
高
句
麗
千
仏
信
仰
の
系
譜

延
嘉
七
年
造
像
銘
の
検
討

門

田

誠

一

は
じ
め
に

朝
鮮
三
国
時
代
の
金
石
文
の
な
か
で
、
仏
教
信
仰
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て

金
銅
仏
の
銘
文
が
あ
る
。
こ
の
種
の
銘
文
に
は
造
像
の
目
的
な
ど
と
と
も
に
紀
年

や
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
時
期
を
特
定
し
た
仏
教

信
仰
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
好
個
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
国
時
代
の
金
銅
仏
は
発
掘
調
査
で
出
土
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
不
時
発
見
で
あ
る
た
め
、
出
土
地
点
お
よ
び
出
土
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
こ

と
が
多
い
の
が
難
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
三
国
時
代
に
お
い
て
時
期
に
よ
っ
て
支

配
し
た
国
家
が
異
な
る
地
域
の
場
合
は
、
当
該
の
金
銅
仏
が
、
い
ず
れ
の
国
に
帰

属
す
る
か
を
確
定
し
難
い
場
合
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
伝
・
忠
州
（
発
見
時
の

地
名
は
中
原
郡
老
隠
面
）
出
土
の
建
興
五
年
銘
金
銅
光
背
な
ど
の
よ
う
に
、
発
見

紀
年
銘
の
あ
る
高
句
麗
の
金
銅
仏
と
し
て
知
ら
れ
る
延
嘉
七
年
己
未
銘
金
銅

仏
に
関
し
て
、
従
来
は
紀
年
の
比
定
が
論
究
の
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
近
年
、
釈
読
の
進
め
ら
れ
て
い
る
中
国
北
朝
代
石
窟
の
千
仏
図
像
の
傍

題
に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
、
千
仏
図
像
が
い
く
つ
か
の
仏
典
に
依
拠
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
仏
名
経
類
で
あ
り
、

そ
の
内
容
が
千
仏
図
像
と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
延
嘉
七

年
己
未
金
銅
仏
銘
文
に
は
「
第
廿
九
因
現
義
仏
」
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
は
仏

名
経
の
一
つ
で
あ
る
『
賢
劫
経
』
に
み
え
る
仏
名
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
仏
像
の
制
作
年
代
は
六
世
紀
代
と
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点

で
仏
名
経
類
に
基
づ
く
仏
像
表
現
は
敦
煌
莫
高
窟
な
ど
の
北
朝
石
窟
に
限
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
延
嘉
七
年
己
未
金
銅
仏
銘
文
に
よ
っ
て
同
様
の
信
仰
を
実

修
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
高
句
麗
の
仏
教
が
北
朝
の
影
響
下
に
あ
っ
た

こ
と
を
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

高
句
麗
、
仏
教
、
延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
、
千
仏
、
仏
名
経

〔
抄

録
〕
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地
が
当
初
は
百
済
に
属
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
中
原
高
句
麗
碑
の

発
見
に
よ
り
、
高
句
麗
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
事
例
も
あ
る１

）

。
さ
ら
に
、

こ
の
地
は
五
四
〇
年
代
に
は
真
興
王
の
進
攻
に
よ
っ
て
新
羅
の
領
域
に
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
資
料
は
発
見
地
の
史
的
状
況
の
変
化
が
仏
像
の
制
作
の
背
景
を

考
え
る
際
の
条
件
と
な
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
金
銅
仏
の
製
作
地
に
関
し
て
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
延
嘉
七
年
銘

金
銅
仏
は
光
背
の
銘
文
に
「
高
麗
東
寺
」
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
で
制

作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、「
延
嘉
七
年
歳
在
己
未
」
と
い
う
紀
年
干
支
と
と
も

に
、
時
期
と
地
域
の
明
ら
か
な
仏
像
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
三
国
時
代
の
仏
教
研

究
に
大
き
な
位
置
を
し
め
る

の
み
な
ら
ず
、
銘
文
に
は
「
賢
劫
千
仏
」
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
造

像
の
背
景
に
は
賢
劫
千
仏
に
関
係
す
る
仏
名
信
仰
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く

「
因
現
義
仏
」
に
よ
っ
て
依
拠
し
た
経
典
が
特
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
六
世
紀
代

の
高
句
麗
で
実
修
さ
れ
た
仏
教
信
仰
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
稀
有
な
資
料
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
句
麗
の
仏
名
信

仰
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
千
仏
を
対
象
と
し
た
信
仰
に
対
し
て２

）

、
そ
の
系
譜
と

意
味
を
中
国
・
北
朝
石
窟
の
千
仏
図
像
と
そ
の
題
記
等
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て

系
譜
を
論
じ
、
さ
ら
に
信
仰
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
を
行
う
。

一

千
仏
信
仰
を
示
す
造
像
銘

延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
は
一
九
六
三
年
七
月
一
六
日
に
慶
尚
南
道
宜
寧
郡
大
宜
面

下
村
里
（
当
時
）
で
村
民
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
全
高
一
六
・
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
小
型
の
金
銅
仏
で
、
舟
形
光
背
と
台
座
が
あ
り
、
現
状
で
光
背
の
一
部
に

鍍
金
が
残
存
し
て
い
る
。
光
背
先
端
部
の
歪
み
が
あ
る
ほ
か
は
全
体
的
に
保
存
状

態
は
よ
い３

）

。

仏
像
は
細
長
い
体
軀
で
、
厚
い
通
肩
の
法
衣
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
体
軀
に
比

し
て
手
足
や
顔
が
大
き
い
。
ま
た
、
身
体
の
輪
郭
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
お
ら
ず
、

服
の
裾
は
左
右
に
鋭
く
伸
び
て
お
り
、
胸
の
上
に
は
斜
め
に
か
け
た
内
衣
と
帯
の

組
紐
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
衣
形
式
は
五
世
紀
末
頃
の
北
魏
時
代
の

仏
像
に
現
れ
る
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
に
高
句
麗
の
仏
像
様
式
が
反
映
さ
れ
て
い
る

作
品
と
推
定
さ
れ
、
雲
崗
石
窟
の
六
世
紀
初
頭
紀
年
銘
の
仏
像
の
い
く
つ
か
と
類

似
す
る
と
さ
れ
て
い
る４

）

。

様
式
に
関
し
て
は
、
こ
の
仏
像
は
服
飾
が
漢
化
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
太

和
一
八
年
（
四
九
四
）
に
北
魏
の
孝
文
帝
が
漢
化
政
策
を
と
り
、
漢
族
の
服
制
を

採
用
す
る
以
前
の
制
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
延
嘉
七
年
は
こ
れ
以
前
で

は
な
く
、
五
三
九
年
と
す
る
見
解
も
あ
る５

）

。

こ
の
金
銅
仏
の
光
背
に
は
鏨
な
ど
に
よ
る
陰
刻
で
四
行
四
七
字
の
銘
文
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
銘
文
は
現
状
で
は
以
下
の
よ
う
に
釈
字
・
釈
読
さ
れ
て
い
る６

）

。

延
嘉
七
年
歳
在
己
未
高
麗
国
楽
浪

東
寺
主
敬
弟
子
演
師
徒

人

共
造
賢

劫
千
仏
流
布
第
廿
九
因
現
義
仏
比
丘
□
□
一
所
供
養

銘
文
の
釈
字
・
釈
読
に
つ
い
て
の
諸
説
は
『
韓
国
古
代
金
石
文
資
料
集
』
に
詳

細
に
整
理
さ
れ
て
い
る７

）

。
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
銘
文
の
釈
字
と
釈
読
に
つ
い
て
、

諸
説
を
整
理
し
て
み
る
と
、
銘
文
の
字
句
の
異
見
と
し
て
は
「
第
廿
九
」
の
次
の
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文
字
を
、「
回
」
と
読
み
、「
現
」
に
続
く
字
を
「
歳
」
と
解
し
、「
第
廿
九
回
現

歳
仏
」
と
す
る
釈
字
す
る
説
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
字
を
含
む
仏

