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浄
厳
律
師
の
『
真
言
律
弁
』
に
つ
い
て

藤　

谷　

厚　

生　
　
　

　

浄
厳
律
師
（
一
六
三
九
〜
一
七
〇
二
）
は
、
字
を
覚
彦
と
言
い
、
妙
極
堂
、
瑞

雲
道
人
と
号
し
た
江
戸
初
期
の
真
言
律
の
僧
で
あ
る
。
律
師
は
、
河
内
国
錦
部
郡

鬼
住
村
（
現
在
の
大
阪
府
河
内
長
野
市
神
ガ
丘
）
の
上
田
道
雲
の
子
と
し
て
生
ま

れ
、
幼
少
か
ら
高
野
山
に
登
り
顕
密
を
修
学
し
、
後
に
密
教
の
諸
流
を
研
鑽
統
合

し
て
新
安
祥
寺
流
を
開
創
す
る
な
ど
、
事
相
の
面
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い

る
。
ま
た
、
高
野
山
を
辞
し
た
律
師
は
、
戒
律
復
興
の
気
運
が
高
ま
る
中
、
真
言

律
の
一
派
で
あ
る
神
鳳
寺
派
の
快
円
律
師
か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
、
さ
ら
に
同
派
の

玄
忍
律
師
を
証
明
師
と
し
て
招
請
し
、
泉
州
高
山
寺
で
自
誓
受
具
し
て
比
丘
と
な

る
な
ど
戒
律
の
研
鑽
に
も
勉
め
た
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
は
故
郷
の
父
の

俗
宅
を
改
め
て
延
命
寺
を
創
立
し
、
後
に
江
戸
に
赴
き
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）

に
は
柳
沢
保
明
の
推
挙
に
よ
り
、
幕
府
の
助
力
を
得
て
江
戸
湯
島
に
霊
雲
寺
を
開

創
し
、
自
ら
奨
め
る
如
法
真
言
律
を
唱
導
布
教
し
、
多
く
の
僧
俗
に
授
戒
す
る
な

ど
、
戒
律
の
普
及
と
真
言
密
教
の
教
化
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
そ
う
い
っ
た
江
戸
初
期
の
戒
律
復
興
の
流
れ
の
中
で
、
如
法
真
言
律

を
唱
え
、
関
東
を
中
心
に
真
言
宗
と
戒
律
の
布
教
を
行
っ
た
浄
厳
律
師
に
つ
い
て

の
一
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
特
に
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
真
言
律
弁
』
を
読
み
解
く

こ
と
に
よ
り
、
律
師
が
主
張
す
る
真
言
律
の
特
色
と
戒
律
遵
守
の
在
り
方
を
明
確

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
『
真
言
律
弁
』（
文
献
資
料
）
を
翻
刻

し
て
、
各
節
ご
と
に
語
注
を
付
し
、
解
説
ノ
ー
ト
を
加
え
て
要
旨
を
述
べ
る
。
さ

ら
に
、
末
尾
に
は
資
料
と
し
て
『
江
戸
霊
雲
寺
沙
門
浄
厳
伝
』（
続
日
本
高
僧
伝

所
収
）
の
本
文
を
書
き
下
し
て
翻
刻
し
、
語
注
を
付
け
加
え
た
。

（
凡
例
）

　

本
文
掲
載
に
際
し
て
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
以
下
の
点
を
改
訂
し
た
。

　

一
、
原
文
の
旧
漢
字
は
、
極
力
新
字
体
に
置
き
換
え
た
。

　

二
、
原
文
に
あ
る
振
り
仮
名
は
、
初
出
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
平
仮
名
に
改
め
て
付
し
、

以
下
は
基
本
的
に
省
略
し
た
。
但
し
原
文
に
な
い
振
り
仮
名
も
読
み
に
く
い
も
の

に
は
、
適
宜
現
代
仮
名
遣
い
で
施
し
た
。

　

三
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
片
仮
名
を
改
め
て
平
仮
名
と
し
た
。
但
し
原
文

に
「
申
候
」「
申
し
候
」
な
ど
の
混
在
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
申
候
」
で
統

一
し
た
。

　

四
、
漢
字
の
又
、
亦
を
「
ま
た
」、
皆
を
「
み
な
」、
其
を
「
そ
の
・
そ
れ
」、
此
を
「
こ

こ
、
こ
れ
、
こ
の
」、
也
を
「
な
り
」、
玉
を
「
た
ま
」、
并
を
「
な
ら
び
」
に
と

そ
れ
ぞ
れ
平
仮
名
に
改
め
て
置
き
換
え
た
。

　

五
、
原
文
に
あ
る
割
注
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
（　

）
で
括
っ
て
標
記
し
た
。

　

六
、
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
の
頭
に
＊
を
付
け
、
後
に
そ
の
語
注
を
設
け
た
。

　［
本
文
］

　
　

真
言
律
弁

　
　

霊
雲
寺
開
山
浄
厳
律
師
述　
　
　

*

苾
芻
雲
照
校
刻

キ
ー
ワ
ー
ド
：
浄
厳
律
師
、
如
法
真
言
律
、『
真
言
律
弁
』、
近
世
戒
律
復
興
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真
言
律
宗
の
事
、
御お

尋た
づ

ね
を
蒙か
う
む

り
候そ
ろ

間あ
い
だ

、*

あ
ら
あ
ら*

注
し
進
上
申ま
う
し

候そ
ろ

。

　

一
、
凡お
よ

そ
、
戒か
い

律り
つ

は
諸し
よ

宗し
う

に
通つ
う

ず
る
法ほ
う

に
て
、
諸
出し
ゆ

家つ
け

の*

通
法
に
て
御ご

座ざ

候そ
ろ

。*

天て
ん

竺じ
く

に
て
は
、*

毘び

奈な

耶や

と
申
候
を*

唐
に
は
律
と
申
候
。
律
の
字
を
ば

法
な
り
と
注
し
て
候
。
是こ
れ

則
ち
通
法
の
故
に
御
座
候
。
こ
の
故ゆ
え

に
別
に
律
宗
と

名
づ
く
る
一
宗
あ
る
べ
き
道
理
は
無
く
候
。
さ
れ
ど
も
末ま
つ

世せ

今
世
の
出
家
、
多

く
は*

戒
法
を
守ま
も

ら
ず
候そ
ろ

故ゆ
え

、
無む

戒か
い

の
僧
と
持じ

戒か
い

の
僧
と
紛ま
ぎ

れ
候
。
是
に
依
て
、

そ
の
方
の
宗
は
何
ぞ
と
、
人
の
尋
ね
候
時
は
、*

紛
ら
か
す
ま
じ
き
為
に
、
真

言
律
宗
と
名な

乗の

り
申
候
。
而し
か

も
実
に
は
、
仏
の
法
に*

叶か
な

ひ
た
る
真
言
宗
に
て

御
座
候
。
こ
の
例れ
い

に
て
、
禅ぜ
ん

僧そ
う

の
戒
を
守
り
申
候
を
ば
、
禅
律
と
名
づ
け
、

浄じ
や
う

土ど

宗
の
戒
を
守
り
候
を
ば
、
浄
土
律
と
申
候
へ
ど
も
、
是
も
真
実
に
は
仏ぶ
つ

祖そ

の
掟お
き
て

を
守
り
候 

禅
宗
浄
土
宗
の
分
に
て
御
座
候
。

　

且か
つ

ま
た
末
世
に
至
て
は
、
諸
宗
の*
衣え

体た
い

各か
く

別べ
つ

な
る
様や
う

に
人
み
な
存
じ
候
へ

ど
も
、
仏ぶ
つ

在ざ
い

世せ

よ
り
、*

宗
宗
の
高
祖
た
ち
に
至
る
ま
で
諸
宗
の
僧
、
み
な
一

同
に
布ぬ
の

の*

偏へ
ん

衫ざ
ん

裙く
ん

に
、五
條で
う

、七
條
、大
衣え

（
大
衣
は
九
條
以
下
）
の
三
衣
（
み

な
布
を
以
て
造
り
候
）
に
て
御
座
候
。
絹け
ん

綿め
ん

の
衣こ
ろ
も

、
錦に
し
き

金き
ん

襴ら
ん

の*

袈け

裟さ

を
ば
、

仏ほ
と
け

深
く
誡い
ま
し

め
て
、*

非ひ

法ほ
ふ

の
衣
な
り
と*

呵か
し

責や
く

し
た
ま
ひ
候
。
紋も
ん

の
著つ

き
た

る
衣
、
袈
裟
な
ど
の*

美び

麗れ
い

な
る
を
用
ひ
候
は
、
み
な
末
法
の
凡
夫
、
私
わ
た
く
し

の

*

料り
よ
う

揀け
ん

を
以
て*

著ち
や
く

す
る
に
て
御
座
候
。*

仏
所し
よ

制せ
い

の
袈
裟
は
地ぢ

も
色い
ろ

も
長た
け

幅は
ば

も
縫ぬ
ひ

仕し

立た
て

候
も
、
み
な
悉
く
法ほ
ふ

式し
き

定
ま
り
候
て
、*

毛ま
う

頭と
う

も
私
は
な
ら
ざ
る
事

に
て
御
座
候
。
ま
た*

糞ふ
ん

掃ざ
う

衣え

と
申
す
袈
裟
に
は
、
紋
あ
る
物
も
絹
綿
も
取と
り

集あ
つ
め

め
百
段き
れ

も
千
段き
れ

も
納つ
づ

り
集あ
つ

め
て
用
ひ
候
。
是
は
天
竺
の
国
の
俗
な
ら
は
し

に
て
、

牛
馬
の
嚼か

み
鼠ね
づ
み

の
飡く
ひ

た
る
衣
、
火
に
焼
た
る
衣
、
産さ
ん

婦ふ

死し

人に
ん

の
衣
な
ど
を
ば
、

人
み
な
捨す
て

申
候
故
、
さ
や
う
の
執し
ふ

著ち
や
く

を
離
れ
た
る
物
を
集
め
納
り
て
袈
裟
に

造
り
申
候
て
、
是
を
納な
ふ

の
袈
裟
と
申
候
。
今
時
、
赤あ
か

地ぢ

の
錦
金
襴
の
美
麗
な

る
袈
裟
を
衲な
ふ

の
袈
裟
と
申
す
は
、
誤あ
や
ま

り
伝つ
た

へ
た
る
に
て
候
。
納
と
衲
と
字
同

し
く
候
て
、
補
ひ
綴つ
づ

る
な
り
と
注
し
て
候
。
然し

か

れ
ば
、
糞
掃
衣
は
各
別
の
物

に
て*

美び

好か
う

の
物
に
て
は
之こ
れ

無
く
候
。

　

