し
て
い
る
．
侯
旭
東
「
．
ハ
敬
幅

　

経
》
離
考
」
（
方
廣
錯
〔
亡
編
〕
「
藏
外
佛
教
文
献
．
一
第
四
輯
、
北
京
二
示

　

教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
＝
一
〔
）

⌒
二
）
初
唐
（
武
則
天
期
）
の
浬
般
木
愛
碑
像
に
お
け
る
『
摩
詞
摩
耶
経
』
の
影

　

響
に

つ
い
て

は
、
安
田
治
樹
二
唐
代
則
天
期
の
浬
般
木
愛
相
に
つ
い
て
（
上
）

　
　
　
〔
下
＞
1
　
（
U
’
美
學
美
術
史
論
集
』
第
二
集
　
第
三
輯
、
成
城
大
學
大
學
院

　

文
學
研
究
科
、
一
九
八
一
年
九
月
　
一
九
八
　
．
年
六
月
）
、
岸
田
悠
里
「
中

　

國
に
お
け
る
浬
繋
愛
相
圓
と
」
、
樗
迦
譜
．
＝
」
二
龍
谷
人
阜
大
學
院
丈
學
研
究

　

科
紀
要
』
第
三
五
集
、
二
（
と
一
．
一
年
一
二
月
）
に
考
察
が
あ
る
　
ま
た
岸

　

田
悠
里
「
敦
煙
一
、
」
流
行
し
た
『
佛
母
経
＝
　
疑
経
の
文
化
的
受
容
の
一
端

　
　
L
二
「
龍
谷
大
學
佛
教
學
研
究
室
年
報
』
第
一
八
號
、
1
1
0
一
四
年
三
月
）

　

は
、
敦
但
壁
書
に
お
け
る
金
棺
出
現
圖
が
、
敦
捏
文
散
に
遺
る
『
佛
母
経
」

　

に
依
擦
し
た
も
の
と
考
察
す
る
．

口
「
」



法
華
之
化
研
先
⌒
第
四
ー
六
号
二

11　〈
金
棺
経
〉
の
刻
石
趣
旨

　
前
稿
に
お
い
て
、
窄
澗
谷
太
．
平
寺
摩
崖
の
石
窟
刻
記
に
記
さ
れ
た
「
精
誠
」

の

語

に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
掲
げ
て
い
た
一
す
な
わ
ち
刻
記
で
は
「
精
誠
の
檀

越
．
一
と
あ
っ
て
、
沙
門
貴
法
に
よ
る
石
窟
造
管
に
寄
與
し
た
供
養
主
た
ち
を
、

そ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

　
「
精
誠
」
の
語
は
、
本
経
に
お
い
て
は
二
箇
所
に
現
れ
る
（
後
掲
の
傍
謹
も
参

照
さ
れ
た
い
二
．

「
も
し
精
誠
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
寓
経
や
造
像
の
供
養
が
〕
敷
少
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
祠
は
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
」

「
も
し
■
経
・
造
像
に
精
誠
・
敬
心
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
経
の
一
掲
で
あ
っ
て

も
、
像
の
栂
指
［
の
ご
と
き
］
で
あ
っ
て
も
’
そ
の
幅
は
最
大
で
あ
る
．
．
」

　
精
誠
と
は
、
謹
註
に
示
し
た
と
お
り
、
三
県
心
を
込
め
た
」
「
誠
心
誠
意
の
」

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
本
経
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
宮
経
・
造
像
の
際
に
最
も

大

切
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
、
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
，

　
一
般
的
に
い
え
ば
、
刻
記
で
の
「
精
誠
」
の
表
現
は
、
石
窟
造
螢
に
寄
與
し

た
多
く
の
民
撒
に
封
す
る
形
容
と
賛
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

約
一
二
〇
人
が
刻
さ
れ
た
供
養
主
の
名
は
、
判
讃
で
き
な
い
箇
所
が
半
ば
以
ヒ

で

あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
「
像
主
」
の
肩
書
き
が
判
讃
で
き
る
三
〇
名
ほ
ど

の

箇
所
に
世
俗
で
の
肩
書
き
を
拉
記
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
　
ま
た
、
と

V
に
高
貴
の
者
が
閲
與
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
石
窟
刻
記
自
髄
に
言
及
が

h

あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
が
、
そ
れ
も
無
か
っ
た
　
同
刻
記
に
お
け
る
「
精
誠
」

の
表
現
は
、

　
　
精
誠
の
檀
越
、
珪
口
■
口
■
口
口
著
、
共
に
松
心
を
結
び
、
山
を
跨
ぎ
石

　
　
　
ニ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
タ
ご
し
ニ
リ
ヅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
の
バ

　
　

に
構
え
、
道
を
愛
お
し
み
金
を
傾
け
、
　
餉
は
四
事
を
供
さ
れ
、
樹
果
は

　
　
　
ニ
ひ
ゃ
　
　
ね
ソ
こ
ろ

　

　
彌

よ
深
な
り
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ざ

と
あ
る
一
精
誠
の
檀
越
、
珪
某
」
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
．
．
こ
の
檀
越
が

石

窟
造
管
に
際
し
多
大
な
功
を
積
ん
だ
こ
と
が
窺
わ
れ
る
一
文
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
．
眉
書
き
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
　
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
造
螢

に

與
っ
た
他
の
一
二
〇
名
の
者
た
ち
も
、
ほ
と
ん
ど
無
名
の
庶
民
で
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
．
肩
書
き
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
記
ン
↓
三
、
ら
い
思
考
の
中
に
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ

　

唯
一
の
例
外
は
、
「
大
随
皇
帝
」
の
柄
號
刻
字
で
あ
る
　
し
か
し
皇
帝
は
直
接

の

檀
越

で

は
な
い
．
こ
れ
と
前
後
す
る
時
代
や
、
他
の
地
域
の
遺
跡
に
は
、
「
上

爲
皇
帝
陛
下
、
下
爲
七
世
父
母
」
と
い
っ
た
定
型
句
的
な
供
養
文
を
頻
見
す
る

が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
も
無
か
っ
た
．
珪
某
の
一
文
の
直
前
に
、

　
　
大

遁
皇
帝
、
瑞
託
の
人
君
た
り
、
光
を
正
化
に
紆
べ
、
金
輪
を
乗
御
し
、

　
　
　
　
　
マ
ヘ
ロ
　
ノ
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ミ
エ
マ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
ト
ご
ノ
　
ア
モ
つ

　
　
聖

道
を
閾
弘
め
、
衰
雲
を
屏
渇
り
、
舎
利
を
感
徴
し
、
聲
諦
げ
遠
く
聞

　
　
こ
ゆ

と
あ
っ
た
の
が
、
陪
帝
に
言
及
し
た
一
文
で
あ
る
　
こ
こ
に
お
け
る
陪
の
文
帝

は
、
北
周
末
期
の
佛
教
廃
棄
か
ら
佛
教
尊
重
へ
と
國
全
鵠
の
政
教
策
を
一
八
〇

度
方
針
醇
換
し
、
佛
教
に
基
づ
く
政
治
を
行
う
韓
輪
聖
王
に
擬
え
た
表
現
が
爲



さ
れ
て
い
る
，
「
金
輪
を
乗
御
」
す
る
者
と
は
、
轄
輪
聖
王
の
う
ち
の
金
輪
王
を

指
す
．
韓
輪
聖
王
で
あ
る
君
主
が
佛
教
の
重
興
を
め
ざ
し
て
政
を
執
h
．
．
　
1
’
精

誠
」
の
檀
越
が
〈
金
棺
繧
〉
の
説
く
ご
と
く
正
し
い
供
養
を
行
っ
て
正
當
な
幅

徳
を
得
る
．
石
窟
開
墾
の
由
來
を
記
し
た
石
窟
刻
記
は
、
こ
の
こ
と
を
鮮
明
に

す
る
こ
と
も
併
せ
て
意
圖
し
て
い
た
A
1
1
．
I
I
Z
い
得
よ
う

　

よ
っ
て
當
寺
に
お
け
る
本
綬
刻
行
の
趣
旨
は
、
陪
の
文
帝
に
よ
る
佛
教
興
隆

政

策
の
治
下
に
あ
っ
て
も
、
前
代
に
強
ま
っ
た
末
法
の
危
機
意
識
を
忘
れ
ず
、

形
ば
か

り
の
供
養
に
走
り
が
ち
な
風
潮
を
批
判
し
、
真
摯
な
る
精
祠
の
下
で
の

供
養
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
思
考
に
あ
っ
た
　
い
わ
ば
こ
れ
は
、
佛
敦

42

團
内
部
に
お
け
る
自
律
的
な
志
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
．

註

a
）
珪
姓
に
つ
い
て
は
、
「
源
出
は
不
詳
、
稀
な
姓
氏
で
あ
る
が
、
河
南
の
筆

　
（
宰
義
市
）
に
あ
る
」
と
の
記
事
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
の
「
百
家

　

姓
大
全
」
に
載
っ
て
い
る
　
”
　
“
h
t
t
p
s
：
＼
／
x
i
n
g
．
9
．
　
1
1
c
h
a
．
c
o
m
f
x
i
i
i
g
＿
珪
゜

　

h
l
m
l
”
　
（
二
〇
1
1
0
年
二
月
一
口
時
鮎
）

中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
青
の
一
勧
（
手
島
）

三
　
金
棺
経
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

〔
1
〕
金
棺
囑
累
経

　
　

　

惰
・
開
皇
九
（
五
八
九
）
年
「
章
仇
萬
生
等
造
経
像
碑
」
刻
本

　
　
　

碑
に
記
さ
れ
る
具
名
は
一
佛
在
金
棺
上
囑
累
蒋
」

A
　
中
國
國
家
圖
書
館
所
藏
拓
本

　
　
碑
文
（
経
丈
部
分
）
の
拓
本
二
種
の
う
ち
の
ら
つ
は
中
國
國
家
圖
書

　
館
所
藏
品
で
、
少
な
く
と
も
＝
．
つ
に
断
裂
し
た
拓
片
の
う
ち
二
個
の
も

　
の

で

あ
る
　
北
京
圖
書
館
金
石
組
［
編
］
『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歴
代
石

　
刻
拓
本
漉
編
｝
（
鄭
州
　
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
～
一
九
九
一

　
年
）
佑
弔
⊥
ハ
鼎
川
戸
ト
”
収
録
ぷ
こ
れ
　
（
圓
一
’
参
昭
ご
、
｛
r
同
　
1
　
－
：
r
］
九
い
糎
‥
、
古
見
八
一
糎
‥
レ
一

　