名
が
『
賢
劫
経
』
に
依
拠
し
た
仏
名
で
あ
る
「
因
現
義
仏
」
と
釈
読
す
る
説
が
出

さ
れ
て
以
降
は
、
こ
れ
が
一
般
的
な
読
み
方
に
な
っ
て
お
り
、
本
論
も
こ
れ
に
従

い
、「
因
現
義
仏
」
の
仏
名
と
そ
の
依
拠
経
典
を
認
め
た
う
え
で
立
論
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
終
行
の
「
比
丘
」
に
続
く
二
字
に
つ
い
て
は
釈
字
が
一
定
せ
ず
、
類

例
の
少
な
い
特
異
な
異
体
字
の
可
能
性
が
高
く
、
意
味
も
未
確
定
で
あ
る
た
め
、

こ
こ
で
は
一
応
未
釈
と
し
て
お
く
が
、
本
論
の
論
旨
に
影
響
は
な
い
。

こ
の
銘
文
に
み
え
る
「
延
嘉
七
年
己
未
」
年
に
つ
い
て
は
、
高
句
麗
で
も
四
世

紀
代
と
す
る
説
か
ら
高
麗
時
代
と
す
る
説
ま
で
諸
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が８

）

、
前
述

の
よ
う
に
像
容
な
ど
か
ら
六
世
紀
代
の
造
像
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
干
支
か

ら
は
五
三
九
年
と
五
九
九
年
の
両
説
が
あ
る
が
、
銘
文
に
み
え
る
「
因
現
義
仏
」

の
依
拠
経
典
で
あ
る
『
賢
劫
経
』
は
西
晉
の
竺
法
護
の
訳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点

の
み
か
ら
五
三
九
年
で
あ
る
か
五
九
九
年
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

た
だ
し
、
こ
の
金
銅
仏
の
像
容
が
六
世
紀
代
に
入
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

後
に
触
れ
る
中
国
に
お
け
る
仏
名
信
仰
に
基
づ
く
千
仏
表
現
の
信
仰
の
初
現
資
料

が
五
世
紀
前
半
で
あ
り
、
六
世
紀
に
か
け
て
盛
行
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
現
状
で

は
五
三
九
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
銘
文
に
み
え
る
「
延
嘉
」
に
関
し

て
は
干
支
と
像
容
に
よ
る
制
作
年
代
の
推
定
と
、「
高
麗
国
楽
浪
」
の
語
か
ら
、

高
句
麗
の
年
号
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る９

）

。

銘
文
の
内
容
は
、
こ
の
仏
像
が
延
嘉
七
年
に
高
句
麗
の
首
都
の
平
壌
に
あ
る
東

寺
の
信
徒
四
〇
人
が
発
願
し
て
作
っ
た
賢
劫
仏
の
中
で
二
九
番
目
の
仏
像
と
し
て

造
成
さ
れ
た
因
現
義
仏
で
あ
り
、
彼
ら
が
と
も
に
造
像
し
、
供
養
し
た
、
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
銘
文
の
内
容
を
通
し
て
、
高
句
麗
に
は
千
仏
信
仰
が

存
在
し
、
こ
の
仏
像
の
名
称
は
千
仏
の
う
ち
二
九
番
目
の
因
現
義
仏
に
該
当
す
る

仏
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
関
す
る
従
前
の
研
究

延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
つ
い
て
は
、
発
見
さ
れ
て
以
降
、
基
本
的
な
検
討
が
な

さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
本
論
の
考
察
目
的
で
あ
る
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の

内
容
に
か
か
わ
る
先
行
研
究
を
学
史
的
に
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
、
延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
現
れ
た
仏
教
信
仰
を
考
究
す
る
際
に
鍵
と
な
る

の
は
、
や
は
り
「
第
廿
九
因
現
義
仏
」
の
語
で
あ
る
。
す
で
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
、

こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
西
晋
・
竺
法
護
の
訳
に
な
る
『
賢
劫
経
』
に
賢
劫
千
仏
と

し
て
み
え
る
仏
名
の
二
九
番
め
に
現
わ
れ
る
仏
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り10

）

、

こ
の
金
銅
仏
を
造
像
す
る
際
の
所
依
経
典
は
、
数
多
あ
る
千
仏
を
説
く
経
典
お
よ

び
仏
名
経
類
の
な
か
で
、
西
晋
・
竺
法
護
訳
の
『
賢
劫
経
』
で
あ
る
こ
と
が
証
さ

れ
た11

）

。
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
「
第
廿
九
因
現
義
仏
」
は
、
自
余
の
千
仏
経
典
お
よ
び

仏
名
経
類
に
お
い
て
も
、
北
魏
・
菩
提
流
支
訳
『
仏
説
仏
名
経
』
で
は
「
見
義

仏
」
と
し
て
見
え
、
別
本
『
仏
説
仏
名
経
』
と
『
現
在
賢
劫
千
仏
名
経
』
で
は
功

徳
（
明
）
仏
と
し
て
み
え
る
仏
と
同
一
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る12

）

。

こ
れ
ら
の
経
典
と
銘
文
に
み
え
る
「
千
仏
流
布
」
の
語
に
よ
っ
て
、
高
句
麗
で

は
千
仏
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
延
嘉
七
年
金

銅
仏
銘
の
ほ
か
に
も
六
世
紀
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
金
銅
仏
や
光
背
の
銘
文
の
内

容
か
ら
、
高
句
麗
に
は
弥
勒
信
仰
・
阿
弥
陀
信
仰
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
こ
と
が
わ
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か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
高
句
麗
の
仏
教
信
仰
の
一
つ
と
し
て
、
延
嘉
七

年
金
銅
仏
銘
文
に
み
え
る
千
仏
信
仰
も
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る13

）

。
千
仏
信
仰
の

具
体
的
な
実
修
に
関
し
て
は
銘
文
に
「
楽
浪
東
寺
」
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、

か
つ
て
楽
浪
の
所
在
し
た
高
句
麗
の
王
都
で
あ
る
平
壌
に
所
在
し
た
「
東
寺
」
と

い
う
寺
院
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
「
賢
劫
千
仏
」
へ
の
信
仰
は
鳩
摩
羅
什
訳
『
弥
勒
大
成
仏
経
』
や

沮
渠
京
声
訳
『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』
な
ど
の
結
末
で
あ
る
最
終
段
に

「
賢
劫
一
切
諸
仏
」
と
見
え
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
弥
勒
信
仰
と
密
接
な
関

係
が
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る14

）

。

こ
れ
ら
の
銘
文
資
料
や
出
土
遺
物
に
よ
っ
て
、
高
句
麗
で
は
お
そ
く
と
も
六
世

紀
初
め
に
は
平
壌
を
中
心
と
し
て
千
仏
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。い

っ
ぽ
う
、
本
論
で
千
仏
と
称
す
る
仏
教
信
仰
の
内
容
に
つ
い
て
も
先
行
研
究

を
瞥
見
し
て
み
る
と
、
千
仏
と
い
う
言
葉
は
図
像
な
ど
の
表
現
形
式
と
し
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
主
体
で
あ
り
、
図
像
以
外
の
千
仏
は
仏
名
信
仰
と
し
て
把
握
さ
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
依
拠
経
典
で
あ
る
『
仏
名
経
』
類
は
、

千
仏
万
仏
の
名
号
を
羅
列
し
た
経
巻
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
名
を
読
誦
す
る
時
に

は
過
去
に
犯
し
た
種
々
の
罪
障
が
消
滅
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
種
類
も
多

い
が
、
そ
の
大
部
分
は
偽
経
に
類
し
て
お
り
、
西
域
の
仏
教
と
も
深
い
関
係
が
あ

る
と
さ
れ
る15

）

。
あ
る
い
は
、『
仏
名
経
』
類
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
は
多
く
の
仏

名
を
羅
列
し
た
経
典
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
懺
悔
滅
罪
の
文
が
加
わ
っ
て
い
る
経
典