ま
た
袈
裟
は
、
天
竺
の
言こ
と
ば

、
唐
に
は*

不ふ

正し
や
う

色じ
き

と
翻ほ
ん

し
候
て
、
青
黄
赤
白

黒
の
五
方
の
本
色
を
ば
、
仏
こ
れ
を
誡い
ま
し

め
た
ま
ひ
候
。
青
（
緑
青
の
色
）、

黒
（*

緇し

と
て
涅
染
の
色
）、
木も
く

欄ら
ん

（
赤
黒
交
わ
り
た
る
色
な
り
）
の
三
色
を

以
て
袈
裟
の
色
と
せ
よ
と
示し
め

さ
れ
候
。
是
も
美
麗
の
色
を
ば
、
禁い
ま
し

め
た
ま
ふ

意
に
て
候
。
こ
れ
等
の
事
も
、
み
な
戒
律
の
上
の
事
に
て
諸
宗
一
同
の
法
に

て
御
座
候
。

　（
語
注
）

＊
苾
芻
雲
照
：
苾
芻
はB

hikṣ u

の
音
写
。
具
足
戒
（
二
百
五
十
戒
）
を
受
け
た
二
十
歳
以

上
の
正
式
な
男
性
僧
。
比
丘
と
も
書
く
。
雲
照
律
師（
一
八
二
七
〜
一
九
〇
九
）は
、

真
言
宗
の
律
僧
。
慈
雲
尊
者
の
影
響
を
受
け
、
明
治
十
七
年
に
十
善
会
を
発
足
す

る
な
ど
戒
律
主
義
を
唱
え
た
。

＊
あ
ら
あ
ら
：
粗
粗
。
大
ざ
っ
ぱ
に
行
う
様
。
大
体
。
ざ
っ
と
。

＊
注
し
：
詳
し
く
解
き
明
か
し
て
。

＊
通
法
：
共
通
の
守
る
べ
き
教
え
。

＊
天
竺
：
イ
ン
ド
の
こ
と
。

＊
毘
奈
耶
：V

inaya

の
音
写
。
律
の
こ
と
。
僧
団
で
守
る
べ
き
集
団
規
則
。

＊
唐
：
中
国
の
こ
と
。

＊
戒
法
：
戒
と
はŚīla

で
あ
り
、
仏
教
者
が
守
る
べ
き
戒
め
（
条
項
）。
在
家
は
五
戒
、
出

家
の
沙
弥
は
十
戒
、
さ
ら
に
比
丘
は
（
四
分
律
で
は
）
二
百
五
十
戒
を
守
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
規
定
。

＊
紛
ら
か
す
ま
じ
き
為
に
：
紛
ら
わ
し
く
し
な
い
よ
う
に
。

＊
叶
ひ
た
る
：
適
合
し
て
い
る
。

＊
衣
体
各
別
：
衣
の
体
裁
が
お
の
お
の
別
々
。

＊
宗
宗
：
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
。

＊
偏
衫
裙
：
偏
衫
﹇
褊
衫
﹈
と
裙
。
袈
裟
の
下
に
着
る
衣
で
、
偏
衫
は
襟
や
袖
の
つ
い
た

上
半
身
に
着
る
衣
で
あ
り
、
裙
は
下
半
身
に
着
る
衣
で
あ
る
。

＊
袈
裟
：K

aṣ aya
の
音
写
。
赤
褐
色
の
意
で
、
染
衣
・
壊
色
な
ど
と
訳
す
。
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＊
非
法
の
衣
：
仏
の
意
に
適
っ
て
い
な
い
衣
。

＊
呵
責
：
厳
し
く
し
か
る
こ
と
。

＊
美
麗
な
る
：
美
し
く
綺
麗
な
様
。

＊
料
揀
：
は
か
り
え
ら
ぶ
こ
と
。
料
簡
。
考
え
。
思
慮
。

＊
著
す
る
：
着
す
る
。
着
る
。

＊
仏
所
制
の
：
仏
が
制
定
せ
ら
れ
た
。

＊
毛
頭
も
：
少
し
も
。

＊
糞
掃
衣
：
ぼ
ろ
布
を
洗
っ
て
つ
づ
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
袈
裟
。
衲
衣
。

＊
美
好
の
物
：
見
て
美
し
く
好
ま
し
い
も
の
。

＊
不
正
色
：
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
な
ど
の
混
じ
り
け
の
な
い
色
を
正
色
と
言
い
、
そ
れ

以
外
の
混
じ
っ
た
色
。
雑
色
、
壊
色
と
も
言
う
。
如
法
と
し
て
は
、
似
黒
、
似
青
、

似
赤
の
三
系
色
を
用
う
。

＊
緇
と
て
涅
染
の
色
：
緇
は
、
黒
色
、
僧
侶
の
衣
を
さ
す
。
涅
染
の
色
と
は
、
黒
い
泥
で

染
め
た
色
。

　［
解
説
ノ
ー
ト
］

　
　

真
言
律
宗
と
衣
体
に
つ
い
て

　

本
文
は
、
幕
府
側
か
ら
真
言
律
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
答
申

と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
浄
厳
律
師
が
「
凡
そ
、
戒

律
は
諸
宗
に
通
ず
る
法
に
て
、諸
出
家
の
通
法
に
て
御
座
候
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

戒
律
は
仏
教
の
諸
宗
派
に
共
通
の
教
え
（
規
則
）
で
あ
っ
て
、
出
家
者
な
ら
ば

誰
し
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
敢
え
て
単

独
に
「
律
宗
」
と
い
う
戒
律
だ
け
を
標
榜
す
る
宗
派
を
立
て
る
必
要
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
末
世
に
な
っ
た
今
日
で
は
、
戒
律
を
守

る
出
家
者
が
少
な
く
、
他
者
か
ら
何
宗
で
あ
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
戒
律
を

守
ら
な
い
無
戒
の
僧
と
、
こ
れ
を
厳
守
す
る
持
戒
の
僧
と
を
明
確
に
峻
別
す
る

と
い
う
上
で
、
敢
え
て
「
真
言
律
宗
」
と
名
乗
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、

真
言
律
宗
と
は
言
う
も
の
の
、
所
謂
律
宗
で
は
な
く
、
実
際
は
仏
陀
の
説
か
れ

た
教
え
（
規
律
）
に
適
っ
た
真
言
宗
の
意
で
あ
る
。
当
時
、
戒
律
復
興
の
波
は

他
宗
に
も
及
び
、
禅
宗
で
戒
律
を
厳
守
す
る
者
を
禅
律
と
、
ま
た
浄
土
宗
で
専

ら
戒
律
を
遵
守
す
る
者
を
浄
土
律
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
真
言
律
も
全

く
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
、
こ
こ
で
は
真
言
律
宗
の
定
義
を
し
て

い
る
。

　

次
に
、
出
家
者
の
衣
体
（
衣
の
体
裁
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
末
世
で
は
、

衣
体
は
宗
派
に
よ
っ
て
別
々
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
在
世
の
時
代
か
ら
イ
ン

ド
、
中
国
で
の
各
宗
派
の
高
祖
の
時
代
は
、
み
な
偏
衫
裙
で
あ
っ
た
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
偏
衫
裙
と
は
、
偏
衫
は
上
衣
で
あ
り
、
裙
は
ス
カ
ー
ト
状
の
下
衣

で
あ
る
。
唐
代
あ
た
り
か
ら
、
直じ
き

綴と
つ

が
流
行
る
が
、
こ
れ
は
正
式
な
装
束
で
は

な
く
、律
の
規
則
に
適
っ
た
正
式
な
出
家
者
の
衣
装
は
、偏
衫
裙
に
三
衣
（
五
条
、

七
条
、
大
衣
の
袈
裟
）
を
着
す
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
衣

の
素
材
に
し
て
も
、
絹
や
金
襴
の
袈
裟
は
非
法
で
あ
る
と
し
、
紋
の
付
い
た
袈

裟
や
、
華
美
な
袈
裟
は
、「
み
な
末
法
の
凡
夫
、
私
の
料
揀
を
以
て
著
す
る
に

て
御
座
候
。」
と
言
っ
て
、
律
師
は
こ
こ
で
戒
律
に
違
犯
し
て
い
る
華
美
な
僧

風
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
昨
今
で
は
美
麗
な
衲
の
袈
裟
（
衲
衣
）
を
着
て

い
る
が
、
本
来
は
ぼ
ろ
布
を
綴
っ
た
糞
掃
衣
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
衣
の

色
も
青
、
黒
、
木
欄
の
不
正
色
（
壊
色
）
が
戒
律
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本

来
こ
れ
は
諸
宗
に
共
通
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

［
本
文
］

　