あ
る
．
東
魏
の
刻
と
さ
れ
る
が
、
陪
の
誤
り
で
あ
る
、
現
在
、
同
圖
書

　
館
の
運
菅
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
「
文
津
」
で
拓
本
の
簡

　
略
な
紹
介
と
サ
ム
ネ
イ
ル
書
像
を
公
開
し
て
い
る
．

　
“
h
t
t
p
：
／
＼
I
i
n
d
．
n
l
c
°
c
n
／
s
e
a
r
c
h
，
’
s
h
o
w
l
）
o
c
D
c
・
t
a
i
l
s
？
d
o
c
l
d
－
－
5
3
7
8
6
4
1
7

　
1
0
：
3
4
0
5
5
1
　
0
5
　
1
　
c
S
（
t
　
c
l
　
a
t
　
a
S
o
u
r
c
e
”
　
（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
〇
日
時
鷲
）

　
　

そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
拓
本
は
清
・
乾
隆
年
間
の
華
拓
と
さ
れ

　

る
か
ら
、
碑
は
す
で
に
清
代
以
前
に
破
断
を
被
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
t
一

　
後
掲
D
の
底
本
は
こ
れ
で
あ
り
、
本
論
文
に
お
い
て
も
こ
れ
を
比
較
表



法
茎
文
化
研
究
〔
第
四
ー
六
，
／
l
b
　
］

中
の
〔
二
の
主
底
本
と
す
る
．

B
　
憂
潜
中
央
研
究
院
所
藏
拓
本

　
　
も
う
一
つ
の
拓
本
は
豪
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
．
一
．
．
口
研
究
所
の
所
藏

　
品
で
、
こ
ち
ら
も
A
と
同
じ
拓
片
二
個
の
も
の
で
あ
る
、
享
拓
時
期
は

　
不
明
．
中
央
研
究
院
敷
位
文
化
中
心
の
運
菅
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

　
の
サ

イ
ト
「
典
藏
藁
湾
」
に
お
い
て
大
万
の
文
字
が
視
認
で
き
る
サ
ム

　
ネ
イ
ル
書
像
を
公
開
し
て
い
る
　
本
論
文
で
は
、
副
底
本
と
す
る
一
．

　
－
h
t
t
P
S
∵
’
c
a
t
a
l
o
，
g
；
d
i
g
i
t
a
l
a
r
c
h
i
x
i
　
e
s
．
t
　
N
l
，
’
、
i
t
e
m
・
’
O
O
＼
l
3
1
3
f
［
3
c
l
・
’
2
a
．
l
n
m
l
”

　
（
碑
の
L
半
　
二
〇
二
（
〕
年
・
一
月
二
〇
日
時
鼎
」

　
．
．
三
二
）
ひ
∵
∩
三
〔
二
（
）
蛤
゜
（
＝
石
竺
一
三
，
（
．
三
ぐ
c
訪
゜
t
w
　
i
l
e
m
’
O
O
　
i
l
！
l
　
I
l
c
l
　
2
b
．
h
t
m
l
”

　
（
碑
の
下
半
　
二
C
一
〔
）
年
l
月
l
　
i
O
日
時
鮎
〕

o
魯
迅
筆
録
本

　
　
魚
目
迅
が
緩
」
丈
と
刻
記
を
筆
録
し
た
も
の
（
『
魯
迅
日
記
＝
丙
由
－
二

　
九
一
六
年
）
日
記
」
一
「
月
二
六
日
條
に
い
う
、
留
黎
廠
（
琉
璃
廠
）

　
で
購
入
し
た
「
、
陪
石
経
残
石
一
枚
」
拓
本
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
〕
で
、

　
「
章
仇
再
生
造
経
像
拝
全
桔
経
一
と
題
し
て
北
京
魯
迅
博
物
館
・
上
海
魯

　
迅
紀
人
，
心
館
〔
編
一
「
魯
迅
輯
校
行
刻
手
稿
「
第
．
一
函
第
五
朋
（
上
海
　
十

　
海
書
書

出
版
社
、
　
一
九
八
」
年
じ
月
）
に
収
録
　
こ
れ
に
よ
れ
は
、
石

　
高
じ
尺
八
寸
、
廣
一
．
，
尺
　
配
置
は
、
碑
陽
に
佛
教
造
像
　
碑
陰
に
経
名

［
行
（
筆
．
者
補
足
、
此
一
丈
中
以
下
同
様
二
吐
名
ド
に
五
人
の
供
養
主

名
）
、
経
文
が
一
六
行
で
行
四
八
字
（
経
文
最
終
行
末
尾
に
一
人
の
供
養

・
E
名
）
、
題
“
〉
U
　
1
行
　
c
す
な
わ
ち
一
二
人
の
供
養
・
王
名
ご
　
，
碑
側
に
、
｜
〃

名
が
．
一
行
⌒
す
な
わ
ち
各
行
一
人
の
供
養
主
名
）
、
年
月
が
一
行
「
大
陪

開
呈
九
年
歳
次
己
酉
＝
二
旦
一
詑
功
一
⌒
魯
迅
は
十
二
月
と
す
る
）
、
行

の
文
字
数
は
．
不
等
．
い
ず
れ
も
文
字
は
正
書
一
山
東
泣
上
仁
家
海
の
．
一
、

官
廟
前
に
あ
る
、
と
す
る
（
當
時
二
’
、
ぴ
お
拓
衣
－
に
よ
れ
ば
、
経
文
の
一

行
文
字
敷
は
、
實
際
に
は
四
八
字
に
前
後
す
る
行
も
あ
る
．

い
　　　　　　、
L

懲
己

」ノ〔

i

1
巳

尊

何
者
是
法
l
P
∫

者
非
法
つ

f
弗

li

参
昭
：仁’

？

る

際
に

は

注
意
が
必
要

で
あ

る

ま
た
1
司

氏
の
整

理
に

お

こ
れ

し1

る

筒
所
も
あ
り

ま
た

鐸
k
キ

茎
者
レ

苗
｝’＋1・

に

す
る

箇
所
も

校
合

補

綴
部
分

は
三上

呉

明

記
さ

れ
る

も

の

の

モ1

味

の
i
二

か
ら

あ　改
’　〉

」’

損　こ　廿

部のの
分　う　校
を　ち　勘

に

よ
J
：
）
、

校
合

補

綴
T

≠、

i”，

〕・［二

：
k

キ

掲
載
し

て

い
v；

tb

釜

棺
囑
累
η：土

は

1：’i三

丈
レ

　、

侯

氏
の
論
考

前　＝
記　敬
A　祠
♪
筆　9・．’fL

底　t”t

本
レ

す

る

が

ワ
て＾

の
閾

雑
考

キ

掲
塾
る

在　囑

蕊
ヒ止

囑　『！l

累　　　販
　　　敬

L　幅

タ
目

來
在
金

棺
囑
累
清
ぼ
荘
巌

の
∫音

の

下

侯
旭
東
氏
の
軟
11．＾．

版

社　方
’廣

　　　鋸
九
九

八

年
九
I
j

は

疑
f
爲

粍
の
Lf・

1＾

↓、

イつ

い
．
＼

敬　理　＿
耐
叩工こ

L
の
1十1

成
る

佛

如
來
在
金

棺

ド

編

蔵
外
佛
敦
文

第

四
早耳

北

以

宗
教
文
化
出

D

侯
旭
東
氏
整
理
本



と
記
載
⌒
金
棺
敬
稲
経
に
基
づ
き
補
記
）
さ
れ
て
い
る
が
、
行
文
字
敷

か
ら
見
て
〈
須
菩
提
＝
＝
『
「
世
尊
何
者
是
法
？
」
佛
l
三
口
…
…
〉
（
本
表

一
八
行
日
）
一
．
＼
あ
っ
た
と
推
完
さ
れ
る
．
こ
れ
は
［
二
」
の
太
平
寺
摩

崖
本
く
金
棺
経
V
と
合
致
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
原
文
の
近
似
性
を
指

摘
〆
、
s
き
る
こ
と
に
な
る
　
な
お
同
氏
の
論
考
は
こ
の
経
を
扱
う
に
當
っ

て

必
請
の
宮
作
　
Y
y
あ
り
、
筆
者
も
大
い
に
碑
益
さ
れ
た
こ
と
を
こ
こ
に

記
し
て
謝
す

〔ID
〈金
棺
経
＞

　

E
　
河
南
省
焦
作
市
沁
陽
市
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖
（
眞
谷
寺
）
造
像
刻
経

　

　

　
遺
跡
刻
本

　

　

　

こ
の
刻
本
は
、
二
〇
一
●
年
六
月
に
筆
者
が
行
っ
た
現
地
調
査
に
お

　
　
い
て
獲
見
し
た
刻
本
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
’

　

　

　
常
遺
跡
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
國
家
文
物
局
〔
主
編
〕
・
河
南

　

　

省
文
物
局
〔
編
制
」
「
中
國
丈
物
地
圓
集
　
河
南
分
朋
＝
〔
北
京
　
中
國

　

　

地

圖
出
版
社
、
一
九
九
一
年
一
二
月
）
二
〇
九
頁
「
窄
澗
谷
太
平
寺
摩

　

　

崖
」
の
項
、
お
よ
び
河
南
省
文
物
局
［
編
］
「
河
南
省
文
物
志
」
（
北
京
　

　

　

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
四
六
五
ー
四
六
六
頁
「
窄
澗
谷
太

　

　

平
寺
摩
崖
」
の
項
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
〈
金
棺
緯
〉
に
關
す
る

　
　
三
口
及
は
全
く
無
い
．

　

　
　
筆
者
に
よ
る
當
遺
跡
調
査
の
概
要
は
、
す
で
に
拙
稿
「
中
國
〈
中
原
〉

巾
國
に
お
け
る
末
法
思
轡
隆
呈
あ
一
駒
三
ジ
島
一

地
域
北
朝
陪
唐
時
期
佛
敦
石
刻
調
査
概
報
ー
平
成
”
l
　
（
2
0
1
0
）
年
度

第
一
次
現
地
調
査
に
お
け
る
基
礎
的
情
報
1
一
（
「
法
華
文
化
研
究
」
第

四
l
！
號
、
一
！
（
）
　
I
六
年
三
月
）
で
報
告
し
た
が
、
こ
の
へ
金
棺
経
〉
摩

崖
刻
蒋
の
あ
る
下
佛
洞
石
窟
・
刻
記
に
闘
す
る
詳
細
な
報
告
と
考
察
は
、

本
論
レ
ニ
封
を
爲
す
も
の
と
し
て
「
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
苦
の

一
餉
－
新
登
現
「
．
金
棺
緯
」
所
刻
石
窟
に
お
け
る
刻
記
の
澤
讃
研
究

　
」
二
立
正
大
阜
大
撃
院
紀
要
　
第
一
．
一
六
號
、
令
和
：
！
　
c
．
1
0
．
1
0
）

年
三
月
）
に
て
公
表
し
た
　
そ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
へ
金
棺
経
二

綾
刻
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
石
窟
開
整
と
同
時
期
で
あ
っ
て
、
陪
の
開