も
あ
り
、
諸
仏
出
現
の
世
界
や
功
徳
、
そ
の
因
縁
を
説
い
た
経
典
と
そ
の
抄
出
や

変
形
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
成
立
は
大
乗
経
典
と
し
て
は
相
対
的
に
は
新
し

く
、
あ
る
い
は
偽
経
で
あ
る
と
さ
れ
る16

）

。

延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
示
さ
れ
た
信
仰
内
容
に
関
し
て
も
「
賢
劫
千
仏
」
な
ど

の
語
か
ら
千
仏
信
仰
と
さ
れ
て
お
り17

）

、
以
下
に
ふ
れ
る
北
朝
石
窟
な
ど
に
表
現
さ

れ
た
千
仏
図
像
と
同
様
に
仏
名
経
典
類
に
依
拠
し
た
基
づ
い
た
千
仏
信
仰
と
措
定

し
て
論
を
進
め
る
。

三

北
朝
石
窟
の
千
仏
信
仰
と
高
句
麗

延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
銘
に
み
ら
れ
た
具
体
的
な
仏
名
信
仰
お
よ
び
千
仏
信
仰
に

関
し
て
は
、
北
朝
代
に
盛
行
し
た
石
窟
寺
院
の
造
仏
思
想
と
比
較
検
討
し
て
み
た

い
。
北
朝
石
窟
の
千
仏
図
像
は
西
秦
・
建
弘
元
年
（
四
二
〇
）
の
墨
書
銘
の
あ
る

霊
寺
第
一
六
九
窟
を
嚆
矢
と
し
て
五
・
六
世
紀
頃
に
盛
行
す
る
。
北
朝
代
の
千

仏
図
像
の
あ
る
そ
の
主
要
な
石
窟
を
あ
げ
る
と
、
敦
煌
莫
高
窟
・

霊
寺
・
文
殊

山
（
酒
泉
）・
金
塔
寺
（
張
掖
馬
蹄
寺
石
窟
の
一
つ
）・
麦
石
山
・
雲
崗
・
洛
陽
・

龍
門
・
鞏
県
・
響
堂
山
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る18

）

。
敦
煌
莫
高
窟
で
千
仏
図
像
の
あ

る
主
要
な
石
窟
と
し
て
は
、
北
魏
中
頃
と
さ
れ
る
二
五
四
窟
、
二
五
七
窟
、
二
六

〇
窟
、
二
六
三
窟
、
西
魏
か
ら
隋
ま
で
の
四
六
一
窟
、
四
三
八
窟
、
四
二
八
窟
、

二
九
六
窟
、
二
九
九
窟
、
三
〇
一
窟
な
ど
が
あ
り
、
詳
細
な
時
期
比
定
の
難
し
い

も
の
と
し
て
は
、
北
朝
代
と
み
ら
れ
る
三
〇
二
窟
、
四
一
九
窟
、
四
二
三
窟
、
四

二
七
窟
、
四
一
七
窟
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
莫
高
窟
の
千
仏
図
像
は
隋
唐
代
に

も
み
ら
れ
る
が
、
北
朝
代
の
千
仏
図
像
に
関
し
て
は
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
末

頃
ま
で
が
盛
行
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る19

）

。

こ
の
よ
う
な
千
仏
図
像
お
よ
び
そ
の
背
景
と
な
る
信
仰
に
は
依
拠
す
る
経
典
が

六
八

高
句
麗
千
仏
信
仰
の
系
譜
（
門
田
誠
一
）



多
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
て
も
、『
賢
劫
千
仏
』、『
三

千
仏
名
経
』、『
法
華
経
』『
過
去
五
十
三
仏
名
経
』
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
る20

）

。
た

だ
し
、
図
や
像
と
し
て
の
表
現
の
場
合
は
依
拠
経
典
の
不
明
な
場
合
も
多
い
。
よ

っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
多
仏
信
仰
を
千
仏
信
仰
と
仮
定
し
て
お
き
、

依
拠
す
る
経
典
が
判
明
す
る
場
合
は
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
論
を
す
す
め

る
。北

朝
代
の
石
窟
寺
院
に
表
現
さ
れ
る
千
仏
は
壁
面
や
塔
柱
な
ど
壁
画
や
塑
像
と

し
て
多
数
の
小
仏
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
造
形
は
一
般
的
に
千
仏

図
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
造
形
表
現
の
背
景
と
な
っ
た
仏
教
信
仰
を
示

す
作
例
と
し
て
、
敦
煌
莫
高
窟
で
は
北
魏
代
の
第
二
五
四
窟
で
数
多
く
の
墨
書
傍

題
が
発
見
さ
れ
て
お
り21

）

、
そ
の
他
で
は
五
代
の
所
産
と
さ
れ
る
第
九
八
窟
で
も
墨

書
傍
題
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
北
魏
代
の
造
窟
に
な
る
第
二
五
四
窟
は
彩
色
壁
画
で
描
か
れ
た
千
仏

図
に
墨
書
傍
題
と
し
て
仏
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
仏
名
経
に
基
づ
く
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
現
存
で
壁
面
や
窟
頂
部
な
ど
に
一
二
三
五
体
の

仏
像
が
描
か
れ
て
お
り
の
傍
題
の
分
析
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
千
仏
図
の
傍
題
の

う
ち
、
識
別
で
き
る
の
は
六
一
四
体
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
『
過
去
荘
厳
劫
仏
名

経
』
に
み
え
る
仏
名
が
約
三
分
の
二
を
占
め
、『
未
来
荘
厳
劫
仏
名
経
』
に
み
え

る
仏
名
が
約
三
分
の
一
で
あ
る
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
、
大
正
新
修
大
蔵
経
に
『
現

在
賢
劫
千
仏
名
経
』
と
敦
煌
遺
書
の
な
か
の
千
仏
名
経
写
本
に
み
え
る
仏
名
を
参

照
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
み
え
る
い
わ
ゆ
る
現
在
賢
劫
の
仏
名
は
十
分
の
一
に
す
ぎ

な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
上
記
の
仏
名
経
類
に
み
え
る
仏
名
と
類
似
し
た

仏
名
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る22

）

。
こ
の
よ
う
に
敦
煌
敦
煌
莫
高

窟
第
二
五
四
窟
で
は
仏
名
の
墨
書
傍
題
に
よ
っ
て
、
こ
の
千
仏
の
図
像
が
『
過
去

荘
厳
劫
千
仏
経
』『
現
在
賢
劫
千
仏
名
経
』『
過
去
荘
厳
劫
千
仏
経
』
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
三
千
仏
名
経
に
依
拠
し
た
仏
名
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
千
仏
に
類
す
る
多
仏
信
仰
に
関
係
し
た
依
拠
経
典
が
推
定
さ
れ
る

石
窟
と
し
て
は
、
龍
門
・
古
陽
洞
の
黄
現
徳
造
像
銘
が
あ
る
。
こ
の
銘
文
に
は

「
大
代
永
平
四
年
二
月
十
日

清
信
寺
士
五
品
使
□
黄
現
徳

弟
王
奴
等
敬
造
弥

勒
像
一
軀

五
十
三
仏
為
亡
母

願
亡
母
託
生
西
方
妙
楽
国
土
。（
後
略
）」
と
あ

り
、
北
魏
・
永
平
四
年
（
五
一
一
）
年
に
黄
現
徳
が
亡
母
の
西
方
妙
楽
国
土
す
な

わ
ち
西
方
浄
土
へ
の
託
生
を
願
っ
て
、
弥
勒
一
軀
と
五
十
三
仏
を
造
像
し
た
と
あ

る23
）

。
こ
こ
に
み
え
る
「
五
十
三
仏
」
の
語
か
ら
、
南
朝
梁
の
僧
祐
の
撰
に
な
る

『
出
三
蔵
記
集
』
に
み
え
る
『
過
去
五
十
三
仏
名
経
』『
五
十
三
仏
名
経
』
な
ど
と

の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
経
は
す
で
に
失
わ
れ
て
お
り
、
現
存