一
、
戒
律
は
諸
宗
に
通
じ
候
と
申
す*

子し

細さ
い

は
、
仏
説
の
あ
り
め
を
申
さ
ば
、

在ざ
い

家け

の
仏ぶ
つ

弟で

子し

、
尚な
お

以
て*

五
戒
、
八は
つ

斎さ
い

戒か
い

、
十
善
戒
を
受
け
持た
も

ち
候
。
況い
は
ん

ん

や
出
家
に
て
戒
を
受う

け
護ま
も

ら
ず
と
云
ふ
事
あ
る
べ
く
候
は
ん
や
。
御
賢け
ん

察さ
つ

あ
る

べ
く
候
。
況
ん
や
頭か
う
べ

を
剃そ

り
、
衣
袈
裟
を
著
す
る
は
、
み
な
戒
律
の
法
に
て

御
座
候
。
ま
た
日
本
の
僧
の*

女に
よ

犯ぼ
ん

肉に
く

食じ
き

い
た
さ
ず
候
も
、
女
犯
せ
ざ
る
は*

婬い
ん



藤　谷　厚　生

二
〇

戒か
い

の
一
分ぶ
ん

、*

肉
食
せ
ざ
る
は
梵ぼ
ん

網ま
う

経ぎ
や
う

の
五
十
八
戒
の
中
の
一
に
て
、
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

に
て
候
。
ま
た
今
時
、
午う
ま

の
時
よ
り
後
に
食
す
る
を
非ひ

時じ

と
申
す
も
、
一
切
の

出
家
は*

斎さ
い

戒か
い

を
守
り
候
て
、
午う
ま

の
時
よ
り
前
に
食
し
て
、
そ
れ
よ
り
後の
ち

、
夜よ

暁あ
く

る
ま
で
は
、
都す
べ

て
食
せ
ぬ
法
式
に
て
候
。
然
る
故
、
食
す
べ
き
時
に
あ
ら
ず

と
云
ふ
意
に
て
、
経
に
非ひ

時じ

食じ
き

と
説
き
た
ま
ひ
候
。
そ
れ
を
語
り
伝
へ
て
非
時

と
申
候
。
是
に
て
戒
律
の
諸
宗
に
通
じ
候
事
を
、
御
料
揀
仰あ
ほ
ぎ

奉
た
て
ま
つ

り
候
。

　

一
、
凡
そ
釈し
や

迦か

如に
よ

来ら
い

一
代
五
十
年
の
説
法
は
、
戒
と
定ぢ
や
う

と
慧え

と
の*

三
学

を
教を
し

へ
た
ま
ふ
よ
り
外ほ
か

は
之
無
く
候
。
そ
の
中
に
宗し
う

を
立た
つ

る
事
は
、
慧え

学が
く

の

方
に
て
戒
学
と
定
学
と
に
は
、
依よ

り
申
さ
ず
候
。
そ
れ
も
猶な
ほ

、*

根こ
ん

本ぽ
ん

の
仏
説

は
一
味み

の
法ほ
う

雨う

（
法
華
経
の
文
）
と
て
宗
宗
の
替か
は

り
め
は
之
無
く
候
。
後
代

に
天
竺
、
大だ
い

唐た
う

の
祖そ

師し

そ
れ
ぞ
れ
に
宗
を
建た
て

ら
れ
候
。
日
本
に
伝
は
り
候 

諸

宗
の
内
、*

倶く

舎し
や

、
成じ
や
う

実じ
つ

の
二
宗
は
小
乗
に
て
候
。
天
竺
の
小
乗
を
学が
く

す
る

僧
は
、大
乗
の
諸
経
は
仏
説
に
は
非
ず
と
存
じ
候
故
、大
乗
を
ば
捨
て
学
せ
ず
。

一
切
経
の
中
に
、
唯た

だ*

四
部
の
阿あ

含ご
ん

経き
よ
う

と
発ほ
つ

智ち

論ろ
ん

、
六
足そ
く

論
（
六
部
あ
り
）、

毘び

婆ば

沙し
や

論
、
倶
舎
論
等
の
諸
論
を
学
し
て*

阿あ

毘び

曇ど
ん

宗し
ふ

を
建
立
し
候
。
日
本
に

て
は
、
是
を
倶
舎
宗
と
名
づ
け
候
て
、
南
都
の
法ほ
つ

相そ
う

宗
の
僧
、
三
井
寺
の
僧
、

是
れ
を
兼
学
し
候
。
次
に
成
実
宗
は
、
天
竺
の*

師し

子し

鎧が
い

尊そ
ん

者じ
や

、
成
実
論
を
造

て
経き
よ
う

部ぶ

宗
を
立
ら
れ
し
よ
り
始
ま
り
、
遂
に
日
本
に
伝
へ
て
東
大
寺
の
華け

厳ご
ん

、
三さ
ん

論ろ
ん

、
二
宗
の
僧
、
こ
れ
を
兼
学
し
候
。（
已
上
、
小
乗
の
二
宗
）*
大

乗
の
諸
宗
の
中
に
法
相
宗
に
は
、
有う

教き
よ
う

（
初
時
）
空く
う

教
（
第
二
時
）
中ち
ゆ
う

道だ
う

教
（
第
三
時
）
の
三
時
教
を
以
て
、
仏ほ
と
け

一
代
の
大
小
乗
の
経
論
を
分
別
し
て

一
宗
を
立
て
候
。
次
に
三
論
宗
に
は
、
声し
よ
う

聞も
ん

、
菩
薩
の
二
蔵ざ
う

、
な
ら
び
に
根こ
ん

本ぽ
ん

法ほ
う

輪り
ん

、
枝し

末ま
つ

法
輪
、
摂せ
ふ

末ま
つ

帰き

本ほ
ん

法
輪
の
三
転て
ん

法
輪
を
以
て
、
大
小
乗
の
経

論
を
判
断
し
て
一
宗
を
建
て
候
。
次
に
天
台
宗
に
は
三
蔵
教
、
通つ
う

教
、
別べ
つ

教
、

円え
ん

教
の
四
教
を
以
て
、
仏
一
代
の
説
を
判は
ん

摂せ
ふ

し
て
一
宗
を
立
て
候
。
次
に
華

厳
宗
に
は
、
愚ぐ

法ほ
う

小
乗
、
大
乗
始し

教
、
大
乗
終し

ふ

教
、
大
乗
頓と

ん

教
、
一
乗
円
教

の
五
教
を
以
て
大
小
乗
の
経
論
を
分ぶ
ん

判は
ん

し
て
一
宗
を
建
て
候
。
次
に
真
言
宗

に
は
、
弘
法
大
師
、
大
日
経
に
依
て
十
住
心
を
立
て
世せ

間け
ん

の
孔こ
う

子し

、
老ろ
う

子
、

荘そ
う

子
の
教
よ
り
、
小
乗
大
乗
、
真
言
密
教
ま
で
を
判
断
し
て
一
宗
を
立
て
候
。

凡
そ
仏
法
に
於お
い

て
宗
を
建
立
し
候
に
は
、
必
ず
諸
経
論
を
分
別
し
て
立
る
法

に
て
御
座
候
。*

是
を
慧
学
と
申
す
は
、
智ち

慧え

を
以
て
諸
経
論
の
義ぎ

理り

の
浅せ
ん

深じ
ん

を
分わ
か
ち

て
宗
を
立
る
故
に
慧
学
と
名
づ
け
候
。（
已
上
、
慧
学
）

　

次
に
、*

定
学
と
云
ふ
は
、
坐ざ

禅ぜ
ん

し
て
心
を
静し
づ

め
妄ま
う

想ぞ
う

を
止や

め
て
、
真
実
の

理
を
悟
る
修
行
に
て
候
。
是
に
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
候
。
四
禅
、
四
無
色し
き

定じ
や
う

、

欲よ
つ

界か
い

定
、
無む

心し
ん

定
な
ど
は
、
天
竺
の
世
間
の
外げ

道だ
う

も
能
く
修
行
仕
つ
か
ま
つ

り
候
。
仏

法
の
中
に
小
乗
の
人
は
、
右
の
禅
定
の
上
に
数す

息そ
く

観く
わ
ん

、
慈じ

悲ひ

観
、
不ふ

浄じ
や
う

観
、

念ね
ん

仏ぶ
つ

観
、
因い
ん

縁ね
ん

観
、
九く

想そ
う

、
八は
ち

念ね
ん

、
八
背は
い

捨し
や

、
九
次し

第だ
い

定じ
よ
う

、
十
一い
つ

切さ
い

入に
ふ

等
の

禅
定
を
行
じ
候
。
大
乗
に
は
、
上
の
定
の
外
に
二
十
五
三さ
ん

昧ま
い

、
百
八
三
昧
等
の

無
量
の
三
昧
を
修
行
し
候
。
真
言
宗
に
は
、
阿あ

字じ

観く
わ
ん

、
月ぐ
わ
ち

輪り
ん

観く
わ
ん

等
の
さ
ま

ざ
ま
の
禅
観
御
座
候
。
そ
の
外
、
護ご

摩ま

行ぎ
よ
う

法ぼ
う

の
始
終
、
一
と
し
て
禅
観
に
非

ざ
る
こ
と
は
無
く
候
。（
已
上
、
定
学
）

　（
語
注
）

＊
子
細
：
細
か
い
事
情
。
詳
細
。

＊
五
戒
、
八
斎
戒
、
十
善
戒
：
次
頁
﹇
ノ
ー
ト
﹈「
戒
律
を
守
る
重
要
性
」
を
参
照
。

＊
女
犯
肉
食
：
女
性
と
性
的
交
渉
を
す
る
こ
と
と
肉
を
食
す
る
こ
と
。

＊
婬
戒
：
梵
網
経
の
十
重
禁
戒
の
一
つ
で
あ
る
婬
戒
。
僧
は
女
性
と
性
交
渉
を
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
禁
戒
。
ま
た
は
、
沙
弥
の
十
戒
の
内
の
不
婬
の
戒
。

＊
肉
食
せ
ざ
る
：
梵
網
経
の
軽
戒
の
一
つ
で
あ
る
肉
食
戒
。
僧
は
肉
食
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
戒
。

＊
斎
戒
：
斎
と
は
身
を
つ
つ
し
む
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
午
後
よ
り
翌
朝
日
の
出
ま
で
、
食

事
を
取
ら
ず
慎
む
不
非
時
食
の
戒
を
指
す
。不
非
時
食
戒
は
、在
家
が
一
日
に
限
っ

て
守
る
八
斎
戒
に
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
僧
は
長
斎
で
あ
り
午
後
は
食
事
を
し
な