皇
一
五
⌒
五
九
五
）
年
秋
以
降
～
仁
壽
二
（
六
〇
I
D
年
前
後
と
推
定

し
た
　
よ
っ
て
こ
の
刻
経
は
、
［
l
）
が
刻
ま
れ
た
開
皇
九
（
五
八
九
）

年
よ
り
ト
年
前
後
を
経
た
時
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

　

な
お
先
の
拙
論
に
お
い
て
、
此
庭
の
石
窟
刻
記
が
「
（
道
光
へ
河
内
縣

志
』
巻
二
C
・
金
石
志
上
に
「
陥
窄
澗
谷
太
平
寺
残
碑
」
と
し
て
取
り

上
げ

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
　
そ
こ
一
．
y
は
彼
の
石
窟
刻
記
に
績

け
て
、
こ
の
〈
金
棺
蒋
〉
刻
経
に
係
る
刻
記
が
，
連
の
文
面
の
よ
う
に

採

録
さ
れ
て
い
た
が
、
雨
者
は
匝
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
　
前
の
拙
稿
で
詳
細
に
は
紹
介
し
な
か
っ
た
刻
経
の
刻
記
の
内
容

は
、
後
掲
の
比
較
表
に
掲
載
し
た
．

互
三



法
華
工
化
研
究
〔
第
四
卜
・
冷
膓

〔
三
〕
金
棺
敬
幅
経

　

　
I
　
1
1
’
種
の
テ
キ
ス
ト
あ
リ

　

　
　
浮
荘
嚴
敬
頑
経
』
．

い
ず

れ
も
具
名
は
一
如
來
在
金
棺
囑
累
清

F
　
陳
西
麟
游
慈
善
寺
石
刻
本

　
　

こ
の
刻
本
は
、
當
該
石
経
冒
頭
に
「
如
來
在
金
棺
囑
累
清
洋
荘
嚴
敬

幅
経
　
一
巷
」
と
記
す
，

　
　
か

つ
て

「「

考
古
』
（
一
九
九
ヒ
年
第
一
期
）
誌
上
で
常
青
氏
に
よ
り
経

文
が
報
告
さ
れ
た
（
「
陳
西
麟
游
縣
慈
善
寺
南
崖
佛
寵
典
《
敬
幅
経
》
的

調
査
」
）
が
、
そ
れ
に
お
け
る
脱
文
や
不
十
分
な
繹
文
を
修
止
し
た
東
野

治
之
「
☆
芯
善
寺
石
窟
所
見
《
敬
祠
経
》
銘
刻
研
究
」
⌒
西
北
大
學
考
古
専

業
・
日
本
赴
峡
西
佛
教
遺
迩
考
察
團
・
麟
游
縣
博
物
館
〔
t
s
）
　
U
慈
善
寺

與
麟
漠
橋
　
佛
教
造
像
窟
寵
凋
査
研
究
報
告
』
へ
中
丈
・
簡
憤
字
）
、
北

京
　
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）
が
公
円
さ
れ
た
．
シ
、
」
ら
に
同

氏
の

「陳
西
省
麟
游
縣
慈
善
寺
石
窟
所
見
［
「
．
敬
幅
経
゜
1
銘
刻
の
研
究
」

　
（
東
野
治
之
『
大
和
古
寺
の
研
究
』
、
東
京
　
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
一

　
二

月
）
に
お
い
て
は
、
同
氏
前
著
で
中
文
翻
謹
の
際
に
省
略
さ
れ
て
い

　

た
内
容
を
掲
載
し
、
且
つ
繹
文
を
原
刻
文
字
に
即
し
た
形
に
し
て
再
報

告

さ
れ
た
’
そ
の
原
資
料
は
、
す
で
に
四
割
ほ
ど
の
文
字
が
残
損
に
よ

　
り
失
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る

　
　
束
野
氏
の
論
考
は
、
常
青
氏
が
「
前
業
」
と
判
讃
し
た
字
句
を
「
前

芸
二

す
な
わ
ち
二
剛
葉
▽
と
讃
み
、
前
葉
と
は
前
世
の
意
〆
．
・
、
人
宗
李

世
民
の
「
世
一
字
の
避
諒
に
よ
り
葉
の
疋
字
中
の
世
を
避
け
て
「
芸
二

に
改
め
た
も
の
で
、
：
Y
脈
か
ら
判
断
し
て
「
業
」
で
は
な
い
ヒ
さ
れ
た

ま
た
「
民
」
字
の
第
四
書
の
脱
落
が
あ
る
こ
と
も
墨
げ
ら
れ
た
　
こ
れ

ら
の
避
謹
は
、
顯
慶
二
ニ
ハ
五
七
）
年
卜
二
月
に
「
庚
午
、
改
昏
葉

字
。
一
と
斐
さ
れ
た
詔
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
刻
繧
の
鐘
刻
時
期

は
こ
こ
が
上
限
で
あ
る
と
さ
れ
た
，
ま
た
下
限
に
つ
い
て
は
、
「
初
唐
の

風
韻

を
備
え
た
引
き
緊
っ
た
書
風
や
、
武
周
新
字
（
筆
者
補
足
　
則
天

文

字
の
最
初
の
制
定
は
載
初
元
（
六
八
九
ー
六
九
〇
）
年
で
、
以
後
敷

文

字
が
加
増
さ
れ
、
公
的
に
は
帥
龍
元
（
七
〇
五
）
年
に
魔
止
さ
れ
る

ま
で
使
用
さ
れ
た
）
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
六
九
（
一
）
年
ご
ろ
以
降
に
は
降
ら
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
　
顯
慶

二

年
の
改
字
が
］
般
に
浸
透
す
る
ま
で
、
若
十
の
時
の
経
過
が
必
要
で

あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
こ
の
銘
文
の
年
代
は
七
世
紀
末

に

近

い

こ
ろ
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
、
」
と
さ
れ
た
’

　

し
か
し
氏
が
鐸
讃
さ
れ
た
「
前
葉
　
は
、
後
に
紹
介
す
る
房
山
石
経

本
で
は
明
ら
か
に
「
前
業
」
と
な
っ
て
い
る
、
意
味
の
上
で
も
「
業
」

は
佛
教
用
語
の
「
カ
ル
マ
」
と
し
て
解
さ
れ
、
「
前
業
．
一
は
へ
前
の
カ
ル

マ
〉
す

な
わ
ち
過
去
世
に
作
っ
た
宿
業
の
意
と
な
り
、
二
削
世
に
．
1
．
尊
を

敬
わ
ず
，
鞭
．
に
爪
－
善
を
行
っ
た
」
こ
と
を
囚
と
し
て
、
例
え
ば
「
地
獄

に
生
ま
れ
る
者
多
く
、
だ
に
生
ず
る
＊
少
な
し
」
と
い
う
果
が
生
じ
る
、



G
A
二
機
文
は
説
く
の
で
あ
る
一
す
る
と
鐘
刻
時
期
の
F
限
は
、
こ
れ
を
論

じ
た
「
葉
」
字
避
誰
の
根
操
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
t
／
ま
た
先
の
詔

の
趣
旨
は
、
「
民
口
」
「
葉
」
と
い
う
文
字
の
構
成
部
分
に
封
す
る
制
約
の

み
を
定
め
た
も
の
，
’
．
」
あ
る
　
本
來
の
「
‘
世
」
「
民
」
に
封
す
る
避
謙
は
、

一奮
唐
書
』
巻
二
「
太
｛
示
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
武
徳
九
ニ
ハ
ニ
六
）
年
六

月
に
李
世
民
が
玄
武
門
の
愛
に
よ
っ
て
皇
太
子
李
建
成
を
除
き
、
同
月

甲
子
に
自
ら
が
皇
太
子
と
な
っ
て
實
権
を
握
る
と
、
同
月
己
巳
に
、
本

來
の
禮
に
從
っ
て
一
．
世
民
」
の
二
字
を
連
ね
る
の
で
な
け
れ
ば
一
文
字

の
み

が
該
當
し
て
も
こ
れ
を
偏
諒
す
る
必
要
は
無
い
、
と
す
る
令
を
出

し
て
い
る
t
t
同
年
八
月
に
高
祖
が
退
位
し
、
自
ら
が
皇
帝
位
に
即
い
た

後
も
同
様
の
措
置
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
太
宗
朝
の
重
心
李
世
動
が
太
宗

の

諦
の
世
字
を
避
け
て
李
勧
と
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
太
宗
崩

御
後
の
高
｛
示
の
永
徽
年
間
（
六
五
〇
ー
六
五
五
）
と
さ
れ
る
二
．
薔
唐

書
」
巻
六
ヒ
「
李
動
傳
」
）
．
一
し
た
が
っ
て
、
鍾
刻
時
期
の
上
限
は
顯
慶

二

ニ
ハ
五
七
）
年
よ
り
も
さ
ら
に
時
間
を
潮
る
可
能
性
を
生
じ
た
こ
と

に

な
る
が
、
こ
の
遺
跡
の
石
窟
と
の
關
係
や
造
像
様
式
な
ど
か
ら
纏
合

的
に
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
・
一
本
稿
で
は
大
ま
か
に
七
世
紀

の
刻
本
と
見
て
お
く
．
．

敦
煙
遺
書

S
二
〇
八
號
本
（
断
片
一
葉
）

こ
の
ス
タ
イ
ン
蒐
集
の
寓
本
は
、
一
大
正
新
脩
大
藏
経
」

　
　
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
”
百
の
一
賄
つ
仁
島
）

第
八
五
巷
・

疑
似
部
に
も
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
経
の
首
部
に
當
た
る
一
紙
の
み
で
、

題

日
も
含
め
九
行
ま
で
を
存
す
る
も
の
で
あ
る
．
一
行
字
敷
は
最
大
で

l10
字
、
不
均
等
で
あ
り
、
一
般
に
行
一
七
字
も
し
く
は
一
四
字
と
す

る
佛
経
書
寓
の
軌
範
に
則
っ
て
い
る
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
．
経
文

は
、
房
山
7
1
荘
刻
本
の
首
部
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
一
文
字
多
い
部
分
が
あ

る
も
の
の
、
意
味
の
上
で
は
違
い
が
無
い
（
S
　
須
菩
提
白
佛
言
　
房
　

須
菩
提
白
三
三
．
．
ま
た
経
文
の
前
に
「
新
西
方
胡
國
中
來
　
出
皇
浬
葉

中
」
と
あ
る
字
句
は
、
房
山
石
経
刻
本
と
全
く
一
致
し
、
そ
の
近
縁
性

が
窺
わ
れ
る
．

H
　
唐
・
開
成
四
（
八
1
1
1
－
R
）
年
四
月
八
日
刻
房
山
石
経
刻
本

　
　
．
白
経
に
は
、
具
名
と
し
て
経
首
に
「
如
來
在
金
棺
囑
累
清
浄
荘
嚴
敬

　