す
る
経
典
で
は
『
仏
説
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
に
み
え
る
「
五
十
三
仏
」
な
ど
を

参
照
し
、
こ
れ
が
北
朝
の
造
像
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
見
方
が
あ
る24

）

。
た
だ
し
、

『
無
量
寿
経
』
で
は
「
五
十
三
仏
」
の
語
そ
の
も
の
は
み
え
な
い
が
、
錠
光
如
来

が
世
に
現
れ
て
以
降
の
合
計
五
十
三
の
仏
の
名
が
列
挙
さ
れ
、
五
十
四
番
目
が
世

自
在
王
如
来
で
あ
り
、
こ
の
如
来
を
師
と
し
た
の
が
法
蔵
菩
薩
、
す
な
わ
ち
後
の

阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る25

）

。
す
な
わ
ち
『
無
量
寿
経
』
で
過
去
五

十
三
仏
と
さ
れ
る
諸
仏
で
あ
り
、
黄
現
徳
造
像
銘
に
は
「
願
亡
母
託
生
西
方
妙
楽

国
土
」
の
文
章
が
み
え
る
か
ら
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
書
道
博
物
館
所
蔵
の
黄
□
相
造
像
碑
に
は
「
大
代
延
興
二
年
歳
在
壬
子

四
月
癸
未
朔

六
日
戊
子
記
書

学
生
東
郡
黄
□
相
為
亡
父
故
使
持
節

侍
中

安
南
将
軍

定
州
刺
史

東
郡
簡
公
黄
護
頭
造
釈
迦
牟
尼
仏
百
七
十
仏

願
亡
父

六
九

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）



楷
是
誠
歳

永
離
苦
難

便
遇
諸
仏
（
後
略
）」
と
あ
り
、
北
魏
・
延
興
二
年

（
四
七
二
）
に
黄
□
相
が
亡
父
の
黄
護
頭
が
永
く
苦
難
を
逃
れ
、
諸
仏
に
遇
う
こ

と
を
願
っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
百
七
十
仏
を
造
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え

る
「
百
七
十
仏
」
は
『
出
三
蔵
記
集
』
に
み
え
る
『
称
揚
百
七
十
仏
名
経
』
に
よ

っ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る26

）

。

こ
の
よ
う
に
仏
名
墨
書
傍
題
の
他
に
も
多
仏
信
仰
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
北
朝

の
千
仏
図
像
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
複
数
の
依
拠
経
典
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
西
秦
・
建
興
元
年
（
四
二
〇
）
の

墨
書
紀
年
が
あ
り
、
石
窟
図
像
の
な
か
で
最
古
の
千
仏
図
と
さ
れ
る

霊
寺
石
窟

第
一
六
九
窟
東
壁
の
千
仏
図
は
多
宝
塔
の
図
像
部
分
に
「
多
宝
仏
与
釈
迦
牟
尼
□

□
」
の
墨
書
題
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
法
華
経
』
に
依
拠
し
た
分
身
仏
を
意
図

し
た
と
み
ら
れ
て
い
る27

）

。

い
っ
ぽ
う
、
同
じ
く

霊
寺
石
窟
第
一
六
九
窟
で
も
第
六
窟
の
十
体
の
小
座
像

群
に
は
「
東
方
不
動
智
仏
」「
南
方
智
火
仏
」「
西
方
習
智
仏
」
な
ど
の
墨
書
題
記

が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
『
華
厳
経
』
に
依
拠
す
る
と
さ
れ
て
い
る28

）

。
こ
の
他
に
も
典

型
的
な
千
仏
図
と
は
異
な
る
が
多
仏
を
表
現
し
た
作
例
と
し
て
張
掖
・
馬
蹄
寺
千

仏
洞
第
二
窟
の
十
方
仏
は
、「
東
南
方
無
□
」「
西
南
方
宝
施
仏
」「
西
北
方
□
□

□
」「
□
□
方
銘
□
□
」
と
あ
り
、「
西
南
方
宝
施
仏
」
は
『
観
仏
三
昧
経
』
の

「
念
十
方
仏
」
と
し
て
み
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
仏
名
も
、
こ
れ
に
依
拠
す

る
十
方
仏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る29

）

。

典
型
的
な
事
例
を
あ
げ
て
み
て
き
た
よ
う
に
北
朝
石
窟
の
図
像
に
み
ら
れ
る
多

仏
の
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
経
典
に
依
拠
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
で
も
千
仏
図
像
は
仏
名
経
の
内
容
を
可
視
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る30

）

。
こ
れ
ら
の
実
例
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
石
窟
の
傍
題
や
造
像
銘
な
ど
の

仏
名
か
ら
、
北
朝
で
は
特
定
の
経
典
に
依
拠
し
た
千
仏
図
や
造
像
が
盛
行
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
同
時
期
の
南
朝
で
は
石
窟
そ
の
も
の
の
造
営
が
稀
少
で
あ
る
う
え

に
、
千
仏
図
像
は
顕
著
で
は
な
い
。
南
朝
石
窟
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
南

京
・
棲
霞
山
石
窟
を
み
て
も
、
梁
の
天
監
一
五
年
（
五
一
六
）
の
作
と
さ
れ
る
石

造
の
無
量
寿
仏
の
他
に
三
尊
仏
や
十
六
羅
漢
・
金
剛
力
士
・
四
天
王
像
な
ど
が
彫

刻
さ
れ
て
い
る
が
、
千
仏
表
現
は
明
ら
か
で
は
な
い31

）

。
ま
た
、
四
川
省
の
石
窟
で

は
広
元
・
皇
沢
寺
石
窟
の
北
周
代
と
み
ら
れ
る
塔
廟
窟
の
周
囲
の
壁
に
千
仏
の
彫

刻
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
開
鑿
当
初
の
西
魏
あ
る
い
は
北
周
の
も
の
と
さ
れ
る32

）

。
こ

れ
も
千
仏
図
像
が
北
朝
代
に
盛
行
し
た
こ
と
を
示
す
作
例
と
な
る
。

そ
も
そ
も
千
仏
図
や
千
仏
信
仰
の
依
拠
経
典
を
含
め
た
仏
名
経
の
淵
源
に
関
し

て
は
大
乗
仏
教
の
教
壇
に
お
い
て
、
仏
の
姿
に
精
神
を
集
中
す
る
念
仏
修
行
と
は

別
に
仏
名
の
読
誦
が
始
ま
っ
て
以
降
、
仏
名
が
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
仏
名
を
扱
っ
た
経
典
の
特
徴
は
、
信
者
が
仏
名
を
読

誦
し
、
崇
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
前
世
の
罪
が

清
め
ら
れ
、
功
徳
を
え
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
即
座
に
救
済
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る33

）

。

仏
名
読
誦
の
意
味
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
を
身
近
に
呼
び
寄
せ

て
、
加
護
を
願
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
呪
句
で
あ
る
陀
羅
尼
を
唱
え
て
、
そ
の

崇
拝
対
象
を
呼
び
寄
せ
る
の
と
同
様
の
行
為
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
実
際
に
仏
名

の
羅
列
は
い
わ
ば
音
節
の
連
続
に
過
ぎ
ず
、
読
誦
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
何
の
意

味
も
持
た
ず
、
そ
の
点
は
陀
羅
尼
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仏
名
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に
対
す
る
信
仰
は
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
中
国
で
は
五
世
紀
代
に
始
ま
り
、

六
世
紀
代
に
盛
行
し
た
と
さ
れ
る
。
仏
名
信
仰
の
仏
教
史
上
の
位
置
づ
け
に
関
し

て
、
仏
名
経
類
の
成
立
に
つ
い
て
の
先
学
の
文
献
学
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
五
・
六

世
紀
頃
の
経
典
目
録
に
お
い
て
、
仏
・
菩
薩
の
名
号
に
関
す
る
相
当
数
の
経
典
の

題
名
が
記
載
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
、
特
定
の
経
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
仏
の
名
号
の
目

