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撲
仏
毀
釈

の
起

つ
た
原
因
は
、
↓
国
学
の
成
長
、
ゴ
排
仏
論
の

　
.,

.V

ユ

影
響
、
信
憎
侶
の
堕
落

で

あ

る

。

即
ち
徳
川
幕
府
仏
教
政
策

の

仏
教
の
暗
黒
面
に
対
す
る
反
動
と
し
て
起

つ
た

の
で
あ
る
。

　

国
学
は
、
文
献
に

よ
る
古
史
古
文
の
研
究

に
出
発

し
、
復
古
主

義

に
立

つ
て
古
道
惟
神

の
大
道
を
力

説
し
て
、
国
民
精
神

を
興
さ

し
め
る
籌

与
す
る
所
大
で
あ
つ
た
・
本
居
宣
長
⑦
の
古
譱

伝

は
そ
の
第

一
に
挙
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
っ
宣
長

は
自
由
研
究
と

批
判
の
精
神
と
を
重
視

し
、
偽
り
な

い
人
間
の
真
情

こ
そ
尊

い
と

云
う
考
え
方
を
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
平
田
篤
胤
は
古
道
説
を
神

道

と
し
て
体
系
化

し
、
倫
理
的
な
宗
教
運
動
と
し
て
そ
の
宣
教

に

惰
熱
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

国
学
復
古
神
道
の
動
き
は
、
単

に
歴
史
的

思
想
運
動
で
は
な
く
、

我
国
の
歴
史
的

に

一
大
転
換
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
思
想
運
動

で

あ
り
、
近
壁
日
本
に
於
け
る
国
家
思
想

の
動
き
と
み
る

べ
き
も
の

で
あ

つ
て
、
復
古
思
想
が
尊
王
倒
幕
思
想

と
共
に
拡

大
し

つ
つ
あ

つ
た
時
代
で
吻
る
。
篤
胤
は
神
道
を
、

こ
れ
は
す

べ
て
の
人
々
に

お
の
ず
か
ら
そ
な

わ
つ
た
も
の
で
あ
り

、
五
倫

五
常
は
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
具
有
さ
れ

て
い
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
ゆ
く
の
が
神
道
に
随
う
事
で
あ
り
、
上
代
を