稲
経
」
と
記
す
ほ
か
、
経
本
文
の
末
尾
に
「
如
來
在
金
棺
涕
泣
囑
累

　
（
経
）
」
、
ま
た
「
清
洋
荘
嚴
敬
幅
経
」
と
の
異
名
を
記
し
、
ま
た
経
後
に

　

は
「
佛
説
敬
幅
経
一
と
記
す
’

　
　
房
山
石
経
本
は
、
鍍
刻
の
時
期
は
下
る
が
首
尾
整
っ
た
完
本
で
あ
る

　

た
め
、
後
掲
の
比
較
表
の
〔
三
〕
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
拓
影

　
は
、
中
國
佛
教
協
會
・
中
國
佛
教
圏
書
文
物
館
〔
編
〕
三
房
山
石
経
゜
」
階

　

唐
口
刻
経
一
．
＝
北
京
　
華
夏
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）
に
牧
め
ら
れ

　
て

い

る
（
圖
二
・
三
参
照
）

　
　
前
述
の
侯
旭
東
氏
が
整
理
刊
定
し
た
も
う
一
方
の
「
如
來
在
金
棺
囑

力
五



表四
窩

　
　
　
法
華
疋
化
川
究
［
第
四
f
－
パ
ロ
ど

累
清
浄
荘
嚴
敬
祠
経
」
は
、
こ
の
．
房
川
石
経
本
を
底
本
と
し
、
F
の
陳

西
麟
游
慈
善
寺
石
刻
本
、
G
の
敦
煙
遺
書
S
二
〇
八
號
を
校
合
本
と
し

て
、
文
字
を
取
捨
選
揮
し
た
も
の
〆
、
・
あ
る
　
次
節
の
比
較
表
は
、
原
資

金
棺
経
テ
キ
ス
ト
比
較
表
お
よ
び
考
察

料
聞
の
丈
字
の
比
較
を
主
眼
と
す
る
か
ら
、
丈
字
に
つ
い
て
は
で
き
る

だ
け
忠
實
に
反
映
し
て
お
り
、
よ
っ
て
侯
氏
に
よ
る
丈
字
の
吟
味
に
つ

い
て

は
．
1
部
を
除
き
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る

　
本
表
の
〔
敷
字
〕
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
前
節
の
諸
テ
キ
ス
ト
の
そ
れ
に
封
鷹
す
る
．
〔
一
〕
と
〔
一
1
こ
は
拓
本
の
判
讃
を
主
と
し
つ
つ
、
C
B

E
T
A
の
デ
ー
タ
も
援
用
し
た
一
句
讃
貼
の
用
法
や
封
話
の
獲
三
［
を
示
す
括
弧
の
表
記
は
、
概
ね
C
B
E
T
A
に
従
っ
て
お
り
、
〔
二
〕
の
澤
丈
も
そ

れ

に

準
じ
て
表
記
し
て
い
る

　
文

字
形
は
、
と
く
に
【
一
」
に
は
異
髄
字
が
多
い
た
め
’
ユ
ニ
コ
ー
ド
等
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
字
形
の
部
分
は
C
B
E
T
A
に
準
じ
て
記
載

し
た
　
声
一
」
二
二
〕
に
お
け
る
閾
落
部
分
の
丈
字
敏
は
、
A
の
拓
本
か
ら
推
算
し
た

　

具
名
は
「
「
．
佛
在
金
棺
卜
囑
累
経
」
、
本
表
で
は
金
棺
囑
累
経
と
略
構
　
A
を
主
底
本
、
B
を
副
底
本
、
C
を
校
本
と
し
た

r
二

　

　
　
A
・
B
の
開
字
・
残
損
字
を
、
C
の
稗
文
に
よ
り
補
入
．
、

［
　
］
　
A
・
B
・
C
の
閾
字
・
残
損
字
を
、
C
l
l
こ
の
刻
字
拓
影
に
よ
り
補
入
．

（
　
二
筆
者
に
よ
る
推
定
文
字
敷
等
の
補
記

　
　
l
　
［
1
．
こ
に
封
し
て
相
違
し
、
と
く
に
文
意
を
異
に
す
る
、
も
し
く
は
〔
．
一

　
　
　
た
箇
所
は
対
象
と
し
な
い
　
次
の
［
二
〕
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
一
）

［〕
に

無
い
箇
所
．
（
た
だ
し
本
経
末
尾
部
分
に
〔
．
二
〕
で
増
廣
付
加
さ
れ

　

具
名
は
不
明
　
本
表
で
は
刻
経
の
刻
記
に
よ
り
〈
金
棺
経
〉
と
6
8
す
る

…　
　
I
O
こ
に
封
し
て
相
違
す
る
箇
所
一
該
當
は
一
箇
所
．
［
一
）
に
お
け
る
相
當
箇
所
は
文
字
を
一
部
閾
く
も
の
の
、

　
　
　
文

字
列
は
概
ね
一
一
1
と
㎜
二
｝
で
一
致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
一

推
算
閾
字
敷
か
ら
見
て
、
そ
の



共
通

一・

L
L
l

名
は

如

來
在
．金

棺
囑
累
清
浄二

荘
嚴

敬
！［届

η1三

本
表

で
は

金
棺
敬
lli苗

と

略
礪

n
　ノ

に

封
し

て

相
違
す

る

箇
所

該
當
は

キらコ

園
所

T
こ

m
口
に

は

の
文
字
列

が
有：

在
す
る

が

一・

　
に

は
｛li｛1・

い

九八七六五四三

o
　
l
空
格

　

　
　
原
資
料
に
お
け
る
改
行
箇
所

口

　
I
原
資
料
に
お
け
る
残
損
字

∀

　
　
取
意
に
よ
り
本
義
の
丈
字
を
暇
定

　

　

　

　

　
［
＝
金
棺
囑
累
経

佛
在
金
棺
上
囑
累
圧

如
是
我
聞
二
覧
時
佛
在
（
…
中
開
約
一
四
字
：
↓
，

垂
入
金
棺
，
欲
焚
其
身
、
偏
坐
金
棺
楯
上
，
旦

目
出
涙
．
無
量
大
菩
薩
翫
、
天
龍
　
八
部
等
悉

皆
生
疑
、
解
（
…
中
閾
約
一
四
字
：
二

獄
仰
請
決
疑
，
不
審
聴
不
・
・
二

佛
≒
竺
「
任
説
」

　
山
丁
隔
四
‥
‥
い
Ω
け
t
勺
ー
本
仁
い
田
心
桁
い
咋
陀
已
い
の
　
．
翻
剛
　
⌒
仁
r
自
初
　

　

　

　

　
　
一
二
」
〈
金
棺
経
〉

三
唱
存
す
る
の
は
経
文
前
半
一
六
行
の
う
ち
、

下

部
の
五
－
一
一
文
字
の
み
　
上
部
は
巖
表
面

白
f
亘
言

世
尊

今

身

偏
坐
金

棺
楯

川

墜
の
剥
落
に

よ

り

閾
損

原
刻
は

垣
万
竺

互
」’

　

　

　

　
　
「
1
1
！
一
金
棺
敬
福
経

如
來
在
金
棺
囑
累
清
靖
荘
嚴
敬
幅
繧

○
新
西
・
万
胡
國
中
來
．
出
白
E
浬
磐
中
○
○
○

如
是
我
聞
二
時
佛
在
拘
屍
那
城
娑
羅
竪
樹
問

説

淫
繋
託
寛
、
垂
入
金
棺
．
欲
焚
其
身
，
偏
坐

金
棺
　
楯
上
，
隻
目
出
涙
，
放
光
動
地
、
．
無
量

大

菩
薩
罧
、
天
龍
八
部
等
悉
皆
生
疑

（
）爾
時
，
須
菩
提
自
d
i
／
1
：
i
u
　
：
　
［
世
尊
、
今
欲
普
爲

大
罧
仰
請
決
疑
．
不
審
聴
不
っ
二

佛
．
．
言
二
任
汝
所
請
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
じ



三㍉犬モ三 五四 三三三三元1111元二三二三

法
準
Z
化
研
究
、
第
四
L
：
　
（
　
’
i
（
－
　
）

須
欝
提
言
二
‘
世
尊
，
如
來
慨
説
浬
葉
常
　
樂
，

永
無
庁
死
，
何
由
今
坐
（
・
－
中
同
約
一
．
，
．
字
…
」

r須
菩
提
，
吾
今
欲
説
、
汝
巳
請
問
　
吾
亦
不

爲
浬
繋
生
苦
而
懐
泣
邪
、
汝
等
諦
　
聴
！
善
思

人
芯
吻
」
．
　
五
ロ
ム
フ
否
局
説
．
　
（
：
・
由
丁
㎜
闘
□
約
］
1
二
白
ナ
・
：
）
，

比

丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
、
善
男
子

　
　
　
　
　
マ
マ

等
所
造
経
象
悉
不
如
法
．
是
故
懲
　
之
一

須
菩
提
言
二
世
尊
，
何
者
是
（
…
中
同
r
！
？
　
1
　
1

字
…
）

等
所
造
経
象
，
望
顔
逐
意
．
濫
取
匠
r
，
難
造

　
マ
マ

経
象
極
多
，
獲
稲
甚
少
　
　
　
　
　
．
　
所
造

難

少
，
獲
稲
甚
多
L

須
菩
提
（
…
中
闘
約
九
字
…
二
輻
少
．
造
少
福

“
“
つ
・
　
J

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ニ

佛
言
ニ
ー
善
男
ナ
，
造
経
象
法
　
嚴
持
淳
室
．
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