録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仏
名
経
類
は
、
お
そ
ら
く
は
、

こ
の
よ
う
な
名
号
の
目
録
な
ど
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る34

）

。

関
連
す
る
事
例
と
し
て
、
六
・
七
世
紀
頃
の
僧
伝
に
は
称
名
に
よ
る
奇
瑞
が
み

え
、
そ
の
典
型
と
し
て
は
隋
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
僧
で
あ
る
徳
美
（
？
〜
六
三

七
）
の
事
蹟
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
徳
美
は
懺
悔
儀
式
に
あ
た
っ
て
仏

名
を
一
つ
唱
え
る
ご
と
に
一
回
ず
つ
跪
拝
し
て
、
十
二
巻
か
ら
な
る

仏
名
経
」

の
読
誦
を
完
遂
し
た
と
い
う35

）

。
ま
た
、
夏
安
居
に
お
け
る
懺
悔
式
に
お
い
て
、
徳

美
は
最
後
の
七
日
間
に
一
日
一
回
、
一
万
五
千
の
仏
名
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
に
仏
名
を
唱
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
徳
美
が
、
会
昌
寺
に
懺
悔
堂
を
建

立
し
た
時
に
、
懺
悔
儀
式
に
欠
け
て
い
た
水
を
求
め
て
祈
る
と
、
久
し
く
涸
れ
て

い
た
井
戸
か
ら
水
が
湧
き
だ
し
た
と
い
う36

）

。
徳
美
に
関
わ
る
奇
瑞
は
、
こ
の
他
に

も
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
仏
名
経
を
読
誦
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
名

に
対
す
る
信
仰
は
皇
帝
に
も
み
ら
れ
、
そ
の
典
型
と
し
て
南
朝
で
は
梁
・
簡
文
帝

が
千
仏
を
対
象
と
し
た
誓
願
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る37

）

。

典
型
的
事
例
を
あ
げ
て
南
北
朝
期
の
仏
名
信
仰
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で

も
北
朝
で
は
可
視
的
表
徴
と
し
て
の
千
仏
図
像
が
盛
行
し
た
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
南
北
朝
期
の
千
仏
信
仰
の
様
相
を
参
照
す
る
と
、
北
朝
で
盛
行
を
み

た
特
定
の
経
典
に
基
づ
い
た
千
仏
の
図
像
や
そ
の
仏
名
を
記
す
と
い
う
行
為
は
、

延
嘉
七
年
己
未
銘
金
銅
仏
銘
の
内
容
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
現
れ
た
仏
教
信
仰
の
系
譜
を
考
察
す
る

な
ら
ば
、
北
朝
で
展
開
し
た
仏
名
信
仰
が
高
句
麗
に
流
入
し
、
千
仏
の
造
像
を
発

願
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
造
ら
れ
た
の
が
延
嘉
七
年
金
銅

仏
銘
に
記
さ
れ
た
賢
劫
千
仏
の
一
つ
で
あ
る
「
因
現
義
仏
」
で
あ
り
、
こ
の
作
例

は
た
ん
に
高
句
麗
に
お
け
る
仏
名
信
仰
の
実
修
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
六
世
紀
の

高
句
麗
に
お
い
て
、
仏
名
信
仰
お
よ
び
そ
れ
を
可
視
的
に
表
現
し
た
千
仏
信
仰
と

い
う
北
朝
の
系
譜
を
ひ
く
仏
教
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。

四

高
句
麗
千
仏
信
仰
の
内
容
と
意
味

延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
の
内
容
の
検
討
に
も
ど
る
と
、
五
三
九
年
の
可
能
性
が
た

か
い
と
さ
れ
る
延
嘉
七
年
に
は
、
高
句
麗
の
楽
浪
地
域
に
お
い
て
、
東
寺
と
い
う

寺
院
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
千
仏
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
千
仏
信
仰
の
内
容
は
、
前
項
に
お
い
て
ふ
れ

た
よ
う
に
、「
賢
劫
千
仏
」
を
造
っ
て
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
「
第
廿
九
因
現
義

仏
」
を
「
流
布
」
す
る
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
賢
劫
千
仏
」
の
な

か
で
も
第
二
十
九
番
目
の
因
現
義
仏
を
流
布
し
た
、
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銘

文
に
い
う
「
賢
劫
千
仏
」
を
造
っ
た
な
か
で
、
流
布
を
特
記
し
た
「
因
現
義
仏
」

は
当
然
な
が
ら
、
こ
の
銘
文
が
記
さ
れ
た
金
銅
仏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る38

）

。

さ
ら
に
、

こ
の
銘
文
か
ら
類
推
す
る
に
、
こ
の
時
点
で
楽
浪
に
あ
っ
た
東
寺

に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
、
延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
の
他
に
も
、
千
仏
信
仰
の
も
と
に
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賢
劫
千
仏
の
名
を
冠
し
た
い
く
つ
か
の
仏
像
が
奉
じ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
根
拠
を
検
討
す
る
端
緒
と
し
て
、
銘
文
の
「
因
現
義
仏
」
の
出
典
を
再
考

す
る
と
、『
賢
劫
経
』
の
な
か
で
も
巻
六
の
「
千
仏
名
号
品
」
に
み
え
る
内
容
が

注
意
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
賢
劫
経
』
は
喜
王
菩
薩
の
請
問
に
対
し
て
、
釈
迦
が

八
万
四
千
の
法
門
、
仏
の
功
徳
、
賢
劫
千
仏
の
諸
因
縁
す
な
わ
ち
現
在
の
住
劫
に

現
れ
る
千
仏
の
名
称
と
経
歴
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的

内
容
は
維
耶
離
国
の
声
聞
・
菩
薩
な
ど
大
衆
が
集
う
説
法
の
場
に
お
い
て
、
菩
薩

の
行
う
べ
き
三
昧
に
つ
い
て
の
喜
王
菩
薩
の
問
い
に
対
し
、
釈
迦
は
了
諸
法
本
と

い
う
三
昧
を
得
れ
ば
諸
度
無
極
す
な
わ
ち
諸
波
羅
蜜
を
成
就
し
、
諸
三
昧
門
に
入

る
こ
と
が
で
き
、
無
上
正
真
の
道
に
お
よ
ん
で
最
正
覚
を
成
ず
る
こ
と
が
で
き
る

と
説
く
も
の
で
あ
る39

）

。
こ
の
喜
王
菩
薩
の
問
い
に
対
し
て
、
釈
迦
は
諸
度
無
極
を

得
て
、
八
万
四
千
の
諸
仏
門
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
今
こ
こ
に
い
る
菩

薩
・
大
士
だ
け
で
な
く
、
こ
の
賢
劫
で
す
で
に
無
上
正
覚
に
お
よ
び
最
正
覚
を
な

し
、
こ
の
三
昧
の
四
如
来
以
外
に
一
千
の
如
来
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
喜
王
菩
薩
が
、
そ
れ
ら
の
如
来
の
名
を
問
う
と
、
釈
迦
は
こ
れ
に
答
え
て
、

歎
じ
て
千
仏
の
名
号
を
説
い
た
。
加
え
て
、
す
で
に
こ
の
賢
劫
中
に
無
上
正
覚
に

お
よ
び
最
正
覚
を
な
し
、
こ
の
三
昧
に
学
ん
で
仏
と
な
る
千
仏
の
名
号
が
列
挙
さ

れ
る
。
こ
こ
で
「
銘
文
」
に
み
え
る
「
因
現
義
仏
」
は
賢
劫
中
で
成
仏
し
た
千
仏

の
名
号
の
一
つ
と
し
て
み
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、『
賢
劫
経
』
千
仏
名
号
品
の
仏
名
は
単
な
る
羅
列
で
は
な
く
、
釈

迦
が
歎
じ
て
説
く
千
仏
の
名
号
を
衆
生
が
聞
い
て
受
持
し
、
諷
誦
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
死
の
罪
が
減
除
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
釈
迦

が
説
く
諸
仏
名
の
称
名
に
よ
る
衆
生
の
聞
名
、
そ
し
て
衆
生
の
称
名
に
よ
る
聞
名

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
聞
名
と
称
名
に
よ
る
衆
生
の
利
益
を
説
く
た
め
に
示
さ
れ
た