浄厳律師の『真言律弁』について

二
一

い
。

＊
三
学
：
仏
教
修
行
者
が
修
め
る
べ
き
三
種
の
実
践
徳
目
。
戒
学
と
定
学
と
慧
学
。
戒
学

と
は
、
戒
律
を
学
び
遵
守
す
る
。
定
学
と
は
、
止
観
や
坐
禅
な
ど
の
禅
定
を
実
践

す
る
。
慧
学
で
は
、
智
慧
を
完
成
し
悟
り
を
得
る
。

＊
根
本
の
仏
説
は
一
味
の
法
雨
・・：『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
第
五
に
「
仏
の
平
等
の
説
は
、

一
味
の
雨
の
如
く
な
る
に
、
衆
生
の
性
に
随
っ
て
、
受
く
る
所
、
同
じ
か
ら
ざ
る

こ
と
、
彼
の
草
木
の
稟う

く
る
所
、
各
お
の
お
の

、
異
る
が
如
し
。・
・
」（
岩
波
文
庫
『
法

華
経
』
上
・
二
八
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
釈
尊
の
説
か
れ
た
教
え
は
一
つ

で
あ
り
、
宗
派
の
別
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
教
え
を
受
け
る
側
の
解
釈
の
異

に
よ
っ
て
、
宗
派
の
別
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
。

＊
倶
舎
、
成
実
の
二
宗
：
倶
舎
（
宗
）
は
、
根
本
一
切
有
部
の
論
書
で
あ
る
『（
阿
毘
達
磨
）

倶
舎
論
』
や
、
そ
の
注
釈
書
を
中
心
と
し
て
、
諸
法
（
諸
現
象
）
を
研
究
す
る
学

派
。
成
実
（
宗
）
は
、『
成
実
論
』
を
中
心
に
、
空
を
分
析
的
に
研
究
す
る
学
派
。

い
ず
れ
も
、
小
乗
の
部
派
で
あ
る
。

＊
四
部
の
阿
含
経
と
発
智
論
、
六
足
論
・
・
：
四
阿
含
（
長
阿
含
・
中
阿
含
・
増
一
阿
含
・

雑
阿
含
）
と
阿
毘
達
磨
発
智
論
、
六
足
論
（
集
異
門
足
論
・
法
蘊
足
論
・
施
設
論
・

界
身
足
論
・
識
身
足
論
・
品
類
足
論
）
の
根
本
説
一
切
有
部
の
所
依
の
経
論
。

＊
阿
毘
曇
宗
：
小
乗
部
派
の
根
本
説
一
切
有
部
の
こ
と
。
阿
毘
曇
と
は
、Abhidharm

a

（
阿

毘
達
磨
）
の
音
写
で
あ
り
、
対
法
（
真
理
を
対
観
す
る
）
の
意
で
あ
る
が
、
専
ら

論
書
を
指
す
。

＊
師
子
鎧
尊
者
：
訶
梨
跋
摩
（H

arivarm
an

）
の
こ
と
。
中
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
の
出
身

（
4
Ｃ
）。
小
乗
か
ら
大
乗
に
転
じ
、
成
実
論
（
二
百
二
品
）
を
著
す
。
後
、
マ
ガ

ダ
国
の
国
師
と
な
る
。

＊
大
乗
の
諸
宗
の
中
に
・
・
：
大
乗
諸
宗
の
教
相
判
釈
。
こ
こ
で
は
、
法
相
宗
の
有
・
空
・

中
の
三
時
教
判
、
三
論
宗
の
二
蔵
・
三
転
法
輪
の
教
判
、
天
台
宗
の
四
教
儀
、
華

厳
宗
の
五
時
教
判
、
真
言
宗
の
十
住
心
の
教
判
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

＊
是
を
慧
学
と
申
す
は
：
こ
こ
で
は
、
各
宗
に
お
け
る
教
判
に
従
い
、
所
依
の
経
論
を
研

究
す
る
こ
と
が
慧
学
で
あ
る
と
意
義
づ
け
て
い
る
。

＊
定
学
と
云
ふ
は
：
こ
こ
で
は
坐
禅
、
冥
想
の
実
践
修
行
を
定
学
と
し
て
、
各
禅
観
を
列

挙
。

［
ノ
ー
ト
］

　
　

戒
律
を
守
る
重
要
性

　

前
説
で
、
戒
律
は
諸
宗
派
に
共
通
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
戒
律
の
あ
り

方
か
ら
言
え
ば
、
在
家
は
五
戒
（
不
殺
生
戒
・
不
偸
盗
戒
・
不
邪
淫
戒
・
不
妄

語
戒
・
不
飲
酒
戒
）、
八
斎
戒
（
五
戒
と
不
歌
舞
観
聴
不
着
華
香
戒
・
不
坐
高

大
床
戒
・
不
非
時
食
戒
）、
十
善
戒
（
不
殺
生
戒
・
不
偸
盗
戒
・
不
邪
淫
戒
・

不
妄
語
戒
・
不
綺
語
戒
・
不
悪
口
戒
・
不
両
舌
戒
・
不
慳
貪
戒
・
不
瞋
恚
戒
・

不
邪
見
戒
）
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
、
出
家
者
は
頭
を
剃
り
、
衣
・
袈

裟
を
着
る
の
は
戒
律
の
規
定
か
ら
当
然
で
あ
り
、
女
犯
（
不
婬
）
や
肉
食
を
し

な
い
の
も
梵
網
経
に
説
か
れ
た
菩
薩
戒
で
あ
り
、
午
後
に
食
事
を
取
ら
な
い
非

時
食
も
諸
宗
派
に
共
通
の
戒
律
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
戒
律
の
厳
守
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

　
　

三
学
こ
そ
仏
教

　

次
に
、釈
尊
の
一
代
の
教
え
の
根
本
は
、偏
に
戒
、定
、慧
の
三
学
で
あ
っ
て
、

仏
教
は
三
学
に
極
ま
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
仏
教
で
宗
派
を
立
て
る
の
は
、

慧
学
の
範
疇
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
戒
学
と
定
学
の
範
疇
で
は
、
宗
派
は
立
て

な
い
の
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
本
来
仏
陀
の
説
か
れ
た
教
え
は
一
つ
で
あ

り
、
宗
派
の
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
脱
宗
派
的
な
原
点
回
帰
の
仏
教

の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。
以
下
、
我
が
国
へ
の
仏
教
流
伝
の
立
場
を
説
明
し
、

倶
舎
宗
、
成
実
宗
は
小
乗
の
宗
派
で
あ
り
、
イ
ン
ド
で
は
小
乗
の
学
徒
は
、
大

乗
経
典
は
仏
説
で
は
な
い
の
で
、
大
乗
を
否
定
し
て
学
ば
な
い
と
判
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
興
味
深
い
の
は
小
乗
側
の
大
乗
非
仏
説

4

4

4

4

4

を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
各
宗
派
で
の
教
相
判
釈
を
述
べ
、
以
下
に
法
相
宗
の
有
・
空
・
中
の

三
時
教
判
、
三
論
宗
の
声
聞
、
菩
薩
の
二
蔵
お
よ
び
根
本
法
輪
、
枝
末
法
輪
、

摂
末
帰
本
法
輪
の
三
転
法
輪
の
教
判
、
ま
た
天
台
宗
の
四
教
儀
、
華
厳
宗
の
五
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二
二

時
教
判
を
、
最
後
に
真
言
宗
の
十
住
心
の
教
判
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
凡
そ
仏
教

で
宗
派
を
立
て
る
時
は
、
必
ず
諸
経
論
を
分
別
し
て
教
相
判
釈
と
し
て
自
宗
の

綱
要
を
述
べ
る
の
が
筋
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、「
諸
経
論
の
義
理

の
浅
深
を
分
ち
て
宗
を
立
る
故
に
慧
学
と
名
づ
け
候
。」
と
言
う
よ
う
に
、
教

相
判
釈
を
し
て
宗
派
を
立
て
る
の
は
、
い
わ
ば
諸
経
論
の
趣
意
の
浅
い
深
い
を

智
慧
に
よ
っ
て
判
別
す
る
教
学
の
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
慧
学
と
名
づ
け
ら

れ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
定
学
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
定
学
と
は
坐

禅
し
て
妄
想
を
止
め
て
、
真
実
理
を
悟
る
修
行
で
あ
る
と
定
義
づ
け
、
数
息
観
、

慈
悲
観
な
ど
の
所
謂
五
停
心
観
な
ど
の
ほ
か
、
こ
こ
で
は
大
小
乗
さ
ま
ざ
ま
な

禅
観
、
観
法
を
列
挙
し
て
い
る
。
特
に
、
真
言
宗
の
禅
観
と
し
て
阿
字
観
、
月

輪
観
な
ど
を
挙
げ
、
真
言
の
護
摩
の
行
法
も
す
べ
て
禅
観
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。

［
本
文
］

　