1ii

S
　
I
I
鹿
地
，
縣
］
縮
哨
幡
芸
皿
　
〆
廿
　
象
ン
↑
師
，
　
別
作
ぺ
ぽ

衣
，
大
小
便
利
．
⌒
…
中
閾
約
九
字
：
こ
後
捉
筆

捉
繋

之
具
、
篶
典
刊
容
是
法
，
酒
宍
五
辛
永

乖
勿
■
，
妻
室
之
肯
，
亦
「
莫
一
［
近
一
　
之

止成
一
二
、
〕
り
い
ハ
，
．
不
坦
け
有
閤
閤
　
如
口
七
．
　
〔
：
・
中
エ
闘
ワ
約

7
c
　
　
永
元
生
死

－
亦
不
爲
湿
繋

比

丘
、
比
丘

－
何
者
是
法
つ
L
佛
言

：
甚
少
〔
若
有
精
誠

之
官

亦
莫
近
乏

歳

焼
香
禮

拝

タメこ

佼
捉

男

十

造

，1’一：

像
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
八

須
苫
提
自
．
二
．
〔
1
［
世
尊
，
如
來
れ
党
浬
，
繋
常

一

，
永
無
生
死
　
何
山
今
坐
金
棺
楯
卜
，
沈
涙

交
流
，
令
四
孤
疑
也
つ
二

佛
．
．
言
二
須
菩
提
，
吾
今
欲
説
，
汝
已
請
問
，
昌

亦
不
爲
浬
葉
生
苦
而
懐
泣
耶

思

念
之
、
吾
今
爲
汝
等
説
　
我
去
世
後
當
來
末

　
　
　
　
マ
マ

劫
之
　
之
時
，
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優

婆
夷
等
所
蔦
経
造
像
悉
不
如
法
，
是
故
慾
之
　

O
須
菩
提
三
．
∴
　
世
尊
，
何
＊
是
法
，
何
者
非

法
っ
」

佛
’
”
口
二
．
若
末
來
川
四
川
爪
、
善
男
女
待
寺
所
蔦
経
造

像
，
望
　
顔
逐
意
．
濫
取
匠
亡
－
，
錐
葛
経
造
像

極
多
，
獲
幅
甚
少
　
若
有
精
誠
，
所
造
雛
少
，

獲
隔
甚
多
二

C
須
菩
提
一
三
『
「
世
尊
．
何
故
造
多
幅
少
．
造
少

幅
多
？
」

佛
l
i
：
：
　
I
　
r
善
男
，
ポ
．
　
　
　
　
　
二
敢
治
浄

室
，
香
湯
麗
地
，
！
、
摺
i
　
経
像
之
師
，
別

作
±
Z
i
！
i
r
衣
．
人
小
便
利
，
m
体
次
甲
人
庁
至
，
惰
云
日
禮
拝
．

然
後
捉
筆
捉
盤
之
具
，
篶
典
刊
容
　
造
幡
華
亦

爾
清
浄
　
是
法
，
酒
肉
五
‥
亡
永
不
莫
近
．
妻
室

之
宮
，
亦
莫
近
之
歳
．
二
、
月
六
，
不
得
有
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八
字
…
）
．

　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

合

消
供
養
、
経
象
主
莫
論
道
．
雇
経
象
之
匠
莫

云
客
作
，
吐
旧
三
6
6
布
施
，
二
人
獲
幅
，
不
可
／
度

量
．
欲
説
其
幅
，
窮
劫
不
諜
　
受
吾
（
…
中
関

約
五
字
－
二
子
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

（
）
須
菩
提
白
佛
三
『
「
世
尊
．
比
丘
之
中
作
経
象

師
合
取
直
不
・
ご
」

d
i
l
l
l
l
［
　
I
　
［
不
得
取
債
直
！
責
父
　
母
取
財
．
逆
過

三

千
’
眞
是
天
魔
，
急
離
二
・
・
中
閾
約
二
字

－
三
，
非
我
春
属
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

「
善
男
子
，
安
繧
案
慮
、
安
象
虚
，
方
圓
百
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

旬
、
諸
天
撃
華
香
，
四
箱
（
∵
廟
）
供
養
，
肉

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

眼

不
見
．
若
　
造
経
象
、
精
誠
敬
心
，
乃
至
一

　
　
　
　
　
　
マ
マ

掲

⌒
　
”
n
g
）
，
象
＝
栂
指
，
其
幅
最
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

佛
不
妄
語
一
善
男
子
等
若
欲
造
経
象
，
先
諦
此

典
．
然
後
螢
造
．
得
幅
無
量
」

［
善
男
子
．
常
來
　
末
劫
五
濁
悪
世
，
四
累
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ

善
男
子
、
善
女
人
等
所
造
経
象
直
欲
解
願
，
所

有
匠
手
寛
財
．
不
取
上
勝
賢
善
之
人
．
直
口
不

中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
‥
百
の
］
髄
、
（
手
島
）

…
口
［
論
］
■
［
雇
］
経
（
三
字
閾
）

…
［
蓋
］
、
受
吾
［
］
制
言
疋
］
口
［
眞
一
子
一

［如
］
口
／

…
コ
取
直
口

口
［
言
冒
「
不
得
取
憤
直

H
［
尼
］
、
［
優
］
（
四
字
関
）
［
是
」
、
其
若
還

：
口
小
化
香
，
　
四
’

…
善
男
子
■

〔以
降
、
摩
滅
お
よ
び
石
窟
三
則
壁
崩
落
に
よ
り

文
字
不
明
〕

閾
、
長
齋
最
上
、
．
如
是
．
経
像
之
師
眞
是
大
士
，

合
消
供
養
．
経
像
主
莫
論
道
．
雇
経
像
之
匠
莫

云
客
作
，
造
チ
5
6
布
施
，
二
人
獲
幅
．
不
可
度
量
．
、

欲
説
其
幅
，
窮
劫
不
圭
口
受
吾
約
・
制
，
是
佛

眞
子
．
如
是
精
誠
、
造
少
幅
多
」

こ
須
菩
提
白
佛
言
二
世
尊
．
比
丘
、
居
士
之
中

作
繧
像
師
合
取
直
不
？
」

佛
．
言
二
不
得
取
債
直
－
・
責
父
母
取
財
者
逆
過
三

千
，
眞
是
天
魔
，
急
離
吾
佛
法
，
非
我
春
屡
．

　
　
　
　
マ
マ

比
　
比
丘
尼
、
優
婆
夷
亦
如
是
　
其
若
還
直
，

廻
け
m
非
無
　
旦
里
　
何
‥
以
故
り
・
山
山
五
n
山
山
心
家
，
　
川
げ
缶
ん
．
十
使

故
善
男
．
仁
，
安
経
案
慮
、
安
像
虚
，
方
圓
百

由
旬
．
諸
天
撃
華
香
．
四
相
供
養
，
肉
眼
不
見

　
　
　
　
象
，
青
成
5
2
、
b
，
　
　
　
．
局
，
象

　
　
　
　
　
　
　
　
巾
苦
丁
一
l
’
／
　
1
4
’
＃
　
’
　
　
　
　
　
　
　
w
　
f
　
　r
－

如
栂
指
．
其
祠
最
大

佛
不
妄
語
　
善
男
子
等
若
欲
篶
経
造
像
，
先
諦

持
此
典
．
然
後
誉
造
，
得
稲
無
量
．

善
男
．
＋
．
當
來
末
劫
五
濁
悪
世
，
四
駅
、
善

男
子
、
善
女
人
等
所
篶
経
造
像
直
欲
解
願
，
所

有
匠
手
寛
財
　
不
取
L
⊥
勝
賢
善
之
人
，
直
取
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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七
一

言
［

和
者’

エソ、

爲
師
匠

飲
酒
、
食
肉
五
辛
之
徒
，
不
依
聖
教
，
難
造
経

　
　
　
　
　
　
ヨ
マ

如
微
塵
敷
，
造
象
如
微
塵
数
，
其
幅
甚
少
、
蓋

不
足

言
，
劫
焼
之
時
．
不
入
〔
…
残
損
約
四
字

…
）
．
努
　
日
功
少
．
不
　
敬
之
坐
，
死
入
地

獄
　
主
匠
二
人
無
益
．
諸
天
不
祐
、
不
如
不
造

直
心
禮
拝
、
得
幅
無
量
」

○

「善
男
子
，
経
主
、
象
主
、

残
損
約

七
字
…
）
弦
悉
是
　
過
去
人
ピ
、
但
由
耽
著
悪

識
，
不
記
宿
命
．
．
吾
今
欲
説
，
永
劫
不
書
、

＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

〔刻
経

の

刻
記
．
遺
跡
崖
面
の
経
丈
に
向
か
っ

て
、
そ
の
左
ド
隣
り
に
位
置
す
る
〕

口
口
井
事
⌒
以
ド
開
）

r
佛
堂
主
尋
〔
以
下
岡
）

丘
尼
僧
華
（
以
ド
閾
）

金

棺
経

⌒
以

下
閾
）

（
以
降
剥
落
に
よ
り
閾
損
）

漢
膓
2
匠

敗
酒
、
食
肉
五
辛
之
徒
，
不
依
聖
教
，
雛
篶
経

如
微
塵
敷
、
造
像
如
　
微
塵
敷
，
其
幅
甚
少
，

蓋
．
不
足
三
口
．
劫
僥
之
時
，
不
入
海
龍
干
藏
．
、
芳

如
功
少
．
不
敬
之
坐
，
死
入
地
獄
一
主
匠
一
．
人

無
益
，
諸
友
不
祐
，
不
如
不
造
．
直
心
禮
拝
、

得
幅
無
量
　
如
向
所
列
，
造
多
祠
少
」

（
）須
菩
提
白
佛
．
言
二
‘
世
尊
，

財
物
、
牛
纏
合
生
息
不
つ
・
」

；Ei

X
I戊
1

佛
≒

経
像
、
邑
義
所
有

一
不
合
　
其
若
取
者
，
時
還
得
．
備
゜
稽
留

［
巴
人
有
侭
心
．
　
不
如
不
吐
旭
　
」

不
欲
得
作

像

待
物
青

遥
作

是

理
合
不

少

或
豊

或
倹

人

欲
得

造
経
作
像

翌
提
日

佛

言

田
：

尊

邑

人

有
物
若
多

人若

佛
一
．
＝
］
二
不
合
，
遮
止
．
其
若
遮
止
，
世
世
恵
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中
國
に
お
け
る
末
法
思
憩
隆
吉
の
＝
朗
｛
手
烏
〉

目
　
止
得
進
造
，
莫
問
多
少
，
造
成
得
幅
　
若

規
世
利
，
死
入
地
獄
　
人
身
不
伍
，
劫
愛
不

定
　
脱
有
水
火
、
盗
賊
、
虚
失
幅
物
，
結
果
不

就
，
幾
許
誤
哉
！
第
一
速
造
，
愼
莫
出
息
二

須
菩
提
白
佛
三
〔
「
世
尊
，
若
有
國
主
、
宰
相
、

貴
勢
之
徒
抑
於
細
民
，
所
造
経
像
，
不
還
施
直

得
幅
徳
v
e
“
’
1

＄
－
　
l
l
V
［
　
I
　
（
若
免
王
使
，
即
是
細
民
債
値
　
其

若
不
免
王
使
、
必
還
布
施
．
當
経
像
師
心
．
得

幅

無
量
，
若
欲
具
説
，
窮
劫
不
蓋
．
」

須
菩
提
白
佛
言
二
世
尊
．
経
像
師
不
論
債
直
、

経
像
主
．
不
還
布
施
，
得
．
稲
不
つ
二

佛
言
二
‘
善
能
具
問
道
徒
喜
牛
現
孤
人
情

者
，
何
名
脩
幅
人
也
！
」

佛
二
．
口
「
善
男
，
吾
直
巳
方
便
使
一
、
人
獲
幅
、
不

使
論
其
債
直
，
遂
即
不
酬
布
施
．
敗
人
善
心
，

善
何
獲
乎
－
・
量
其
巧
功
，
依
法
施
之
　
吾
先
鹸

緩

中
説
　
二
賂
一
書
，
　
債
直
娑
婆
』
，
何
得

賎
寳
虚
施
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⊥
（
1
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須
苫
提
自
佛
言
二
世
尊
．
末
世
悪
人
難
有
稲