仏
名
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
賢
劫
経
』
に
お
け
る
千
仏
は
南
無
が
付
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
そ

の
他
の
仏
名
経
類
と
の
明
ら
か
な
相
違
点
で
あ
る
と
い
い
、
こ
の
点
か
ら
も
延
嘉

七
年
金
銅
仏
銘
の
「
因
現
義
仏
」
の
仏
名
が
こ
の
経
に
依
拠
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、『
賢
劫
経
』
の
内
容
か
ら
は
、
千
仏
名
号
の
一
つ
で
あ
る
「
因
現

義
仏
」
の
み
が
称
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、「
銘
文
」
に
「
高
麗
東
寺
」
と
い

う
地
名
と
寺
名
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
句
麗
の
東
寺
に
お
い
て
、
お
そ
ら

く
は
そ
の
他
の
仏
名
を
記
し
た
仏
像
ま
た
は
図
像
が
制
作
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
対
す

る
信
仰
の
実
修
と
し
て
諸
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
金
銅
仏
の
銘
文
か
ら
は
、
楽
浪
の
所
在
す
る
高
句
麗
の
王
都

で
あ
る
長
安
城
（
平
壌
城
）
で
は
、
六
世
紀
前
半
代
に
は
、
寺
院
に
お
い
て
『
賢

劫
経
』
な
ど
の
千
仏
信
仰
を
説
く
経
典
に
も
と
づ
い
て
結
縁
し
た
知
識
た
ち
が
、

千
仏
の
一
と
み
な
し
た
金
銅
仏
を
造
立
し
、
供
養
し
て
い
た
こ
と
が
つ
ぶ
さ
に
読

み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
北
朝
代
の
千
仏
図
像
に
対
す
る
信
仰
の
意
味
に
つ
い
て
は
、『
過

去
荘
厳
劫
千
仏
名
経
』
の
内
容
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
男
善

女
が
三
世
三
劫
諸
仏
の
名
号
を
聞
け
ば
、
歓
喜
し
て
信
楽
（
し
ん
ぎ
ょ
う
）
し
、

声
に
出
し
て
朗
誦
し
続
け
、
読
誦
し
て
謗
ら
ず
、
あ
る
い
は
他
人
の
言
う
事
を
書

写
し
、
ま
た
、
仏
の
形
像
を
画
き
作
り
、
香
華
や
伎
楽
を
供
養
し
、
仏
の
功
徳
を

賛
嘆
し
、
帰
命
頂
礼
し
、
至
心
に
礼
を
な
せ
ば
、
す
ぐ
れ
て
十
方
諸
仏
国
土
は
珍
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宝
純
摩
尼
珠
が
満
ち
、
こ
れ
ら
が
積
も
っ
て
梵
天
に
至
る
、
と
あ
り40

）

、
仏
名
を
唱

え
、
そ
れ
ら
を
文
字
に
記
し
、
造
形
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
る
功
徳
が
示
さ
れ
て

い
る
。

そ
し
て
、
経
に
説
く
こ
の
内
容
を
実
際
に
表
現
し
た
の
が
石
窟
な
ど
の
彫
刻
や

絵
画
に
表
さ
れ
た
千
仏
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
『
過
去
荘

厳
劫
千
仏
名
経
』
に
述
べ
ら
れ
た
個
々
の
信
仰
内
容
に
つ
い
て
、
傍
題
は
他
人
の

言
う
事
を
書
写
す
る
功
用
が
あ
り
、
図
像
は
仏
の
形
像
を
画
き
作
る
こ
と
に
あ
た

り
、
声
に
出
し
て
朗
誦
し
続
け
、
読
誦
す
る
の
は
帰
命
頂
礼
し
、
至
心
に
礼
を
な

す
こ
と
は
塔
廟
の
周
囲
を
囲
繞
す
る
こ
と
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
接

し
、
ま
た
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
僧
侶
や
衆
生
が
供
養
礼
拝
を
実
修
し
た
と
み
る41

）

。

千
仏
図
像
の
表
現
さ
れ
た
塔
廟
型
式
の
石
窟
が
、『
過
去
荘
厳
劫
千
仏
名
経
』
に

依
拠
し
て
い
る
と
み
る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
も
十
分
条
件
と
し
て
の
要
素
で

あ
っ
て
、
そ
の
他
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
千
仏
の
図
像
と
傍
題
に
よ
っ

て
、
千
仏
ま
た
は
仏
名
を
示
す
経
典
の
思
想
を
具
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。

現
状
で
傍
題
の
残
存
す
る
千
仏
図
像
は
敦
煌
莫
高
窟
に
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
敷
衍
す
る
と
本
来
的
に
北
朝
代
の
千
仏
図
像
に
は
傍
題
の
有
無
と
は
別
に
す
べ

か
ら
く
依
拠
経
典
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
描
画
さ
れ
、
あ
る
い
は
造
像
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
五
・
六
世
紀
の
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
千
仏
信
仰
の
盛
行
し
た
北
朝
の
影
響
の
も
と
に
、
所
依
経
典
の

種
類
に
つ
い
て
は
細
部
的
な
違
い
を
み
せ
つ
つ
も
延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
を
制
作
し

た
六
世
紀
の
高
句
麗
で
は
「
因
現
義
仏
」
を
含
む
『
賢
劫
経
』
に
依
拠
し
た
仏
名

信
仰
た
る
千
仏
信
仰
が
奉
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

結

語

本
論
で
は
延
嘉
七
年
金
銅
仏
光
背
銘
に
つ
い
て
、
銘
文
の
語
の
う
ち
と
く
に
仏

名
経
に
み
え
る
仏
名
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
語
を
含
む
銘
文
資
料
に
つ
い
て
、

仏
名
信
仰
お
よ
び
そ
れ
を
可
視
化
し
た
千
仏
信
仰
の
観
点
か
ら
高
句
麗
と
北
朝
の

例
を
あ
げ
て
検
討
し
た
。
千
仏
信
仰
は
個
々
の
依
拠
経
典
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ

の
実
修
が
千
仏
の
表
現
や
仏
名
の
書
写
で
あ
る
か
ら
、
併
行
す
る
時
期
の
中
国
の

南
朝
で
は
千
仏
の
表
現
が
顕
著
で
な
い
と
い
う
事
実
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、

『
賢
劫
経
』
の
示
す
信
仰
を
具
現
化
し
た
延
嘉
七
年
金
銅
仏
銘
に
現
れ
た
高
句
麗

の
千
仏
信
仰
は
北
朝
の
系
譜
を
ひ
く
こ
と
を
論
じ
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
で
は
考
古
・
美
術
資
料
と
そ
こ
に
み
え
る
文
字
資
料
に
よ

っ
て
、
高
句
麗
仏
教
の
系
統
が
北
朝
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
証
し
た
。
た
だ
し
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
仏
教
そ
の
も
の
が
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
こ
れ
は
高
句
麗
仏
教
の
実
相
の
一
端
を
考
察
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は

自
明
で
あ
る
。
本
論
で
扱
っ
た
資
料
の
分
野
は
複
数
に
お
よ
び
、
そ
れ
ら
に
対
す

る
識
者
の
叱
正
を
得
て
、
考
古
資
料
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
地
域
的
展

開
に
つ
い
て
の
検
討
を
重
ね
た
く
思
う
。

〔
注
〕

1
）大
西
修
也
『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』

中
国
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）一
八
〜
二
一
頁

２
）本
論
で
は
仏
名
経
類
を
所
依
の
経
典
と
し
、
そ
れ
ら
を
読
誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

懺
悔
を
実
修
す
る
一
般
的
な
仏
名
信
仰
に
対
し
て
、
同
様
の
経
典
に
依
り
つ
つ
、

千
仏
に
対
し
て
実
際
に
図
像
と
し
て
の
描
画
や
造
像
を
行
う
類
型
を
千
仏
信
仰
と

措
定
し
た
。

七
三

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）



た
だ
し
、
千
仏
図
像
と
い
っ
て
も
、
依
拠
経
典
は
多
様
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
と