次
に
、*

戒
学
と
云
ふ
は
、
在
家
は
五
戒
、
八
斎
戒
、
十
善
戒
を
持た
も

ち
、
出

家
は
沙し
や

弥み

は
、
八
斎さ
い

戒
、
十
戒
を
受
け
、
比び

丘く

は
二
百
五
十
戒
を
受
け
候
。
是

を
ば
、律
儀
戒
と
申
し
て
、悪あ
く

を
息や

む
る
戒
に
て
候
。
ま
た
瑜ゆ

伽が

論
の
四
十
七
戒
、

梵
網
経
の
五
十
八
戒
等
は
摂せ
ふ

善ぜ
ん

法ぽ
う

戒か
い

、
饒に
よ
う

益や
く

有う

情じ
よ
う

戒
と
名
づ
け
て
、
諸
の
善

を
作な

し
、
衆し
ゆ

生じ
よ
う

を
利り

益や
く

す
る
戒
に
て
候
。*

是
の
三
を
菩
薩
の
三さ
ん

聚じ
ゆ

浄じ
よ
う

戒
と

申
候
。
然
る
を
、
倶
舎
宗
、
成
実
宗
に
は
、
小
乗
の
宗
な
れ
ば
、
律
儀
戒
ば
か

り
を
受
け
候
。
法
相
、
三
論
、
天
台
、
華
厳
、
真
言
、
禅
、
浄
土
の
七
宗
に
は
、

大
乗
の
宗
な
れ
ば
、
三
聚
浄
戒
を
悉
く
持
ち
候
。
但た
だ

し
、
真
言
宗
に
は
三
聚
浄

戒
の
外
に
、*

三さ
ん

摩ま

耶や

戒
を
加
へ
て
受
け
持
ち
候
。
こ
こ
を
以
て
戒
律
は
諸
宗

に
通
ず
と
申
す
事
に
て
御
座
候
。
古
い
に
し
へ

、
聖し
や
う

武む

天て
ん

皇の
う

の
御ぎ
よ

宇う

に
、
大
唐
の*

鑑が
ん

真じ
ん

和く
わ

尚し
よ
う

、
来ら
い

朝ち
よ
う

せ
ら
れ
候
。
天
皇
、
即す
な
は

ち
和
尚
に
勅ち
よ
く

し
て
、
東
大
寺
大
仏

殿
の
前
に
戒か
い

壇だ
ん

を
建
立
し
、
天
皇
な
ら
び
に
皇
后
、
太
子
、
先
づ*

菩
薩
戒
を

受
け
た
ま
ふ
。
そ
の
外
、和
尚
を
師し

と
し
て
菩
薩
戒
を
受
る
者
、四
百
余
人
な
り
。

そ
の
後
、
そ
の
戒
壇
を
大
仏
殿
の
西
に
移う
つ

さ
る
。
即
ち
今
の
戒
壇
院
、
是
な
り
。

そ
の
外
、
下し
も

野つ
け
の

国く
に

の
薬や
く

師し

寺
、
筑ち
く

前ぜ
ん

国の
く
に

の
観
世
音
寺
に
も
戒
壇
を
建
て
ら
る
。

さ
て
、
畿き

内な
い

近
国
の
僧
は
、
天
子
に
奏さ
う

聞も
ん

し
、*

度ど

牒て
ふ

を
賜た
ま

は
り
て
、
東
大
寺

の
戒
壇
に
於
て
十
人
の
比
丘
を
請し
よ
う

じ
て
、*

具ぐ

足そ
く

戒
（
二
百
五
十
戒
を
律
儀
と

す
）
を
受
け
て
比
丘
と
な
り
、*

五ご

夏げ

と
申
し
て
五
年
の
間あ
い
だ

、
戒
学
を
究き
わ

め
て
、

そ
の
後
、
面め
ん

面め
ん

の
宗
を
学
し
候
。
弘
法
大
師
の
遺ゆ
い

告ご
う

（
一
巻
あ
り
、
秘
書
な
り
）

に
も
、
高
野
山
に
住
し
候
僧
は
、
先
づ
東
大
寺
の
戒
壇
に
し
て
具
足
戒
を
受
く

比
丘
と
成
て
後
、
三
年
の
間
、
戒
学
せ
し
め
、
そ
の
後
、
高
野
山
の
衆し
ゆ

徒と

に
成な

し
て
、
真
言
を
学
せ
し
め
よ
と
記
せ
ら
れ
候
故
、
高
野
の
僧
も
昔
は
比
丘
の
戒

を
受う
け

持た
も

ち
候
。
然
る
に
、
中
古
已い

来ら
い

は
戒
学
を
受
く
る
事
は
無
く
候
へ
ど
も
、

唯た
だ

今
に
至
る
ま
で
、
高
野
山
に
て
小
児
の
髪か
み

を
剃
て
、
即
ち
衆し
ゆ

に
入
れ
候
時
は
、

生
年
十
九
歳
受
戒
東
大
寺
住
山
三
箇
年
と
三
行
書か

き
た
る
折お
り

紙が
み

を
、
そ
の*

新し
ん

発ぼ

意ち

の
師
の
方
よ
り
、
衆
中
へ
出
し
候
。
是
れ
そ
の*

遺ゆ
い

風ふ
う

に
て
御
座
候
。
さ

て
ま
た*

観
世
音
寺
、
薬
師
寺
の
両
戒
壇
に
て
も
、*

鎮ち
ん

西ぜ
い

、
東
国
の
諸
宗
の
僧
、

み
な
比
丘
の
戒
を
受
け
て
、
五
夏
過
ぎ
て
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
を
学
し
候
ひ
き
。

そ
の
後
、
鑑
真
和
上
ま
た
和わ

州し
う

の
唐た
う

招せ
う

提だ
い

寺
に
戒
壇
を
建
て
ら
れ
候
。
然
る
に
、

中
古
已
来
は
諸
宗
の
僧
、
み
な
先
づ
比
丘
の
戒
を
受
く
る
事
は
、
廃は
い

絶ぜ
つ

し
候
へ

ど
も
、
猶な
ほ

戒
律
の
作
法
ば
か
り
は
残の
こ

り
候
て
、
諸
宗
な
べ
て
出
家
仕
り
候
時
、

必
ず
沙
弥
の
十
戒
を
受
け
候
。
凡
そ
、
諸
宗
の
僧
、
み
な
先
づ
具
足
戒
を
受
て

比
丘
と
成
り
候
事
は
、
和
漢
両
朝
の
諸
宗
の
僧そ
う

伝で
ん

、
そ
の
外
、
東
大
寺
の*

凝
ぎ
よ
う

然ね
ん

国
師
の
三
国
伝
通
記
に
委く
は

し
く
見
え
て
候
。

　

ま
た
、
洛
東
の
泉せ
ん

涌ゆ

寺
は
、
人
み
な
四
宗
兼
学
と
申
候
へ
ど
も
、
彼
の
開
山

*

俊し
ゆ
ん

芿じ
よ
う

律
師
よ
り
こ
の
か
た
、
台
密
禅
浄
土
の
四
宗
の
外
に
戒
律
を
受
け
護

り
候
。
若も

し
、律
を
一
宗
と
立
て
申
候そ
う
ら

は
ば
、五
宗
兼
学
と
申
す
べ
き
事
に
候
。

ま
た
、
上こ
う
ず

野け
の

国く
に

新に
つ

田た

の
長
楽
寺
は
、
開
山*

栄
朝
上
人
よ
り
已
来
、
三
宗
兼
学
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二
三

と
申
候
へ
ど
も
、
台
密
禅
の
三
宗
の
外
に
、
栄
朝
上
人
戒
律
を
守
ら
れ
候
。
沙し
や

石せ
き

集し
う

等
に
分
明
に
御
座
候
。
是
ま
た
律
を
一
宗
と
し
候
は
ば
、
四
宗
兼
学
と
申

す
べ
き
事
に
て
御
座
候
。
ま
た
、
仁に
ん

和な

寺
の*

濟さ
い

暹せ
ん

僧そ
う

都ず

は
、
大
師
の
心
経
の

秘ひ

鍵け
ん

に
七し
ち

宗し
う

の
行ぎ
よ
う

果く
わ

と
候
を
、
律
は
諸
宗
に
通
ず
る
故
に
、
八
宗
の
中
に
律

を
除の
ぞ

き
て
の
外
の
七
宗
を
云
ふ
と
注
せ
ら
れ
候
。
こ
れ
等
は
、
戒
律
諸
宗
に
亘わ
た

る
証し
よ
う

拠こ

に
て
候
。
ま
た
天
竺
に
は
小
乗
の
僧
、
多
く
候
。
然
る
に
彼
の
小
乗

も
六
宗
二
十
部
に
分
か
れ
候
へ
ど
も
、
戒
を
護
ら
ぬ
は
一
宗
も
無
く
候
。

　

ま
た
、
仏
経
の
中
に
戒
を
ば
賊ぞ
く

を
捉と
ら

ふ
る
に
喩た
と

へ
、
定
を
ば
賊
を
縛し
ば

る
に
譬た
と

へ
、
慧
を
ば
賊
を
殺こ
ろ

す
に
況た
と

へ
た
ま
ひ
候
。
賊
は
、
我
等
凡
夫
の
心
中
の
煩
悩

に
喩
へ
た
ま
ふ
に
て
候
。
若
し
、
我
が
宗
に
は
戒
を
護
る
事
は
無
し
と
申
さ
ば
、

捉と
ら

へ
ざ
る
賊
を
殺
す
と
云
は
ん
が
如
く
に
し
て
、
顚て
ん

倒だ
う

な
る
事
に
て
候
。
今
時

の
不
学
の
僧
は
、
坐
禅
は
禅
宗
の
所
作
、
戒
律
は
律
宗
の
事
と
存
し
て
、
面
面

の
宗
に
も
戒
を
持
ち
禅
定
す
る
事
を
ば
知
ら
ず
候
。
是
れ
併し
か
し

な
が
ら
、
仏
意

を
測は
か

ら
ず
私
の
意
に
任ま
か

す
る
故
に
て
候
。

　（
語
注
）

＊
戒
学
と
云
ふ
は
：
以
下
、
こ
こ
で
は
戒
律
に
お
け
る
戒
相
、
戒
法
、
律
の
相
伝
な
ど
を

あ
げ
て
い
る
。

＊
是
の
三
を
菩
薩
の
三
聚
浄
戒
：
こ
の
摂
律
儀
戒
・
摂
善
法
戒
・
摂
衆
生
戒
（
饒
益
有
情

戒
）
の
三
つ
を
大
乗
固
有
の
三
聚
浄
戒
（
菩
薩
戒
）
と
言
う
。

＊
三
摩
耶
戒
：
真
言
密
教
で
説
か
れ
る
戒
。
灌
頂
を
受
け
る
直
前
に
授
け
ら
れ
る
戒
で
、

菩
提
心
を
捨
て
な
い
こ
と
を
旨
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
菩
提
心
戒
と
も
い
う
。