「純
固
な
り

し
惟
神

の
道
」
の
損
わ
れ
な
か

つ
た
時

と
し
、
そ
の
為
に
性
の
善

を
説
き
中
庸
の
墓

の
語
を
ひ
い
て
②
孟
子
の
性
善
説
風
の
考
え

を
像
の
め
か
し
た
。
老
子
の
道
家
思
想

を
神
道

に
結
び

つ
け
る
考

え
も
取
り
入
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
切
支

丹
等
の
思
想
も
我

国
の
神
道
と
本
来
の
関
係
を

つ
け
、
日
本
中
心
の
宇
宙
生
成
論
に

ま
で
発

展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

初
期
国
学
の
国
体
論

は
、
封
建
制

・
封
建
的
思
想

に
対
し
て
鋭

い
批
-判
力
を
も

つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
庶
民
と
結
び

つ
い
た
為
、
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遂
に
積
極
性
を
持

ち
得
な
か

つ
た
。

し
か

し
国
学
が
篤
胤

に
ょ

つ

て
代

表
さ
れ
る
時
期

に
入

つ
て
、
国
体
論
を
中

心
と
す
る
思
想
運

動
に
転
化

し
た
の
で
あ
る
。
篤
胤

門
下
で
教
育
さ
れ
た

人
々
に
は
、

幕
末

に
於

て
志
士
と
し
て
活
躍
し
た
者
多

く
、
か
く
て
薗
学

は
新

支
配
者
の
勢
力

内
に
入
り
、
儒
教
国
体
論

と
融
合
、
明
治
維
新
の

理
論

的
源
泉
と
な

つ
た

の
で
あ
る
。
明
治
維
新
に
於
け
る
王
政
.復

古
の
思
想
は
、
篤
胤
に
於

て
す
で

に
成
熟

し

つ
つ
あ

つ
た

の
で
あ

る
。

け
れ
ど
も
か
つ
て
の
批
判
的
な
学
問
の
精
神

は
失
わ
れ
て
、

復
古
主
義

は
排
他
的
な
国
粋
主
義

の
色
彩
を
強
く

し
、
幕
末
の
尊

王

゜
攘
夷
運
動

と
蓉

つ
い
て
・
③
地

方
の
豪
農

゜
郷
士
躄

迎

え
ら
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

徳

川
時
代
の
儒
教
を

は
じ
め
、
圏
学
者
・洋
学
者
等
、
仏
教
撲

撃

的
傾

向
の
な
か
つ
た
も
の
は
絶
無
に
近

い
。
排
撃
の
重
点

は
、
そ

の
思
想

の
出
世
間
性
・非
倫
理
性

・非
科
学
性

・非
日
本
性
、
或

い
は

現
実

に
そ
れ
が
封
建

社
会
に
与
え
る
害
悪
、
ま
た
封
建
経
済
に
対

す
る
重
圧
等
、
必
ず
し
も

一
定
し
て
い
な
か

つ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
か

で
も
社
会
に
最
も
多
く
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
は
儒

者
の
排
仏

論
で

あ
る
・
藤

原
惺
窩

称

羅
山
山

崎
闇
斉
⑤
等
・

い
ず
れ
も
禅

門
よ
り
儒
教

へ
転
向

し
、
儒
学
者
と
し
て
独
立
の
立
場
を
と
り
、

や
が

て
撲
仏
論
を
唱
え
る

に
至

つ
た
人
達

で
あ
る
事
は
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。
排
仏
論

は
、
徳
川
後
期

に
至

つ
て

一
般
的
な
社
会

思
潮
を
形
成
す

る
に
い
た

つ
た
が
、
そ
れ
ら
排
仏
論

に
対
し
て
、

仏
教
禦

ら
も
駁
論
が
な
さ
れ
た
④
が
・
学
問
的
恵

想
的
と
し
て

は
と
も
か
く
、

一
般
的
な
社
会
思
潮
と

し
て
は
、
仏
教

は
は
な
は

だ

し
く
不
利
な
立
場

に
お
か
れ
た
。
撲

仏
論
者

の
中
心
は
、
仏
教

の
出
量
間
性
と
共
に
、
ま
た
僧
侶
の
堕
落
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
遠
因
を
た
ず

ね
る

と
、徳
川
幕
府

の
「
利
用
し
つ
つ
保
護

す
る
」
仏
教
政
策
が
、仏
教

本
来
の
精
神

を
害

し
た
と
云
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
壇
家
鰹
度
と
寺
領
に
よ
る
寺
院
僧
侶
の
特
権
.的
生
括