く
に
過
去
・
現
在
賢
劫
・
未
来
か
ら
な
る
三
千
名
経
を
中
心
と
し
た
信
仰
を
千
仏

信
仰
と
措
定
し
て
い
る
。

北
朝
石
窟
の
千
仏
図
像
と
依
拠
経
典
に
つ
い
て
は
、
下
記
文
献
を
参
照
。

梁
曉
鵬
「
第
三
章
第
三
節
千
仏
図
像
与
仏
経
」『
敦
煌
莫
高
窟
千
仏
図
像
研
究
』

（
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

王
静
芬
「
仏
名
与
懺
悔
」『
敦
煌
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
〔
中
国
語
文
献
〕

３
）こ
の
仏
像
と
銘
文
に
関
す
る
基
礎
的
知
見
は
下
記
の
文
献
を
参
照
。

金
元
龍
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
像
銘
文
」（『
考
古
美
術
』
五
－
九
、
一
九
六
四

年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

尹
武

「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
像
の
銘
文
に
つ
い
て
」（『
考
古
美
術
』
五
｜
一

〇
、
一
九
六
四
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

黄
寿
永
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
如
来
立
像
」（『
美
術
資
料
』
九
、
一
九
六
五
年
）

〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

ま
た
、
黄
寿
永
氏
は
、
こ
の
金
銅
仏
が
二
次
的
な
移
動
を
経
て
、
埋
納
さ
れ
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

４
）文
明
大
「
延
嘉
七
年
銘
金
銅
仏
立
像
と
高
句
麗
彫
刻
の
様
式

」
『
韓
国
文
化
』

二
｜
五
、
一
九
八
〇
年
）

５
）朱
秀
完
「
三
国
時
代
年
号
銘
金
銅
仏
像
の
制
作
年
代
に
関
す
る
研
究
」（『
韓
国
史

学
報
』
四
四
、
二
〇
一
一
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

６
）黄
寿
永
編
『
韓
国
金
石
遺
文
』（
一
志
社
、
一
九
七
六
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

な
お
、
こ
の
金
銅
仏
の
像
の
種
類
に
つ
い
て
は
如
来
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
本

論
で
は
金
銅
仏
と
し
て
の
一
般
的
呼
称
を
用
い
た
。

７
）韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
韓
国
古
代
金
石
文
資
料
集
』
Ⅰ
（
国
史
編
纂
委
員
会
、

一
九
九
五
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

８
）こ
の
銘
文
に
み
え
る
「
延
嘉
七
年
歳
在
己
未
」
に
つ
い
て
の
主
な
説
に
つ
い
て
は

下
記
論
文
を
参
照
し
た
。

金
英
泰
「
高
句
麗
因
現
義
仏
像
の
鋳
成
時
期
｜
延
嘉
・
延
寿
の
長
寿
王
年
号
の
可

能
性
試
考
｜
」（『
仏
教
学
報
』
三
四
、
一
九
九
七
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

こ
の
論
文
で
は
新
羅
・
瑞
鳳
塚
出
土
の
銀
製
盒
に
み
え
る
「
延
寿
元
年
」
の
年
号

と
の
類
似
か
ら
「
延
嘉
七
年
」
を
高
句
麗
・
長
寿
王
代
の
年
号
と
し
、
そ
の
治
世

の
七
年
で
あ
る
四
一
九
年
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
論
文
で
、
こ

の
銘
文
に
み
え
る
千
仏
信
仰
と
関
係
す
る
経
典
群
『
賢
劫
千
仏
名
経
』
な
ど
）の

漢
訳
年
代
が
六
世
紀
初
め
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
高
句
麗
に
伝
来
す
る
以
前
に
延
嘉

七
年
銘
金
銅
仏
が
造
像
さ
れ
た
と
述
べ
て
お
り
、
経
典
の
翻
訳
時
期
を
根
拠
と
し

て
い
る
。

９
）こ
こ
で
ふ
れ
た
年
号
比
定
論
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
下
記
論
文
を
参
照

し
た
。

チ
ョ
ン
・
ウ
ン
ヨ
ン
「
金
石
文
に
み
え
る
高
句
麗
の
年
号
」（『
韓
国
史
学
報
』
五
、

一
九
九
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

10
）『
賢
劫
経
』
巻
第
六
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
一
四
巻
四
六
頁
上
段
）
で
は
「
仏
告

喜
王
菩
薩
。
當
歎
頌
斯
諸
菩
薩
。
等
於
賢
劫
中
當
成
仏
者
。
所
有
名
号
」
と
あ
り
、

続
い
て
「
拘
留
孫
」
以
下
の
仏
名
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
二
九
番
目
に
「
因

現
義
」
と
み
え
て
い
る
。

11
）金
英
泰
「
賢
劫
千
仏
信
仰
」『
三
国
時
代
仏
教
信
仰
研
究
』（
仏
光
出
版
社
、
一
九

九
〇
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

12
）金
英
泰
「
賢
劫
千
仏
信
仰
」（
前
掲
）

13
）チ
ョ
ン
・
ソ
ニ
ョ
「
六
世
紀
高
句
麗
の
仏
教
信
仰
」（『
百
済
研
究
』
三
四
、
二
〇

〇
一
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

14
）大
西
修
也
『
日
韓
古
代
彫
刻
史
論
』
前
掲
注

1
）六
五
〜
六
頁

15
）禿
氏
祐
祥
「
敦
煌
遺
文
と
仏
名
経
」
西
域
文
化
研
究
会
編
『
敦
煌
仏
教
資
料
』
西

域
文
化
研
究
第
一
（
法
蔵
館
、
一
九
五
八
年
）

16
）井
ノ
口
泰
淳
「
敦
煌
本
「
仏
名
経
」
の
諸
系
統
」（『
東
方
学
報
』
三
五
、
一
九
六

四
年
）

17
）チ
ョ
ン
・
ソ
ニ
ョ
「
六
世
紀
高
句
麗
の
仏
教
信
仰
」
前
掲
注

13
）

18
）賀
世
哲
「
関
于
北
朝
石
窟
千
仏
図
像
諸
問
題
」（『
敦
煌
研
究
』
一
九
八
九
年
第
三

期
）〔
中
国
語
文
献
〕

19
）

莫
高
窟
の
千
仏
図
像
の
事
例
と
時
期
等
に
関
し
て
は
下
記
論
文
を
参
照
し
た
。

寧
強
・
胡
同
慶
「
敦
煌
莫
高
窟
第
二
五
四
窟
千
仏
画
研
究
」（『
敦
煌
研
究
』
一
九

八
六
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

七
四

高
句
麗
千
仏
信
仰
の
系
譜
（
門
田
誠
一
）



劉
永
増
「〞
千
仏
囲
繞
式
説
法
図
〝
与

観
仏
三
昧
経

」（『
敦
煌
研
究
』
一
九
九

八
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

賀
世
哲
「
関
于
北
朝
石
窟
千
仏
図
像
諸
問
題
」
前
掲
注

18
）

20
）賀
世
哲
「
関
于
関
于
北
朝
石
窟
千
仏
図
像
諸
問
題
」
前
掲
注

18
）

梁
曉
鵬
『
敦
煌
莫
高
窟
千
仏
図
像
研
究
』
前
掲
注

２
）〔
中
国
文
〕
七
二
〜
八
二

頁

21
）敦
煌
莫
高
窟
第
二
五
四
窟
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
北
魏
中
期
の
四
六
五
年
か
ら
五

〇
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

錦
詩
・
馬
世
長
・
関
友
恵
「
敦
煌
莫
高
窟
北
朝
石
窟
の
時
代
区
分
」
敦
煌
文
物

研
究
所
編
『
敦
煌
莫
高
窟
』
第
一
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
）