＊
鑑
真
和
尚
：（
六
八
八
〜
七
六
三
）
日
本
で
の
律
宗
の
開
祖
。
大
雲
寺
の
智
満
に
つ
い

て
出
家
し
、
道
岸
、
弘
景
、
融
済
ら
に
師
事
し
て
律
と
天
台
を
学
ぶ
。
後
に
揚
州

大
明
寺
で
律
を
講
ず
る
。
天
宝
元
年 

（
七
四
二
） 

日
本
か
ら
の
入
唐
僧
の
栄
叡
、

普
照
ら
の
請
い
を
受
け
、
日
本
へ
の
渡
航
を
企
て
る
こ
と
五
回
に
も
及
ぶ
が
果
さ

れ
ず
、
途
中
失
明
す
る
も
、
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
六
度
目
に
し
て
来
朝
。

東
大
寺
戒
壇
院
を
開
く
。

＊
菩
薩
戒
：
大
乗
菩
薩
が
受
持
す
る
戒
。
三
聚
浄
戒
。
梵
網
経
に
説
く
十
重
禁
戒
・

四
十
八
軽
戒
な
ど
の
大
乗
戒
。 

＊
度
牒
：
受
戒
得
度
し
、
正
式
な
僧
尼
で
あ
る
こ
と
を
許
可
し
た
公
文
書
。
度
縁
、
告
牒
、

戒
牒
と
も
言
う
。 

＊
具
足
戒
：
出
家
し
た
男
女
の
修
行
者 

（
比
丘
，
比
丘
尼
）
が
遵
守
す
べ
き
戒
の
こ
と
。

具
戒
、
進
具
戒
、
大
僧
戒
な
ど
と
も
言
う
。
四
分
律
で
は
、
比
丘
は
二
百
五
十
戒
、

比
丘
尼
は
三
百
四
十
八
戒
を
具
足
す
る
。

＊
五
夏
：
五
年
間
の
夏
安
居
。
旧
暦
四
月
十
五
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
の
九
旬
を
夏
安

居
と
言
う
が
、
比
丘
は
こ
の
間
一
カ
所
（
僧
院
）
に
籠
も
っ
て
修
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

＊
新
発
意
：
新
た
に
出
家
し
僧
と
な
っ
た
者
。

＊
遺
風
：
昔
か
ら
の
風
習
。

＊
観
世
音
寺
、
薬
師
寺
：
筑
紫
（
福
岡
県
）
の
観
世
音
寺
、
下
野
（
栃
木
県
）
の
薬
師
寺

の
こ
と
。

＊
鎮
西
：
九
州
の
こ
と
。

＊
凝
然
国
師
：（
一
二
四
〇
〜
一
三
二
一
）
東
大
寺
戒
壇
院
の
学
匠
。『
八
宗
綱
要
』『
三

国
仏
法
伝
通
縁
起
』
な
ど
多
数
の
書
籍
を
著
す
。

＊
俊
芿
律
師
：（
一
一
六
六
〜
一
二
二
七
）
月
輪
大
師
。
鎌
倉
期
に
宋
に
渡
り
、
禅
・
天
台
・

律
を
学
び
帰
朝
。
泉
涌
寺
を
再
興
し
、
北
京
律
を
興
す
。

＊
栄
朝
上
人
：（
一
一
六
五
〜
一
二
四
七
）
臨
済
宗
の
僧
。
上
野
（
群
馬
県
）
の
人
。
顕

密
二
教
を
修
め
、
後
に
明
庵
栄
西
に
参
禅
し
印
可
を
受
け
る
。
上
野
国
世
良
田
に

長
楽
寺
を
開
き
、
関
東
に
禅
を
広
め
る
。

＊
濟
暹
僧
都
：（
一
〇
二
五
〜
一
一
一
五
）
真
言
宗
仁
和
寺
の
僧
。
真
言
宗
仁
和
寺
の
性

信
入
道
親
王
か
ら
灌
頂
を
受
け
、同
寺
慈
尊
院
に
入
る
。「
弁
顕
密
二
教
論
懸
鏡
抄
」

な
ど
著
籍
多
し
。
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［
ノ
ー
ト
］

　
　

戒
律
（
戒
学
）
に
つ
い
て

　

次
に
、
戒
学
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
様
々
な
戒
相
が
述
べ
ら
れ
る
。
先
ず
、
菩

薩
の
三
聚
浄
戒
が
述
べ
ら
れ
る
。
律
儀
戒
と
し
て
は
、
在
家
は
五
戒
、
八
斎
戒
、

十
善
戒
を
、
出
家
の
沙
弥
に
つ
い
て
は
、
八
斎
戒
、
十
戒
が
、
さ
ら
に
比
丘
は

二
百
五
十
戒
が
あ
り
、
止
悪
の
戒
が
律
儀
戒
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
瑜
伽
論
所
説

の
四
十
七
戒
、
梵
網
経
所
説
の
五
十
八
戒
は
摂
善
法
戒
、
饒
益
有
情
戒
に
配
当

さ
れ
、
律
儀
戒
を
あ
わ
せ
て
こ
れ
等
の
三
戒
を
三
聚
浄
戒
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
小
乗
の
宗
派
で
は
、
律
儀
戒
だ
け
し
か
受
戒
し
な
い
が
、
大
乗
の
諸
宗
派

（
七
宗
）
で
は
、
す
べ
て
三
聚
浄
戒
を
受
持
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
主
張

す
る
。
ま
た
、
真
言
宗
で
は
、
三
聚
浄
戒
の
ほ
か
に
密
教
独
自
の
三
摩
耶
戒
を

併
せ
て
受
持
す
る
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
鑑
真
和
尚
が
唐
よ
り
来
朝
し
、
東
大
寺
で
菩
薩
戒
を
授
け
た
由
緒

が
語
ら
れ
、
古
来
我
が
国
に
は
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
ほ
か
に
下
野
国
の
薬
師
寺
、

筑
前
国
の
観
世
音
寺
の
戒
壇
院
が
あ
り
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
で
は
三
師
七
証
の

十
人
の
比
丘
の
下
に
、
四
分
律
の
二
百
五
十
戒
を
律
儀
と
し
て
受
戒
し
て
比
丘

と
な
り
、
五
年
間
（
五
夏
依
止
し
て
）
戒
律
を
学
び
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

派
の
教
学
を
学
ぶ
規
則
に
な
っ
て
い
た
。
真
言
宗
で
も
、
大
師
の
ご
遺
告
に
あ

る
よ
う
に
、
東
大
寺
で
具
足
戒
を
受
け
、
三
年
の
間
は
戒
律
を
学
び
、
そ
の
後

に
高
野
山
の
宗
徒
と
な
っ
て
真
言
の
教
学
に
勤
し
む
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
中
古
以
後
は
戒
学
を
受
け
る
こ
と
も
廃
れ
て
し
ま
い
、
新
発
意
（
新
参

の
僧
）
が
高
野
山
で
の
入
衆
の
際
は
、「
生
年
十
九
歳
受
戒
東
大
寺
住
山
三
箇
年
」

と
書
い
た
折
り
紙
を
衆
中
に
差
し
出
す
慣
例
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
も
述
べ
、

比
丘
戒
を
受
け
る
形
式
も
廃
れ
、
沙
弥
の
十
戒
だ
け
を
受
け
て
出
家
す
る
作
法

の
み
が
残
っ
て
い
る
と
、
当
時
の
高
野
山
で
の
戒
学
の
廃
れ
た
様
子
が
こ
こ
に

語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
戒
律
を
一
宗
と
し
て
立

て
な
い
捉
え
方
は
、
例
え
ば
泉
涌
寺
は
北
京
律
で
戒
律
を
護
持
す
る
寺
で
あ
る

が
、
一
般
に
四
宗
兼
学
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
宗
と
は
天
台
、
真
言
、
禅
、

浄
土
の
こ
と
で
、
敢
え
て
律
を
一
宗
に
数
え
て
五
宗
兼
学
と
し
な
い
の
は
、
本

来
戒
律
を
一
宗
と
し
て
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

戒
律
を
一
宗
と
捉
え
な
い
例
と
し
て
、
二
、三
の
引
証
を
挙
げ
強
調
し
て
い
る

点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
比
喩
と
し
て
、
経
典
の
中
で
は
煩
悩
を
賊
に
喩
え
、
戒
学
を
賊
を

捉
え
る
こ
と
に
喩
え
、
定
学
を
賊
を
縛
る
こ
と
に
譬
え
、
慧
学
を
賊
を
殺
す
事

に
譬
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
煩
悩
を
捉
え
る
戒
学
の
実
践
無
く
し
て
、
如
何

に
煩
悩
を
断
ち
、
悟
り
を
完
成
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
、
戒
律
重
視
の
立
場
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
時
の
不
学
の
僧
は
、
独
善
的
な
解
釈
を
し
て
、
定

学
（
坐
禅
）
は
禅
宗
の
み
の
所
作
、
戒
学
（
戒
律
）
は
律
宗
の
み
の
所
作
と
し

て
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
も
戒
学
、
定
学
が
あ
る
こ
と
を
理
解

せ
ず
、
私
の
勝
手
な
解
釈
で
仏
陀
の
意
向
に
背
き
、
三
学
の
重
視
を
怠
っ
て
い

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

［
本
文
］

　

一
、
右
の
如
く
戒
律
は
、
諸
宗
に
通
じ
候
を
、
八
宗
の
名
を
列つ
ら

ぬ
る
時
、
別

に
律
宗
の
名
を
立
る
事
は
、
唐
招
提
寺
よ
り
始
ま
り
候
。
彼
の
寺
の
開
山
鑑
真

和
尚
は
、
大
唐
の
終し
ゆ

南な
ん

山ざ
ん

の*

道だ
う

宣せ
ん

律
師
の
孫ま
ご

弟
子
に
て
、
南
山
の
宗
を
立
ら

れ
候
。
然
る
に
彼
の
南
山
律
師
は*

性し
よ
う

空く
う

教
、
相そ
う

空く
う

教
、
唯ゆ
い

識し
き

教
の
三
観
教
を

立
て
、
一
代
の
諸
経
論
を
分
別
し
て
、
小
乗
の
戒
を
則す
な
は

ち*

開か
い

会え

し
て
円え
ん

宗じ
う

の

戒
を
建
立
せ
ら
れ
候
。
こ
の
円
宗
は
、
日
本
流
布
の
諸
宗
に
異こ
と

ん
じ
候
を
以
て
、

い
つ
と
な
く
律
宗
と
申
し
な
ら
わ
し
候
。
法
相
、
三
論
等
の
諸
宗
は
、
彼
の
円

宗
を
ば
学
ば
ず
候
故
、
律
宗
と
申
す
べ
き
理
こ
と
は
り

は
無
く
候
。

　