は
、

一
般
庶
民
の
反
感

・
非
難
の
的

と
な
る
に
及

ん
だ
。
今
そ
の

著
名
な
排
仏

論
者

と
し
て
、
懐
徳
堂
富

永
伸
基
及
び
国
学
者
復
古

神
道

の
完
成
者
で
あ
る
平
田
篤
胤

に

つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
。

懐

徳
堂
と
云
う
の
は
、
幕
府

の
保
護

・
鴻
池
等
富
豪
の
後
援

に

よ
り
、
尼
騎

に
開
か
れ
た
学
問
所

で
あ

る
。
懐
徳
堂
の
思
想
的
基

調

は
朱

子
学
で
あ
る
が

、

し
か

し
他

の
場
合
と
異
る
の
は
、
そ
の

批
判
的

・
合
理
主
義

的
学
風
に
あ
つ
た

。
富
永
伸
基
の
思
想
的
傾

向
は
歴
史
学
的
で
あ

つ
て
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
儒
教

を
鋤
判
し
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た
為

に
破
門
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
所
信

を
ま
げ
ず

「
出
定
後
語
」

を
著

し
た
⑦

の
で
あ
る
。

「
出
定
後
語
」

は
・
仏
教
経
典

の
歴
史

的
研
究
の
成
果
を
二
十

五
章

に
盛
り
、
仏
教

展
開
の
諸
相

を
明
ら

か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
仏
教
論

は
、

こ
れ
ま
で
儒
者
が
仏

教
理
論
を
繊
判
す
る
時
、
出
世
間
的

・
霧
倫
理
的
で
あ
る

と
規
定

し
た

の

に
対
し
て
、
異
色
あ
る
議
論
で
あ
る
。
ま
た
轜
者
が
、
感

清
的

に
仏
教
を
排
せ
ん
と
し
た
に
対
し
、
科
学
的

・
歴
史
的
に
仏

教
を

再
検
討
し
、
且

つ
仏
教
の
現
代
的
意
義
を
明
白
に
せ
ん
と
す

る
熱
意
が
窺
わ
れ
る
。
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
彼
自
身
必

ず
し
も
排
仏
論
者
で
は
な
い
。
た
だ
彼

の
研
究
が
排
仏
論
者
に
利

用
さ
れ
、
そ

の
有
力
な
理
論
的
武
器

と
な

つ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。

平

田
篤
胤
の
排
仏
論
書
と
し
て
は
、

「
出
定
笑
語
」
が
あ
げ
ら

れ
る
。

「
出
定
笑
語
」
の
要
旨
は
序
文

に
、

「
マ
ヅ
第

一
に
天
竺
ノ
圀
ノ
水
土
風
俗

ヨ
ーー
致

シ
テ
、
其
困
ノ

始
メ
ノ
伝
説
由
来
、

マ
タ
釈
迦

一
代

ノ
ア
ラ

マ
シ
、
又

モ
ロ
モ

ロ
ノ
仏
教

一
部

一
冊
ト
シ
テ
、
釈
迦

ノ
マ
コ
ト
ノ
物

デ
ナ
ク
、

残
ラ
ズ
後
人

ノ
記

シ
タ

ル
物
ナ

ル
慥
ナ
論
弁
サ
テ
仏
法
ガ
譌
搦

ヘ
ツ
タ

ハ
リ
、
夫

ヨ
ー2
御
国

ヘ
ッ
タ
ハ
ツ
タ
ル
事

ノ
ア
ラ
ア
ラ
、

マ
タ
御
国

ニ
ア
ル
所

ノ
諸
宗

ノ
始

マ
リ
、
及
ビ
ソ
ノ
宗
旨
宗
旨

ノ
立
カ
タ
、

サ
テ
仏
法
ノ
本
意
、

マ
タ
当
時
世

ニ
ヲ
ル
者

ノ
仏

法
ノ
心
得
方
ナ
ド
ノ
事

ヲ
串

ス
ノ
ろ

ザ
認

」

と
云

っ
て
い
る
。
即
ち
仏
教

は
世
に
害
悪
を
及

ぼ
す
も
の
で
あ
り
、

又
仏

は
B
本
の
神

の
よ
う
に
実
在
の
も
の
で
な
く
、

一
種
の
寓
意

に
す
ぎ
な

い
の
で
、

こ
れ
を
信
仰
し
た

所
で
利
益

に
な
る
は
ず
は

な

い
。
仏
教

は
な
ん
ら
根
拠
の
な

い
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
日
本

の
純
真
な
る
人
情
破
壊
さ
れ
、
貴

い
神

の
道
は
破
壊
さ
れ
た
と
云

う
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に

「神
敵

二
宗
論
」

「悟
道
弁
語
本
」
等

の
書
物
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
書
物

に
於

け
る
意
見
は
彼
の
独
創

で

は
な
く
、
先
人
の
意
見
で
あ
る
。
た
だ

こ
れ
ら
諸
書

に
よ
り
な
が

ら
、
そ
れ
を
多
分
に
誇
張
的

・
神
道
的

に
再
組
織

し
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。

,
.-
.
.