22
）梁
曉
鵬
『
敦
煌
莫
高
窟
千
仏
図
像
研
究
』
前
掲
注

２
）

一
三
九
〜
一
四
六
頁

23
）温
玉
成
「
龍
門
古
陽
洞
研
究
」（『
中
原
文
物
』
特
刊
、
一
九
八
五
年
）〔
中
国
語

文
献
〕

24
）賀
世
哲
「
関
于
関
于
北
朝
石
窟
千
仏
図
像
諸
問
題
」
前
掲
注

18
）

25
）『
無
量
寿
経
』
の
五
十
三
仏
に
つ
い
て
は
下
記
論
考
を
参
照
し
た
。

池
田
勇
諦
「
大
経
五
十
三
仏
章
の
意
味
す
る
も
の
」（『
同
朋
大
学
論
叢
』
二
四
・

二
五
、
一
九
七
一
年
）

26
）賀
世
哲
「
関
于
関
于
北
朝
石
窟
千
仏
図
像
諸
問
題
」
前
掲
注

18
）

27
）梁
曉
鵬
『
敦
煌
莫
高
窟
千
仏
図
像
研
究
』
前
掲
注

２
）

三
一
〜
三
四
頁

28
）劉
永
増
「〞
千
仏
囲
繞
式
説
法
図
〝
与

観
仏
三
昧
経

」
前
掲
注

19
）

29
）劉
永
増
「〞
千
仏
囲
繞
式
説
法
図
〝
与

観
仏
三
昧
経

」
前
掲
注

19
）

30
）千
仏
図
像
に
つ
い
て
は
『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
に
依
拠
し
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う

の
が
、
従
前
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
敦
煌
石
窟
に
つ
い
て
は

隋
代
の
千
仏
図
像
に
つ
い
て
、
他
の
仏
典
の
影
響
を
否
定
し
、
こ
れ
を
強
く
主
張

す
る
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
小
山
満
「
敦
煌
隋
代
石
窟
の
特
徴
」
『
創
大
ア
ジ

ア
研
究
』
一
三
、
一
九
九
二
年
）

こ
れ
に
対
し
、
本
論
で
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
敦
煌
第
二
五
四
窟
は
、
傍
題
の
存

在
か
ら
、
仏
名
経
典
に
依
拠
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

地
域
や
時
代
お
よ
び
表
現
方
法
の
異
な
る
千
仏
図
像
の
す
べ
て
を
仏
名
経
典
に
依

拠
す
る
と
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

31
）南
北
朝
期
の
石
窟
の
特
徴
に
つ
い
て
は
下
記
文
献
を
参
照
し
た
。

宿
白
『
中
国
石
窟
寺
研
究
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

宿
白
「
早
期
仏
教
遺
跡
与
石
窟
寺
遺
跡
的
分
布
」『
中
国
仏
教
石
窟
寺
遺
跡：

３

至
８
世
紀
中
国
仏
教
考
古
学
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

劉
策
・
余
増
徳
編
著
『
中
国
的
石
窟
』（
上
海
文
化
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）〔
中

国
語
文
献
〕
九
〜
二
〇
頁

ま
た
、
南
京
・
栖
霞
寺
石
窟
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
を
参
照
し
た
。

符
永
利
「
浅
論
栖
霞
山
石
窟
的
供
養
人
問
題
」（『
長
江
文
化
論
叢
』
二
〇
一
二
年

版
）〔
中
国
語
文
献
〕

項
長
興
「
栖
霞
寺
千
仏
岩
石
窟
滄
桑
」（『
江
蘇
地
方
志
』
二
〇
〇
二
年
第
五
期
）

〔
中
国
語
文
献
〕

項
長
興
「
栖
霞
寺
千
仏
岩
石
窟
尋

仏

題
刻
総
跡
」（『
敦
煌
研
究
』
二
〇
〇
六

年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

32
）広
元
市
文
物
管
理
所
・
成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
・
北
京
大
学
考
古
文
博
学
院

「
広
元
皇
沢
寺
石
窟
調
査
報
告
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
〇
四
年
第
一
期
）〔
中
国
語

文
献
〕

33
）郭
麗
英
（
京
戸
慈
光
訳
）「
中
国
な
ら
び
に
日
本
に
お
け
る
仏
名
の
読
誦
」
牧
田

諦
亮
監
・
落
合
俊
典
編
『
中
国
撰
述
経
典
（
其
之
三
）』
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢

書
第
三
巻
（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

34
）以
上
の
仏
名
経
の
成
立
と
仏
名
信
仰
の
展
開
お
よ
び
下
記
の
徳
美
の
事
例
に
つ
い

て
は
注

33
）文
献
を
参
照
し
た
。

35
）『
続
高
僧
伝
』
巻
第
二
十
九
・
唐
京
師
会
昌
寺
釈
徳
美
伝
八

因
往
太
白
山
誦
仏
名
経
一
十
二
巻
。

行
懺
時
誦
而
加
拝
。
人
以
其
総
持
念
力
功

格
涅
槃
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
〇
巻
六
九
七
頁
上
段
）

36
）『
続
高
僧
伝
』
巻
第
二
十
九
・
唐
京
師
会
昌
寺
釈
徳
美
伝
八

武
徳
之
始
、
創
立
会
昌
。
又
延
而
住
、
美
乃
於
西
院
造
懺
悔
堂
、
像
設
厳
華
堂
宇

宏
麗
、
周
廊
四
注
複
殿
重
敞
。
誓
共
含
生
断
諸
悪
業
、
鎮
長
礼
悔
潔
浄
方
等
。
凡

欲
進
具
必
先
依
憑
、
蕩
滌
身
心
方
登
壇
位
。
又
於
一
時
所
汲
浴
井
忽
然
自
竭
、
徒

衆
駐
立
無
由
洗
懺
。
美
乃
執
爐
臨
井
、
苦
加
祈
告
、
応
時
泉
涌
。
還
同
恒
日
、
時

共
宗
焉
。（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
〇
巻
六
九
七
頁
上
段
）

七
五

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）



37
）『
広
弘
明
集
』
巻
第
一
六
所
収
の
梁
簡
文
帝
の
千
仏
願
文
に
「
而
善
生
一
念
敬
造

千
仏
」（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
二
巻
二
〇
九
頁
上
段
）
と
み
え
る
。

38
）チ
ョ
ン
・
ソ
ニ
ョ
「
六
世
紀
高
句
麗
の
仏
教
信
仰
」
前
掲
注

13
）

39
）以
下
に
摘
要
し
た
『
賢
劫
経
』
の
内
容
と
そ
こ
に
み
え
る
称
名
思
想
に
つ
い
て
は

下
記
の
論
文
を
参
照
し
た
。

畝
部
俊
英
「『
賢
劫
経
』
に
お
け
る
称
名
思
想
」
『
同
朋
大
学
論
叢
』
六
一
、
一

九
八
九
年
）

40
）『
過
去
荘
厳
劫
千
仏
名
経
』

若
有
善
男
子
、
善
女
人
、
聞
是
三
世
三
劫
諸
仏
名
号
、
歓
喜
信
楽
、
称
揚

歎
、

帰
命
頂
礼
、
復
能
書
寫
、
為
他
人

、
或
能
画
作
、
立
仏
形
像
、
或
能
供
養
香
華
、

妓
楽
、
歎
仏
功
徳
、
志
心
作
礼
者
、
勝
用
十
方
諸
仏
国
土
、
満
中
珍
宝
、
純
摩
尼

珠
、
積
至
梵
天
、（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
四
巻
三
七
頁
上
段
）

41
）寧
強
・
胡
同
慶
「
敦
煌
莫
高
窟
第
二
五
四
窟
千
仏
画
研
究
」
前
掲
注

19
）

梁
曉
鵬
「
莫
高
窟
第
二
五
四
窟
千
仏
文
本
的
符
号
学
分
析
」（『
敦
煌
学
輯
刊
』
二

〇
〇
五
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
も
ん
た

せ
い
い
ち

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
一
二
年
十
一
月
六
日
受
理

七
六

高
句
麗
千
仏
信
仰
の
系
譜
（
門
田
誠
一
）