一
、
西
大
寺
は*
興こ

う

正し
よ
う

菩ぼ

薩さ
つ

よ
り
真
言
宗
に
て
、
而
も
戒
を
守
り
候
故
、
真
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二
五

言
律
と
申
候
。
招
提
寺
も*

大だ
い

悲ひ

菩
薩
よ
り
以
来
は
、
真
言
律
と
申
候
。*

山
城

国
の
槙ま
き

尾の
を

山
も
明
忍
律
師
已
来
、
真
言
律
に
て
候
。
泉
州
の
神じ
ん

鳳ぽ
う

寺
の
一
派
、

河
内
国
野や

中ち
う

寺
の
一
派
も
み
な
同
前
に
候
故
、
た
と
ひ
禅
宗
、
浄
土
、
天
台
な

ど
よ
り
彼
の
派
に
入
り
候
人
も
、
み
な
真
言
を
学
し
候
。
当
寺
は
、
愚
僧
本
来

真
言
宗
に
て
戒
律
を
守
り
、
諸
弟
子
み
な
同
前
に
候
故
、
真
言
律
と
名な

乗の
り

り
候
。

然
る
を
今こ
の

度た
び

、
公
儀
御
取
り
立
て
な
さ
れ
、
関
東
八
箇
国
の
真
言
の
本
寺
と
仰お
お

せ
出
だ
さ
れ
候
へ
ば
、
い
つ
ま
で
も*

如に
よ

法ほ
う

の
真
言
宗
と
存
じ*

罷ま
か

り
在
り
候
。

　

一
、
諸
宗
の
中
に
真
言
宗
は
、
取
り
分
け
戒
を
持
た
ず
候
へ
ば
、
法
の
霊れ
い

験げ
ん

な
く
候
。
こ
の
故
に
、
大
日
経
に
も
戒
を
説
き
、
蘇そ

悉し
つ

地じ

経
、
蘇そ

婆ば

呼こ

童ど
う

子じ

経

等
の
密み
つ

経
に
、
み
な
戒
を
守
る
べ
き
由
を
説
か
れ
候
。
弘
法
大
師
の
真
言
宗
の

人
の
学
す
べ
き*

経
律
論
の
目
録
に
は
、蘇
悉
地
経
三
巻
、蘇
婆
呼
童
子
経
三
巻
、

小
乗
の
有う

部ぶ

の
律
十
二
部
百
六
十
八
巻
を
出
だ
さ
れ
候
。
今
時
、
不ふ

学が
く

無む

智ち

の

真
言
宗
の
人
、
動や
や

も
す
れ
ば
戒
は
小
乗
な
り
、
我
等
が
学
ぶ
べ
き
に
非
ず
と
申

し
て
、*

放は
う

逸い
つ

無む

慚ざ
ん

な
る
を
、我わ
が

宗
の
法
の
様や
う

に
存
じ
候
。
然
る
に
弘
法
大
師
は
、

小
乗
の
戒
律
を
学
す
べ
し
と
記
せ
ら
れ
候
。
況
ん
や
、
大
乗
の
戒
は
云
ふ
に
及

ば
ざ
る
事
に
て
候
。
殊こ
と

に
、
真
言
法
は
天
下
の
泰た
い

平へ
い

を
祈い
の

る
法
に
て
御
座
候
に
、

仏
祖
の
法
に
背そ
む

き
な
が
ら
、
そ
の
法
を
行
じ
て*

験げ
ん

あ
る
べ
し
と
存
ず
る
は*

不ふ

相さ
う

応お
う

な
る
事
に
て
御
座
候
。

　

一
、凡
そ
出
家
は
耕た
が
や

さ
ず
し
て
食
し
、織お
ら

ず
し
て
衣き

て
、国
家
の
恩
を
蒙か
う
む

り
、

人
の
信し
ん

施せ

を
受
け
て*

活か
つ

命み
よ
う

仕
る
者
に
て
候
故
、*

梵
網
経
に
は
破
戒
の
僧
は
、

国
王
の
地
の
上
を
行あ
り

く
こ
と
得
ず
、
国
王
の
水
を
飲
む
こ
と
を
得
ず
、
五
千
の

大
鬼
神
、
常
に
破
戒
の
僧
の
足
の
跡あ
と

を
掃は
ら

ひ
て
、
大お
お

賊
ぬ
す
び
と

と
云
ふ
て
罵の
の
し

る
と

説
か
れ
候
。
然
れ
ば
、
天あ
め

の
下し
た

に
居を

り
国
王
の
水
を
飲
み
な
が
ら
、
戒
は
我わ

が

為す

る
事
に
非
ず
と
申
す
は
、
頗す
こ
ぶ

る*

自じ

害が
い

の
申ま
う
し

分ぶ
ん

に
て
候
。
こ
れ
等
を
以
て
、

戒
は
諸
宗
に
通
ず
る
事
を
御
察さ
つ

し
仰あ

ほ
ぎ

奉
り
候
。

　

右
、
少
し
も
私
の
意
を
交ま
じ

へ
ず
、
仏
祖
の
法は
う

言げ
ん

に
任ま
か

せ
て
記
し
て
進
上

仕
つ
か
ま
つ

り
候
。

　

元
禄
七
年
七
月*

（
十
三
）
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
雲
寺
覚
彦
欽
上

寺
社
御
奉
行
所

　（
語
注
）

＊
道
宣
律
師
：（
五
九
六
〜
六
六
七
）
南
山
律
宗
の
祖
。
諡
号
は
澄
照
律
師
。
浙
江
省
湖

州
の
出
身
。
十
六
歳
で
出
家
し
智
首
律
師
に
律
を
学
び
、の
ち
終
南
山
に
住
し
た
。

各
地
で
律
を
説
き
、
ま
た
玄
奘
の
訳
経
事
業
に
も
参
加
す
る
。
四
分
律
を
基
に
、

唯
識
教
学
を
取
り
入
れ
た
独
自
の
戒
律
教
学
を
大
成
し
た
。
著
書
は
、『
四
分
律

行
事
鈔
』『
続
高
僧
伝
』『
広
弘
明
集
』
な
ど
多
数
あ
り
。
南
山
律
師
、
南
山
大
師

と
も
呼
ば
れ
る
。

＊
性
空
教
、
相
空
教
、
唯
識
教
の
三
観
教
：
道
宣
律
師
は
、
化
制
二
教
の
教
判
論
を
立
て

る
が
、
化
教
と
し
て
は
性
空
教
、
相
空
教
、
唯
識
円
教
の
三
教
に
分
説
す
る
。
①

性
空
教
は
、
人
法
と
も
に
性
空
で
あ
る
と
す
る
小
乗
教
を
指
し
、
②
相
空
教
は
、

般
若
な
ど
の
皆
空
を
説
く
大
乗
の
浅
教
を
指
し
、
③
唯
識
円
教
は
、
性
相
円
融
な

る
を
説
く
大
乗
の
深
教
を
指
す
。

＊
開
会
し
て
円
宗
の
戒
：
開
会
と
は
開
顕
会
通
の
意
味
で
あ
り
、
円
宗
と
は
道
宣
律
師
の

教
判
論
で
説
か
れ
る
制
教
の
中
の
円
教
宗
を
指
す
。
特
に
律
師
は
心
法
戒
体
説
を

以
て
解
釈
し
、
四
分
律
を
大
乗
諸
宗
に
も
通
ず
る
分
通
大
乗
の
戒
と
し
て
意
義
づ

け
た
と
い
う
こ
と
。

＊
興
正
菩
薩
：
叡
尊
（
一
二
〇
一
〜
一
二
九
〇
）
鎌
倉
期
の
南
都
の
僧
。
嘉
禎
二
年

（
一
二
三
六
）
に
覚
盛
、
円
晴
と
と
も
に
東
大
寺
大
仏
殿
で
自
誓
受
戒
を
し
て
比

丘
と
な
り
、
戒
律
の
復
興
に
努
め
、
西
大
寺
を
再
興
し
真
言
律
の
祖
と
な
る
。
著

書
に
『
感
身
学
正
記
』
な
ど
が
あ
る
。

＊
大
悲
菩
薩
：
覚
盛
（
一
一
九
四
〜
一
二
九
四
）
鎌
倉
期
の
南
都
の
僧
。
明
恵
上
人
に
華

厳
を
、
戒
如
に
律
を
学
び
、
叡
尊
ら
と
と
も
に
東
大
寺
で
自
誓
受
戒
を
し
、
戒
律

の
復
興
に
尽
力
す
る
。
仁
治
年
間
に
四
条
天
皇
に
菩
薩
戒
を
授
け
、
勅
命
に
よ
り
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二
六