物
，
自
多
潤
用
，
所
有
日
者
無
多
　
澄
像
師
螢

幅
以
魂
、
布
施
不
構
匠
心
，
又
無
券
書
吋
記
．

祠
就
不
還
，
有
善
果
不
つ
・
」

佛
言
二
警
　
如
有
人
賠
耳
無
鼻
，
眼
復
酵
膳
，

何
暇
明
鏡
賭
其
面
像
つ
・
必
有
地
獄
重
受
，
何
待

問
也
」

佛
一
ほ
二
‘
善
男
．
仁
，
吾
今
囑
累
専
爲
末
世
ぽ
牛
食

緩
像
時
返
逆
者
　
ぼ
葺
多
虚
少
實
．
道
心
華
薄
，

幅
財
覚
利
’
　
多
求
名
聞
　
我
今
造
祠
，
勝
於

鈴
人
割
裁
幅
所
造
齋
會
．
羅
門
断
巨
．
望
意
食

人
　
吾
見
此
末
世
，
垂
涙
説
此
g
P
l
l
！
l
l
l
l
”

善
男
子
，
常
來
末
世
劫
欲
書
時
，
割
載
幅
物
人

不
用
聞
此
．
．
＝
［
°
比
斤
、
居
上
客
作
経
像
師
，

不
用
聞
此
．
一
．
口
　
吾
慮
獄
生
隔
苦
者
多
，
出
溺
者

少
嚇
在
六
畜
者
多
，
在
人
道
者
少
　
飢
貧
者
多
，

富
樂
者
少
　
残
患
者
多
，
具
相
者
少
　
短
命
者

多
．
長
壽
者
少
　
愚
簑
者
多
，
結
利
者
少
三
迦

悪
者
多
．
作
善
者
少
　
在
地
　
獄
居
者
多
，
生

天

者
少
　
何
以
故
つ
宴
由
駅
生
前
業
，
不
敬
三
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中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
音
の
一
齢
（
手
島
）

尊
，
雑
行
不
善
，
致
有
差
別
也
．

汝
須
菩
提
汝
向
所
問
篶
経
造
像
，
本
無
券
書
，

有
不
布
施
，
善
哉
有
理
．
後
代
悪
人
．
虚
假
無

實
，
敗
善
根
人
所
｛
鳥
経
造
像
，
難
不
置
券
，

仰
好
作
施
名
　
不
得
論
物
多
少
，
巳
防
有
虚

凡
夫
根
淺
，
未
得
實
根

善
男
子
，
我
本
在
定
光
佛
末
法
之
中
作
遊
行
緩

“
i
－
　
t
F
’
天
四
確
城
［
巴
’

”

許
施
金
鑓
一
萬
篶
（
旺
若
波
羅
蜜
〉
我
篶
経

ロ
ユ
6
6
．
其
経
　
主
名
那
梨
，
違
本
自
心
，
施
我

半
銭
　
π
心
歓
喜
．
況
廟
罪
受
之
、
那
梨
在
後
，

本
契
不
具
．
落
任
地
獄
五
千
劫
，
篶
〔
般
若
》

因
縁
，
得
出
悪
趣
　
善
男
子
，
難
不
作
券
，
但

置
施
名
，
異
於
俗
法
．
得
稲
無
量

善
男
子
，
所
冑
経
造
像
，
不
　
［
＝
一
書
＝
＝
作

施
一
名
＝
」
心
和
合
ご
＝
L
相
［
L
［
果
一
就
，
不

遠
也
　
善
男
子
，
経
生
之
法
，
不
得
，
乙
字
顛

倒
’
　
重
心
ゾ
W
者
融
□
．
　
五
…
日
苗
閨
世
，
　
李
呈
沫
一
或
定
迫
中
，

不
聞
正
法
　
像
師
作
像
，
不
具
相
者
．
　
五
百

萬
世
．
諸
根
不
具
　
第
；
盃
心
爲
上
、
妙
果
先

昇
．
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
表
の
註

a
）

侯
旭
東
氏
は
取
意
に
よ
り
、
＋
相
を
廟
と
す
る
　
こ
れ
に
從
う

　
五
　
金

棺
囑
累
経
傍
詳

　
金
棺
経
の
原
型
と
見
ら
れ
る
一
金
棺
囑
累
経
』
に
つ
い
て
、
そ
の
原
文
を
p
前

節
比
較
表
中
に
示
し
、
本
節
で
は
補
晋
・
語
註
を
加
え
な
が
ら
現
代
語
に
翻
す

る
傍
課
を
行
っ
た
．

　
封
象
を
該
経
に
定
め
た
の
は
、
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
窄
澗
谷
太
平
寺
摩
崖

「Jq　　－1　　．一：　　－1

0九八L 六五四三　二

入
浬
葉
時
至
．
不
得
久
居
，
略
況
一
∴
説
一
遺

言
，
大
服
［
流
通
，
莫
生
解
怠
」

説
此
経
説
］
色
［
・
已
一
，
金
　
棺
忽
閑
，
火
起

焚
影
，
菩
薩
、
人
二
巴
悲
號
咽
絶
　
於
即
如

來
聲
止
滅
去
，
人
地
傾
動
，
獄
生
失
蔭
　
大
厭

奉
行

，：

｝
t
l
　
！
・
L
l
　
；
y
化
研
堤
九
　
π
弔
四

p
．
　
C
l
こ
〈
金
棺
経
〉
が
、
遺
存
の
文
字
数
は
非
常
に
少
な
い
な
が
ら
、
〔
一
〕

一
金
棺
囑
累
経
」
（
章
仇
函
生
造
像
碑
）
と
は
鐘
刻
年
次
も
近
く
、
y
O
ら
に
雨
者

の

内
容
に
一
定
の
近
縁
性
が
窺
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
表
中
〔
二
〕

　
　
　
　
　
ミ

〈金
棺

経
〉
の
　
　
波
線
部
と
、
こ
れ
に
封
麿
す
る
〔
一
〕
の
箇
所
と
は
、
［
＝

の

閾
字
敷
か
ら
考
え
て
、
こ
の
部
分
は
雨
者
一
．
＼
丈
字
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
、
〔
．
二
〕
『
金
棺
敬
幅
経
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ

　

　

　

　

　

　
ー
，
火
起
焚
影
　
．
ー

悲
號
咽
絶
　
於
即
如
來
聲
止
滅
去
，
人
地
傾

，
ぽ
生
失
蔭
　
大
研
奉
l
t
　
O
O
佛
説
敬
祠

一
巻

佛
語
須
菩
提
二
此
繧
名
《
如
來
在
金
棺
滞
泣
囑

累
》
，
亦
名
《
清
浄
荘
嚴
敬
幅
経
》
，
如
是
受
持
．

今
浬
葉
時
至
，
不
得
久
　
居
，
略
説
遺
言
　
大

四鰍
法
処
迎
，
　
莫
生
襯
階
台
心
　
」

？提
L 白

　獲
　二
　　川：

　　尊

　富
　何

名

　期
　　　η帯

　云
　何



る
の
で
あ
る
．

　
し
か
し
1
方
で
、
表
中
〔
二
〕
の
　
　
二
重
波
線
部
に
つ
い
て
は
、
封
雁
す

る
表
現
が
二
）
に
は
無
い
が
、
（
1
1
こ
に
は
あ
り
、
［
二
」
は
［
1
i
l
〕
と
も
一

定
の
近
縁
性
が
あ
る
こ
と
が
判
る
一
そ
う
し
て
み
る
と
、
一
1
1
J
　
〈
金
棺
経
〉
は
、

〔
1
〕
と
〔
1
1
1
〕
　
S
中
間
形
態
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る

　
ま
た
［
1
1
1
）
は
、
H
に
唐
後
半
期
鍾
刻
の
完
本
が
遺
り
、
且
つ
ま
た
F
は
七

世
紀
の
刻
本
で
あ
り
〔
一
〕
や
〔
二
〕
と
時
間
的
に
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
い
う

面
も
あ
る
も
の
の
、
経
文
の
後
半
部
で
大
幅
に
増
廣
さ
れ
た
内
容
は
、
経
像
制

作
に
伴
う
こ
ま
ご
ま
と
し
た
金
銭
授
受
の
在
り
方
や
布
施
の
在
り
方
、
貴
勢
と

細
民
で
の
在

り
方
の
相
違
な
ど
、
よ
り
具
豊
化
さ
れ
た
話
題
の
設
定
と
な
っ
て

お
り
、
そ
こ
に
経
の
前
半
（
す
な
わ
ち
金
棺
囑
累
経
に
當
た
る
箇
所
）
と
の
質

的
差
異
が
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
．
、

　

こ
れ
ら
を
考
慮
し
た
結
果
、
本
傍
詳
で
は
〔
一
〕
を
主
封
象
と
す
る
こ
と
と

し
た

凡
例

　

［　
］
　
『
金
棺
囑
累
経
」
の
残
損
箇
所
を
［
「
、
金
棺
敬
福
経
』
に
よ
り
補
っ

　

　

　

　

た

部
分

　
　
　

　

「金

棺
敬
幅
経
』
に
よ
る
増
廣
部
分
（
同
繧
後
半
の
大
幅
な
増

　

　

　

　
廣
は
省
略
）

　

〔
　
〕
　
筆
者
に
よ
る
補
講

　
　
　
　
中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
”
百
の
一
罰
⌒
手
島
）

詳
文

　
こ

の

よ
う
に
私
は
聞
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
　
シ
　
サ

　
あ
る
時
、
佛
は
［
拘
屍
那
城
の
娑
羅
讐
樹
の
間
に
在
っ
て
浬
繋
に
つ
い
て
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ニ
ニ
ニ

き
お
え
、
］
金
棺
に
入
り
そ
の
身
を
火
葬
に
付
そ
う
と
し
た
時
に
、
偏
に
金
棺
の

　
　
　
　
ハ
　
ザ

載

る
車
に
坐
し
、
日
に
は
涙
を
流
し
｛
、
光
を
放
っ
て
大
地
を
動
か
し
｝
た
．
、

敷

え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
大
菩
薩
厭
・
天
龍
八
部
ら
は
皆
、
［
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
〕
疑
念
を
持
っ
た
．
．

　
［
そ
の
時
、
須
菩
提
が
佛
に
申
し
上
げ
て
言
っ
た
一
、
「
世
尊
よ
、
今
あ
ま
ね
く

大
］
獄
の
た
め
に
、
〔
皆
の
〕
疑
念
を
お
晴
ら
し
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
お
聴
か

せ
い

た
だ
け
ま
す
か
？
」

　
佛
は
言
っ
た
．
「
汝
の
願
い
に
底
え
よ
う
．
」

　
須
菩
提
が
申
し
上
げ
た
一
「
世
尊
よ
、
如
來
は
つ
ね
に
、
浬
般
木
は
常
樂
で
あ

　
　
　
　
レ
　
ニ

り
、
永
し
え
に
生
死
〔
の
苦
」
が
無
い
こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
．
ど
う
し
て
今
、