i
l
i

明
治
維
新

に
於
け
る
排
仏
毀
釈

の
原

因
は
、
王
政
復
古

に
よ
る

神
道
圀
教
主
義

に
あ
つ
た
事
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
反

面
仏
教
自
身
に
も
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
多

々
あ
つ
た
事
は
否

定
出
来
な
い
。
撲
仏
論
の
多
く
が
、
仏
教
の

こ
の
面
を
衝
い
た
も

の
が
少
な
く
な
い
。
思
想
的
に
み
て
、
神
道
儒
教
の
影
響
に
大
な

る
も
の
が
あ
つ
た
が
、
同
時
に
寺
院
の
有
り
方
自
体

に
対
す
る
批
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判
も
加
わ

つ
て
い
た

の
で
あ
る
。

4

徳
川
時
代
の
仏
教

の
功
績
面
を
み
る
と
、
仏
教
の
庶
民
浸
透
化

で
あ
る
。
櫨
家
制
度
の
強
化
に
よ
り
、
全
国
的

に
寺
院
と
民
衆
と

の
関
係
が
形
成

さ
れ
、

上
流
社
会
の
み
で
な
く
、
農
民
町
人
階
級

に
も
仏
教
信
仰
が
普
及

し
た
。
特
に
浄
土
宗

・
真
宗

・
日
蓮

宗
等

の
民
衆
教
化
が
顕
著
で
あ

つ
た
。

又
寺
子
屋
教
育
の
仏
教
庶
民
化

笈

ぼ
し
た
髴

も
大
き
く
・
⑧
警

内
容
は
儒
仏
混
合
さ
れ
た

も
の
で
、
封
建
的
教
育
の
特
質
を
発
揮

し
た
も
の
で
あ
る
。

徳
川
幕
府

の
た
く
み
な
仏
教
政
策

に
よ
り
、
仏
數

は
封
建
政
治

の
権
力

統
讎
と
利
用
の
も
と
に
お
か
れ
た
が
、

し
か
し
、
寺
院

は

社
会
的
地
位
と
生
活
安
定
を
保
障

さ
れ
、
籔
家
製
度
に
よ
り

寺
笹

関
係
固
定

し
、
僧
侶
は
教
化
活
動
行
わ
ず
と
も
、

欟
家
の
葬
式

・

仏
事
供
養

を
営
む
事
に
よ

つ
て
僧
侶
と
し
て
の
身
分
を
保
ち
、
世

間
の
人
々
よ
り
尊
崇
を
得

る
事
が
出
来
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
必

然
的
に
仏
教
の
沈
滞

と
僧
侶
の
堕
落
を
招
来

せ
ず

に
は
お
か
な

か

つ
た
の
で
あ
る
・
⑨
即
ち
幕
府
よ
り
の
保
護

・
櫨

家
の
布
施
・
寺

領
の
収
入
に
よ

つ
て
、
多
く
の
僧
侶
は
好
き
気
ま
ま
な
生
活
を

し
、

中
に
は
女
色
糞

に
耽

る
僧
侶
も
あ
つ
て
・
⑩

嵩

の
非
難
を
う

け
る
僧
侶
も
少
な
く
な

か

つ
た
の
で
あ
る
。

仏
教
寺
院
は
世
俗
的
特
権
を
与

え
ら
れ
る
事
に
よ
り
貴
族
化

し
、

壇
家
創

度

6
宗
門
人
別
改
帳
⑭
の
制
度

は
逆
に
仏
教
の
自
由

と
情

熱
を
揶
制

し
、
仏
教
の
形
式
化
及
び
僧

侶
の
堕
落
は
、
民
衆
と
の

間

に
離
反
を
生

じ
、
排
仏
思
想
を
な
す

原
因
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

鴎

俳
仏
毀
釈

は
仏
教
に
対
し
て
、

一
大
痛
棒
で
あ

つ
た
。
そ
れ
は

一
時
的

に
せ
よ
、
広
汎
且

つ
徹
底
的
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な

排
仏
毀
釈
の
激

し
い
嵐

に
対

し
仏
教
徒

は
、
無
反
応

・
無
抵
抗
で

あ

つ
た
わ
け
で
は
な
か

つ
た
。
時
流
に

便
乗

せ
ん
と
す
る
僧
侶
も

少
な
く
な
か

つ
た
が
、
虚
心
に
仏
教
の

旧
弊
を
反
省
し

て
、
徳
川

幕
府
の

「
利
罵
し

つ
つ
保
護
す
る
」
政
策
下

に
あ

つ
た
仏
教
界
の

覚
醒
を
促
し
た
僧
侶
も
あ

つ
た
。

排
仏
毀
釈

に
対
す

る
仏
教
徒
の
直
接

的
な
反
撥
は
、
如

何
に
現

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
排
仏
毀
釈

の
行

過
ぎ
な
、
至

る
所
に
過
激

な
破
壊
的
行
為
を
伴

い
、
民
衆
の
反
感
を
招
来
し
た
の
み
で
な
く
、

僑
仰
上
に
も
種

々
の
混
乱
を
ひ
き
お

こ

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
情
勢

は
、
政
府
の
革
新
政
策
そ

の
も
の
に
対
す

る
批
判
力

や
反
撥

と
も
な

つ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
排
仏
毀
釈
運
動

の
進
展
に
伴

い
、

日
本
の
文
化
を
夥

し
く
破
壊

し
た
の

は
惜

し
む
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べ
き
で
あ
る
が
、
革
新
運
動
と
し
て
は
や
む
を
得