［金

棺
の
載
る
車
に
坐
り
、
涙
を
流
し
、
大
厭
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
す

か
？
」

　
佛
は
言
っ
た
、
］
「
須
菩
提
よ
、
今
か
ら
説
き
明
か
そ
う
、
汝
が
登
し
た
問
い

に

つ
い

て
、
私
が
大
い
に
浬
繋
に
は
苦
を
生
ず
る
こ
と
は
無
い
と
語
っ
て
い
な

が

ら
〔
今
自
ら
の
浬
繋
を
前
に
し
て
〕
涙
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
よ
く

聴
い
て
、
思
念
せ
よ
、
私
は
今
、
皆
の
た
め
に
説
き
明
か
そ
う
．
．
［
私
が
世
を
去

り
、
こ
れ
か
ら
來
る
で
あ
ろ
う
末
劫
の
時
に
お
け
る
、
］
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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塞
・
優
婆
夷
ら
に
よ
る
寓
経
や
造
像
は
こ
と
ご
と
く
如
法
の
も
の
で
は
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
慰
し
む
の
で
あ
る
。

　
須
菩
提
が
申
し
上
げ
た
。
「
世
尊
よ
、
何
が
［
法
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
何

が
法
に
適
っ
て
い
な
い
も
の
な
の
で
す
か
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
　

　
佛
は
言
っ
た
。
「
も
し
未
來
世
の
四
思
・
善
男
・
善
女
ら
の
］
〔
志
に
よ
る
〕

寓
経
や
造
像
が
、
彼
ら
の
顔
色
を
窺
い
そ
の
恣
意
に
從
お
う
と
す
る
細
工
師
の

手
に
よ
っ
て
濫
り
に
造
ら
れ
る
な
ら
ば
、
窮
経
や
造
像
の
敷
が
極
め
て
多
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ニ
リ

た
と
し
て
も
、
そ
の
幅
は
甚
だ
少
な
い
。
も
し
精
誠
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

敷
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
幅
は
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
。
」

　
須
菩
提
は
［
言
っ
た
。
「
世
尊
よ
、
〔
前
者
は
〕
な
ぜ
爲
経
や
造
像
の
敷
が
極

め

て
多
く
と
も
］
そ
の
幅
は
甚
だ
少
な
く
、
ま
た
〔
後
者
は
〕
な
ぜ
そ
の
敷
が

少
な
く
と
も
そ
の
幅
は
甚
だ
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

　
佛
は
三
口
っ
た
。
「
善
男
子
よ
、
寓
経
や
造
像
に
は
法
が
あ
る
。
〔
そ
の
た
め
の
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

室
は
嚴
か
に
浄
め
、
香
湯
を
も
っ
て
地
を
漉
ぎ
、
糟
幡
蓋
を
懸
け
る
。
経
像
の

師
は
、
別
に
浄
衣
を
作
り
、
そ
の
大
き
さ
は
利
便
に
し
た
が
っ
て
よ
く
、
［
操
浴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み

し
て
室
に
入
り
、
焼
香
禮
拝
し
、
然
る
］
後
に
筆
や
整
な
ど
の
道
具
を
と
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

経
典
を
寓
し
尊
容
を
刊
る
。
幡
華
を
造
る
場
合
も
亦
た
同
様
に
清
浄
に
す
る
。

こ
の
法
は
、
酒
肉
五
辛
を
永
く
近
づ
け
ず
、
妻
室
も
亦
た
こ
れ
を
［
近
づ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

は

な
ら
な
い
］
。
歳
の
三
長
齋
月
、
月
の
⊥
ハ
齋
日
に
、
〔
こ
の
期
日
に
は
在
家
の

信
者
も
遵
守
す
べ
き
不
得
過
日
中
食
戒
に
從
っ
て
午
後
に
は
食
事
を
せ
ず
、
素

ニ
ニ

食
を
最
上
と
す
る
こ
と
を
〕
閾
け
る
こ
と
無
く
行
う
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
し
　

［経
像
の
師
は
眞
に
大
士
で
あ
り
、
傷
然
と
し
た
］
供
養
と
い
う
に
値
す
る
。

〔
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
〕
経
像
主
が
道
を
論
ず
る
こ
と
無
く
経
像
の
匠
を
雇
っ
て

も
軍
な
る
雇
わ
れ
細
工
師
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
造
り
お
わ
っ
て
こ
れ
を

あ
ま
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
か

布
く
施
せ
ば
、
雨
人
の
頑
を
獲
る
こ
と
は
度
量
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔
ほ
ど
多

い
〕
o
そ
の
幅
を
説
こ
う
と
す
れ
ば
、
劫
を
窮
め
た
と
し
て
も
蓋
き
な
い
。
私

〔佛
陀
〕
の
［
約
制
を
受
け
る
者
は
、
こ
れ
佛
の
眞
の
］
子
で
あ
る
。
懸
澱
籔
蠣

鱗縫
灘
＝

　
須

菩
提
は
佛
に
申
し
上
げ
て
言
っ
た
。
「
世
尊
よ
、
比
丘
嚢
灘
饗
の
中
で

経
像
の
師
と
な
る
者
が
い
た
場
合
は
、
経
像
制
作
の
封
憤
を
得
る
べ
き
で
し
ょ

“

r
か
“
．
o
そ
れ
と
も
、
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

　
佛
は
言
っ
た
。
「
封
債
を
得
る
べ
き
で
は
な
い
。
〔
例
え
ば
『
佛
説
目
連
問
戒

律

中
五
百
輕
重
事
』
に
佛
像
を
責
る
罪
は
父
母
を
責
る
罪
と
同
じ
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
み
　
　
　
で
ヘ
ザ

S
v
よ
う
に
〕
父
母
を
責
っ
て
財
を
得
る
者
は
逆
過
三
千
に
あ
た
り
、
眞
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
わ
か

れ

は
天
魔
〔
の
所
行
〕
で
あ
り
、
急
に
［
私
の
佛
の
法
を
離
れ
る
者
で
あ
り
］
、

私
の
春
属
で
は
な
い
。
編
鐙
瀦
灘
工
露
曇
蕎
羅
羅
雛
蛭
羅
灘
騒
顯
灘
綴
麟
羅
難
懸
纏
難

置
す
る
慮
、
像
を
安
置
す
る
庭
は
、

　
善
男
子
よ
、
経
典
を
安

　
　
　
　
　
　
　
　
ん
ザ

東
西
南
北
四

維
上
下
の
百
由
旬
に
い
た
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
こ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ザ

ま
で
、
諸
天
が
華
香
を
撃
げ
、
四
周
に
供
養
し
、
肉
眼
に
は
見
え
な
い
一
が
、

マロ

ら
す祐

け

護
っ
て
い
る
の
で
あ
る
］
’
も
し
篶
経
・
造
像
に
精
誠
・
敬
心
を
も
っ
て
す

れ

ば
、
経
の
一
掲
で
あ
っ
て
も
、
像
の
栂
指
［
の
ご
と
き
］
で
あ
っ
て
も
、
そ

の

幅

は
最
大
で
あ
る
．
佛
は
妄
語
を
登
ぷ
、
＼
な
い
　
善
男
子
ら
が
も
し
経
や
像
を

造
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
先
ず
こ
の
経
典
を
諦
し
、
然
る
後
に
螢
造
す
れ
ば
、

そ
の
幅
を
得
る
こ
と
は
無
量
で
あ
る
」

r善
男
子
よ
、
こ
れ
か
ら
來
る
で
あ
ろ
う
末
劫
の
五
濁
悪
世
に
あ
っ
て
、
〔
比

丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
〕
四
塚
・
善
男
子
・
善
女
人
ら
は
、
造
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　

れ

た
経
や
像
に
封
債
を
も
っ
て
〔
購
入
〕
し
心
願
を
申
し
ヒ
げ
よ
う
と
欲
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ニ

あ
ら
ゆ
る
細
工
師
も
財
を
覚
め
る
も
の
で
あ
る
、
〔
よ
っ
て
〕
上
勝
賢
善
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
ニ
へ

〔が
経
や

像
を
求
め
る
場
合
〕
に
は
封
贋
を
求
め
ず
、
［
法
相
を
識
ら
な
い
者
か

ら
は
封
優
を
得
る
者
］
を
、
［
細
工
師
と
し
て
の
〕
師
匠
と
爲
せ
、
飲
酒
し
肉
・

五

辛
を
食
す
る
の
徒
「
が
篶
経
・
造
像
す
る
こ
と
〕
は
、
聖
教
に
依
っ
て
お
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ザ

ず
、
経
を
造
る
こ
と
が
敷
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
像
を
造
る
こ
と
が

敷

え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
幅
の
甚
だ
少
な
い
こ
と
、
蓋
し
言
う

ま
で
も
無
い
．
［
そ
の
よ
う
な
者
に
篶
経
・
造
像
さ
せ
る
な
ら
ば
、
『
摩
詞
摩
耶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ン
ニ

経
」
が
説
く
よ
う
な
、
〕
劫
焼
の
時
に
［
海
龍
王
が
〔
一
切
経
藏
を
護
る
た
め
に

こ
と
ご
と
く
持
し
去
っ
て
〕
そ
の
藏
に
一
牧
め
る
、
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
な

い

で

〔佛
法
を
完
全
な
る
滅
蓋
に
導
く
で
〕
あ
ろ
う
．
、
〔
そ
れ
は
〕
費
用
や
手
間

を
掛
け
て
も
功
は
少
な
い
も
の
で
あ
り
、
不
敬
の
罪
に
坐
す
も
の
で
あ
り
、
死

後
に
は
地
獄
に
入
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
供
養
主
と
細
工
師
の
雨
者
と
も
に
盃
の

中
國
に
お
け
る
末
法
思
想
隆
ぎ
の
一
罰
（
手
島
）

無
い
所
行
で
あ
り
、
諸
天
も
ま
た
祐
け
る
こ
と
が
無
く
、
〔
そ
う
し
た
経
や
像

は
一
造
ら
な
い
の
が
よ
ろ
し
い
．
直
心
に
禮
拝
す
る
こ
と
が
、
得
頑
無
量
と
な

る
の
で
あ
る
一

　
r
善
男
子
よ
、
経
主
も
像
主
も
…
…
（
閥
）
…
…
こ
れ
ら
は
皆
過
去
の
人
士

で
、
た
だ
悪
知
識
に
執
ら
わ
れ
て
い
た
が
た
め
に
、
〔
悪
果
を
招
く
〕
宿
命
を
知

る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
　
〔
よ
っ
て
〕
私
は
〔
こ
の
法
を
〕
説
こ
う
と
思
っ

た
の
で
あ
り
、
［
こ
の
法
を
〕
永
劫
に
滅
蓋
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
L

　
［
〔
私
は
〕
浬
繋
に
入
る
時
が
來
た
．
こ
こ
に
長
く
は
居
ら
れ
な
い
の
で
、
遺

言
を
略
説
し
た
．
〔
こ
れ
を
〕
皆
は
流
通
さ
せ
、
僻
怠
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
、
」

　

こ
の
経
を
説
き
お
わ
る
や
、
金
棺
は
忽
ち
閉
じ
た
．
、
火
が
起
き
て
焚
か
れ
る

　
　
　
　
ユ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て

有
り
様
に
、
菩
薩
・
大
獄
は
悲
し
ん
で
〔
佛
陀
の
〕
名
を
呼
び
、
咽
ん
で
息
が

絶

え
る
よ
う
で
あ
っ
た
．
如
來
の
聲
が
止
み
滅
し
去
る
や
、
大
地
は
傾
動
し
、

　
　
　
　
ハ
　
　
ザ

皆
は
m
の
光
を
失
っ
た
．
大
歌
よ
、
〔
教
え
の
と
お
り
に
〕
勤
行
せ
よ
．
、

傍
詳
の
註

（
＝

（二
）

（三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
ニ
　
ノ
　
エ
　
ニ
ン
　
ユ
　
ニ
ン

金
棺
の
載
る
車
　
原
文
は
楯
。
輯
・
°
馴
に
通
じ
、

欄
楯
等
の
こ
と
で
は
な
い
、

四

厭
　
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
一

精
誠
　
置
ハ
心
を
込
め
た
．
、
誠
心
誠
意
の
、

六
七

棺
を
載
せ
る
車
，
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（
四
）
三
長
齋
月
　
原
文
は
歳
．
二
．
歳
の
正
月
・
五
月
・
九
月

　
（
五
）
六
齋
日
　
原
文
は
月
六
　
月
の
八
日
、
一
四
日
、
一
五
日
、
一
．
三
n
、

　

　

　
〔
∵
几
［
、
1
1
1
0
〕

　
（
六
）
素
食
二
．
金
棺
敬
幅
」
ア
堂
原
工
に
よ
り
、
長
齋
　
長
い
間
、
飲
酒
・
食

　

　
　
肉
な
ど
を
し
な
い
こ
と
．

　
（
七
）
惰
然
二
金
棺
敬
幅
経
』
原
文
に
よ
り
、
消
　
條
に
通
じ
る
。
．
脩
然
は

　

　
　
物
事

に
執
ら
わ
れ
な
い
さ
ま
．

　
（
八
）
三
千
I
あ
ら
ゆ
る
も
の

　
（
九
）
東
西
南
北
四
維
上
下
　
原
文
は
方
圓
で
、
方
形
の
地
、
圓
形
の
天
を

　
　
　
い
う
，

（
1　
O
）
四
周
　
原
文
は
四
栢
で
あ
り
’
　
［
f
金
棺
敬
幅
経
』
も
同
字
で
あ
る
が
、

　

　
　

箱
は
薬
草
の
野
鶏
頭
で
あ
り
意
味
が
通
じ
な
い
．
侯
旭
東
氏
の
補
正

　

　
　
に

從
い
、
糖
は
廟
と
讃
み
、
四
廟
を
四
周
と
解
す
る
．

二
＝
心
願
を
申
し
ヒ
げ
　
原
文
は
解
願
　
解
は
、
申
し
上
げ
る

二

二
）
敷
え
切
れ
な
い
ほ
ど
　
原
文
は
微
塵
敷

（
一
三
）
劫
焼
　
壊
劫
の
末
に
起
こ
る
火
災
で
、
初
禅
天
以
下
す
べ
て
を
曉
く

a
四
）
海
龍
王
二
「
金
棺
敬
幅
緩
」
原
丈
に
よ
る
　
『
摩
詞
摩
耶
経
」
で
は
阿

　

　

褥
達
龍
⊥

a
五
）
有
り
様
　
原
文
は
影
で
、
景
に
通
じ
る
．

a
六
）
口
の
光
　
原
文
は
蔭
で
、
日
蔭
を
作
る
日
光
を
も
意
味
す
る

お
わ
り
に

　

末
法
思
想
と
一
言
で
い
う
が
、
そ
の
源
流
は
イ
ン
ド
や
中
－
只
ア
ジ
ア
一
、
s
成
立

し
た
佛
典
中
の
記
述
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
大
方
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

し
か
し
そ
れ
が
束
傳
し
た
中
國
の
地
、
こ
と
に
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
、
政
椹

や

博
統
思
想
、
そ
し
て
道
教
な
ど
他
教
團
に
よ
る
魅
迫
等
を
経
る
中
で
、
燭
自

の

思

想
運
動
と
し
て
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た

　

と
く
に
五
七
〇
年
代
に
北
周
武
帝
に
よ
る
新
國
家
宗
敦
の
建
設
と
も
い
う
べ

き
政
策
が
強
硬
に
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
南
北
朝
時
代
を
彩

る
よ
う
に
盛
行
し
て
い
た
造
寺
造
像
活
動
の
禁
断
を
意
味
し
た
こ
と
は
も
と
よ

り
、
存
在
自
髄
が
否
定
さ
れ
た
佛
教
教
團
に
と
っ
て
は
法
難
以
外
の
何
も
の
で

も
な
か
っ
た
．
五
八
一
年
に
こ
の
北
周
か
ら
政
権
を
奪
い
、
佛
教
重
興
へ
と
政

策
の
大
韓
換
を
圖
っ
た
陪
の
文
帝
に
よ
る
治
世
は
、
ま
ぎ
れ
も
無
く
佛
教
4
2
團

に
と
っ
て
大
い
な
る
安
堵
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
　
し
か
し
そ
の
よ
う
な
氣

運
の

中
に
も
、
・
日
ら
の
來
し
万
行
く
末
を
観
察
し
、
ま
ず
は
自
ら
が
關
わ
る
信

仰
集
團
の
在
り
方
か
ら
見
つ
め
直
し
、
そ
こ
に
た
乗
佛
敦
6
2
團
と
し
て
の
あ
る

べ
き
規
範
意
識
と
社
會
に
封
す
る
接
し
方
を
反
省
す
る
動
き
が
あ
っ
た

金
棺
経
と
は
、
佛
教
繁
榮
の
一
側
面
と
い
え
る
造
佛
篶
経
に
如
法
と
非
法
が

あ
る
こ
と
を
示
し
、
僧
俗
に
わ
た
る
教
團
教
界
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
っ

た
　
そ
し
て
そ
れ
は
時
代
の
風
潮
を
白
省
す
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範
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え
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け
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結
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も
陪
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ら
唐
初
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お
い
て
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疋
の
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知
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得
て
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こ
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は
、
北
朝
末
惰
初
の
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佛
か

ら
興
佛
へ
の
韓
換
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お
い
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僧
俗
が
示
し
た
、
佛
教
の
自
律
的
な
運
動
に
よ

る
一
果
實
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
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Summary

　　　One　Scene　concerning　the　Vicissitudes　of　the

Discourse　on　the　Latter　Age　of　the　Dharma　in　China

　：AStudy　on　the　Newly　Discovered　Text　of　the　Golden

Cofiin　Sutra（万〃9μαη一fing）engraved　on　the　stone　wall

　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Buddhist　cave　temple

Isshin　TEJIMA

じ

It　is　recogrlized　I1ユat　ihe　Gθ！de〃Cσ房1〃Sutra　l、〃〃g2〃ノ仁ノi〃9，　bl：官」蚤）was　prodしlced　in　the

end　of　the　Period　of　Northem　and　Soutlユern　Dvnasてies　in　China，　and　the　sutra　contained

τhe　d｛scりurse　on　latfer　age　of　the　Dharlna．　There　were〈）nl）・afew　reInains　that　showed

the　text（．）f　rhe　sutra　so　far．　The　oldest　text　remains　on　the　back　ofτhe　st（：me　siele（．｝f　the

Buddhist　s正atue，　which　was　built　in　CE　589　under　Sui晴DS・Dasty．　Afτer　that，　the　lnany

contenτs　were　added　to　the　origina］sutra，　The　text　on　the　srone　slab　engravcd　in［he　gth

century　Tang　Dynasty　was　made　by　the　text　added　many　contelユs，　and　it　contains

alnユOSr　no　Inissing　letters．

　In　the　previous　article、　I　published　that　I　discovered　a　fraglnelltary　text　c）f　the　Gθ／〔ノe〃

Cαガ〃Si｛tra　engraved　on　the（⊃uter　st（：）ne　wal］of　the　cave　site，　called　Taipingsi　Temple

Cave太平寺摩崖in　Zhaijian　valley窄澗谷，　Qinyang　City沁陽11j’，　Henan　P1・（・villce　lrl∫南

省，And　as　a　result　of　furthen’esea1・ch，　I　re！eased　that　the　sしltra　was　engraved　al（⊃ng

with　the　building　of　the　stone　cave　temple　and　with　the　lnaki1〕g　of　the　inscription　whidユ

described　its　background　in　the　late　6th　century　to　early　7th　century，　etc．

　The　first　purpose　｛）f　this　article　is　τ〔，　clarify　the　position　of　the　ne、vly　disc（エve1’ed　text

of　the　sutra　てhrough　coMI⊃arison　with　the　τexts　of　several　versions、　and　the　second

purpose　is　to　clarify　the　meaning　of　the　sLltra　at　this　cave　telnple．

　As　a　result　of　the　consideration，　I　made　clear　the　folk｝wing　points：First，　the　newly

discovered　text　of　the　sutra　was　sliglltly　different　from　the　oldest　text　in　existence，　but　it

was　still　similar　to　the　oldest　one，　Second，　based　on　the　fact　that　the　insc1’iption　of　the



ca＼e　temple　praised　the　sincere　spirits　of　the　donol令s，　and　the　fact　that　the　original

purpose　of　this　sutra　emphasized　the　necessity　of　the　sincere　spirits　in　the　time　of

transcription　of　any　Buddhist　sutras　and　ilnaging　Buddhist　statues，　it　was　revealed　that

the　purpose　of　engraving　the　sutra　at　this　site　was　to　criticize　a！rend　which　had　valued

only　making　books　by　transcription　of　sutras　and　imagil／g　Buddhisr　statues．　It　was　als（．）

revealed　thaτthe　c1’eator　（the　monk　narned　Guifa　賢法・and　the　donors〔｝f　the　cave

tenユple　had　not　forgotten　the　crisis　consciousness　of　the　discourse　on　latrer　age　of　the

Dhamユa　beginning　froln　the　end　of　the　Northern三md　S（．）uthem　Dynasties，　despite　that

Emperor　VVen．．文帝of　Sui　P青Dylユasty　implemenred　the　revival　pc）licy　of　the　Buddhisln　at

that　time．　Besides，　it　seerns　that　the　situation　appeared　as　an　autonomous　movement

Within　the　religiOUS　COmmUnity．
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