ぬ

こ
と
で
あ
る
。

写
経
仏
教
や
祈
擣
仏
教

に
対
す
る
革
薪

は
、
教
界
内
か
ら
発
生

し

た
が
、
読
経
仏
教
に
対
す
る
革
新

は
、
国
家
政
治
の
方
面
か
ら
ひ

き
お
こ
さ
れ
た
も

の
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
拂
仏

毀
釈

は
沖
し
て
無

意
味
で
は
な
く
、
雨

が
降

つ
て
地
が
固

ま
る
と
云
う
見
地
よ
り
す

　

れ
ば
、
や
が

て
新
仏
教
を
建

設
す
る
素
地
を
与

え
た

と
云
う
事
が

出
来
よ
う
。
あ
ま
り

に
破

壊
に
急
で
あ

つ
た
と

は
云
え
、
教
界
革

新
の
意
味
を
も
た
ら
し
た
点
か
ら
云
え
ば
、
当
然
通
過
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
過
程
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

註ω

道
家
的
な
自
然
の
道
を
付
け
、
神
祖
の
定

め
ら
れ
た
道
と

云

い
、
徂
徠
の
古
学
派
的
考
え
に
接
近

②

神
道
玄
妙
論

玉
だ
す
き

巻
十

⑤

幕
末
の
尊
王
攘
夷
運
動
の
思
想
的
背
景

と
な

つ
た
も
の
に
、

国
学
と
共
に
儒
教

に
贄
け
る
水
戸

学
や
頼
山
陽

の

「
日
本
外

史
」
等
に
代
表
さ
れ
る
史
論

の
流
行
が
あ
る
。

④

地
方
の
農
村
に
於
け
る
国
学
の
有
り
方

に
競

い
て
は
、
島

崎
藤
村
の

「夜
明
け
前
」
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

⑤

宝
基
本
記
の

「神
垂
は
祈
擣
を

以
て
先
と
な
し
、
冥
加
は

正
直
を
以
て
本
と
な
す
」

の
文
を

ひ
い
て
垂
加
神
道

と
称

し

た
。

⑤

僧
文
雄

は

「
菲
出
定
後
語
」

を
以
て
、
ま
た
潮
音
は

「掴

裂
邪
網
論
」
二
巻
を
以
て
、

「
出
定
後
語
」
を
批

難
し
、
南

溪
は

「
角
毛
偶
語
」

五
巻
を
以
て

「草
芽
危
言
」
を
攻
撃
し

て
い
る
。

⑦

「
出
定
後
語
」
の
著
述

は
、

一
七
四
四
年

(延
享
元
年
)

大
乗
非
仏
説
論
を
主
張

⑧

、
寺
子
屋
教
育
が
普
及

し
た

の
は
寛
政
の
頃
か
ら
で
、
寺
子

屋
の
数

は
全
国
で

一
萬

五
千
あ

つ
た
と
伝
え
る

(
日
本
教
育

史
資
料
)

「
甲
賀
郡
志
」
上
巻

第
十
編
教
育
に
は
寺
子
屋

の
数
百

三
箇
所
と
あ
る
。

高
橋
俊
乗

著

「
B
本
教
育
史
」

石
川
謙
繍

「往
来
物
落

穂
集
」
等
参
照

⑨

僧
侶
の
堕
落
は
徳
川
時
代
に
急

に
は
じ
ま

つ
た
事
で
は
な

く
、
す

で
に
室
町
時
代
に
そ
の
端

を
発

し
て
い
る
。

辻
善
之
助
著

「
日
本
仏
教
史

の
研
究
続
編
」
五
四
六
頁

⑩

僧
侶
の
島
原
遊
女
通

い
、
若
衆

歌
舞
伎

へ
の
耽
溺
な
ど
、
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江
戸
文
学
の
題
材
と
な

つ
た
例
も
多

い
。

⑪

「
甲
賀
郡
志
」

上
巻

第
五
編
戸

口

二
六
五
頁
～

二
六
九
頁