唐
招
提
寺
に
住
し
た
。

＊
山
城
国
の
槙
尾
山
も
明
忍
律
師
・
・
：
京
都
市
右
京
区
に
あ
る
槙
尾
山
西
明
寺
。
慶
長

七
年
（
一
六
〇
三
）
俊
正
明
忍
律
師
が
法
華
宗
徒
の
慧
雲
寥
海
、
西
大
寺
僧
の
友

尊
僧
全
と
と
も
に
栂
尾
山
高
山
寺
に
て
自
誓
受
戒
し
、
晋
海
僧
正
の
寄
進
に
よ
り

槙
尾
山
に
西
明
寺
（
平
等
心
王
院
）
を
開
創
し
、
こ
こ
を
戒
律
の
道
場
と
し
た
。

さ
ら
に
西
明
寺
で
受
具
し
た
賢
俊
良
永
は
、
高
野
山
に
帰
り
新
別
所
（
円
通
寺
）

を
復
興
し
（
一
六
一
九
年
）、
賢
俊
よ
り
受
具
し
た
円
通
寺
二
世
の
真
政
円
忍
は
、

後
に
泉
州
鳳
に
大
鳥
山
神
鳳
寺
を
再
興
し
、
こ
こ
を
四
方
僧
坊
と
な
し
て
神
鳳
寺

一
派
を
起
こ
し
た
。（
一
六
七
二
年
頃
）
ま
た
、
槙
尾
の
真
空
了
阿
律
師
の
弟
子

で
西
明
寺
で
受
具
し
た
慈
忍
慧
猛
は
、
後
に
西
明
寺
を
退
衆
し
河
内
に
青
龍
山
野

中
寺
を
四
方
僧
坊
と
し
て
再
興
し
、
野
中
寺
一
派
を
興
す
。（
一
六
七
〇
年
頃
）  

槙
尾
山
（
西
明
寺
）、
神
鳳
寺
、
野
中
寺
は
、
江
戸
初
期
の
律
の
三
僧
坊
と
称
さ

れ
た
。

＊
如
法
の
真
言
宗
：
仏
所
制
の
戒
律
（
二
五
〇
戒
）
を
如
法
に
遵
守
す
る
真
言
宗
と
い
う

意
味
。

＊
罷
り
在
り
：「
あ
る
」「
お
る
」
の
意
の
丁
寧
語
。「
あ
り
ま
す
」「
お
り
ま
す
」
の
意
味
。

＊
経
律
論
の
目
録
：
空
海
が
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
の
十
月
に
朝
廷
に
提
出
し
た
『
真

言
所
学
経
律
論
目
録
』（『
三
学
録
』）。
密
教
を
学
ぶ
者
の
た
め
に
経
・
律
・
論
の

三
学
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

＊
放
逸
無
慚
：
放
逸
と
は
、
生
活
態
度
に
節
度
が
な
い
こ
と
、
勝
手
き
ま
ま
な
こ
と
で
あ

り
、
無
慚
と
は
恥
じ
な
い
こ
と
。
つ
ま
り
、
戒
律
を
破
っ
て
も
心
に
少
し
も
恥
じ

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
。

＊
験
：
加
持
祈
祷
の
き
き
め
、
効
果
。

＊
不
相
応
：
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
な
い
こ
と
。
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
。

＊
活
命
：
生
命
を
支
え
る
こ
と
。
生
き
る
こ
と
。

＊
梵
網
経
：『
梵
網
経
盧
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
戒
品
第
十
』（
二
巻
）
の
略
。
上
巻
に
は
、

盧
舎
那
仏
、
十
発
趣
心
、
十
長
養
心
、
十
金
剛
心
、
十
地
心
の
説
明
が
述
べ
ら
れ
、

下
巻
に
は
大
乗
菩
薩
戒
（
十
重
四
十
八
軽
戒
）
が
説
か
れ
る
。
梵
網
菩
薩
戒
経
と

も
言
う
。『
梵
網
経
』
下
巻
の
第
四
十
三
軽
戒
（
無
慚
受
施
戒
）
の
箇
所
に
は
、「
若

仏
子
、
信
心
も
て
出
家
し
、
仏
の
正
戒
を
受
け
し
に
、
故
に
心
を
起
し
て
聖
戒
を

毀き

犯ほ
ん

せ
ば
、
一
切
の
檀
越
の
供
養
を
受
く
る
を
得
ず
。
ま
た
国
王
の
地
上
を
行
く

を
得
ず
、
国
王
の
水
を
飲
む
を
得
ず
。
五
千
の
大
鬼
常
に
そ
の
前
を
遮
り
て
、
鬼
、

『
大
賊
な
り
』
と
言
い
、
も
し
房
舎
、
城
邑
、
宅
中
に
入
ら
ば
、
鬼
、
ま
た
常
に

そ
の
脚
跡
を
掃
か
ん
。
一
切
の
世
人
、
罵
り
て
『
仏
法
中
の
賊
な
り
。』
と
言
い
、

一
切
の
衆
生
は
、
戒
を
犯
す
人
の
畜
生
と
異
り
無
く
、
木
頭
と
異
り
無
き
を
、
眼

に
見
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
も
し
正
戒
を
毀や
ぶ

ら
ば
、軽
垢
罪
を
犯
す
。」と
あ
る
。（
大

正
大
蔵
経
・
第
二
十
四
巻
・
一
〇
〇
九
頁
上
段
十
三
行
以
下
参
照
）

＊
自
害
：
自
分
で
自
分
を
損
な
う
こ
と
。

＊（
十
三
）日
：
原
本
に
は
十
三
と
は
無
い
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
十
三
を
付
け
加
え
た
。

後
述
の
﹇
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
﹈
を
参
照
さ
れ
た
し
。

　［
ノ
ー
ト
］

　
　

宗
派
と
し
て
の
律
宗
を
否
定

　

こ
の
よ
う
に
戒
律
を
律
宗
と
し
て
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
唐
招
提
寺

が
開
創
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
開
山
の
鑑
真
和
尚
は
、
道
宣
律
師
の
孫
弟
子
に

な
る
律
僧
で
あ
り
、
日
本
で
南
山
律
宗
を
宗
派
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

特
に
、
道
宣
律
師
は
独
自
に
玄
奘
の
新
訳
唯
識
教
学
を
取
り
入
れ
、
釈
迦
一
代

の
経
論
を
分
析
し
て
化
制
二
教
の
教
判
論
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
判
で

は
、
化
教
と
し
て
は
性
空
教
（
小
乗
）、
相
空
教
（
権
大
乗
）、
唯
識
円
教
（
実

大
乗
）
の
三
教
に
分
け
、ま
た
制
教
で
は
実
法
宗
（
色
法
戒
体
説
）、仮
名
宗
（
非

色
非
心
法
戒
体
説
）、
円
教
宗
（
心
法
戒
体
説
）
と
分
類
し
て
い
る
。
本
来
は

非
色
非
心
を
以
て
戒
体
と
す
る
小
乗
の
四
分
律
を
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
大
乗
共

通
の
戒
と
し
て
解
釈
意
義
づ
け
、
心
法
を
以
て
戒
体
と
す
る
実
大
乗
の
円
教
宗

（
円
宗
）
の
戒
律
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
円
教
宗
の
宗
の
意
味
は
、
所
謂
日
本
に
流
伝
し
た
諸
宗
の
宗

（
宗
派
）
の
概
念
と
は
、
全
く
異
な
る
と
こ
こ
で
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
、
他

の
諸
宗
の
別
は
、
慧
学
の
範
疇
で
あ
り
、
諸
経
論
の
中
で
、
自
ら
が
最
重
要
と
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二
七

す
る
経
典
、
論
書
に
よ
る
成
仏
論
、
実
践
論
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、円
教
宗
の
宗
の
概
念
は
、明
ら
か
に
戒
学
（
戒
律
）
の
解
釈
（
戒
体
説
）

の
相
違
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
宗
と
は
戒
律
の
一
説
論
を

指
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
八
宗
と
言
っ
た
場
合
、
他

の
七
宗
（
法
相
宗
、
華
厳
宗
な
ど
）
と
律
宗
と
は
、
抑
も
慧
学
と
戒
学
と
い
っ

た
よ
う
に
相
互
に
範
疇
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
律
宗
だ

け
が
異
質
で
あ
り
、
本
来
戒
律
だ
け
が
単
独
で
宗
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
南
山
律
が
自
ら
を
円
宗
と
呼
称
す
る
の
で
、
誤
っ
て

何
時
の
こ
ろ
か
ら
か
律
宗
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
、
律
宗
の
宗
の
概
念
の
矛

盾
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
円
宗
が
実
大
乗
の
戒
律
論
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
南
都
の
大
乗
を
代
表
す
る
法
相
宗
や
三
論
宗
で
も
、
こ
れ
を
宗
学

（
教
学
）
の
中
に
取
り
入
れ
て
学
べ
ば
良
い
の
で
あ
る
が
、
円
宗
を
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
学
で
学
ぶ
こ
と
も
な
く
、
実
際
は
軽
視
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
敢
え

て
南
山
律
だ
け
を
律
宗
と
呼
ぶ
必
要
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

律
宗
で
は
な
く
真
言
律

　

ま
た
、
西
大
寺
は
叡
尊
が
復
興
し
て
以
来
は
、
真
言
宗
で
あ
り
、
戒
律
を
厳

守
す
る
が
故
に
真
言
律
と
言
わ
れ
、
唐
招
提
寺
も
覚
盛
に
よ
り
復
興
さ
れ
て
以

来
は
、
真
言
律
と
言
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
初
期
に
開
創
さ
れ
た
律
の
三
僧
坊
で

あ
る
京
都
槙
尾
山
西
明
寺
（
明
忍
律
師
開
創
）
も
真
言
律
で
あ
り
、
他
の
泉
州

神
鳳
寺
一
派
、
河
内
野
中
寺
一
派
も
同
じ
く
真
言
律
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ

ら
の
律
僧
坊
に
交
衆
し
た
僧
は
、
た
と
え
禅
宗
、
浄
土
、
天
台
な
ど
の
他
宗
か

ら
入
衆
し
た
場
合
で
も
、
真
言
を
学
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
こ

で
の
律
師
の
主
張
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
の
律
僧
坊
は
決
し
て
律
宗
で
は
な
く
、

真
言
律
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
時
ま
で
、
こ
れ
ら
の
律
僧
坊
は
主

に
「
律
宗
」
と
定
義
さ
れ
、呼
称
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、律
師
は
こ
う
い
っ

た
律
宗
の
概
念
の
雑
乱
に
対
し
異
を
唱
え
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
宗

派
と
し
て
の
律
宗
を
否
定
し
、
当
時
律
宗
と
呼
ば
れ
て
い
た
僧
坊
、
寺
院
は
み

な
真
言
律
で
あ
る
と
こ
こ
に
明
言
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
浄
厳
律
師
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
霊
雲
寺
は
、
関
東
八
カ
国
の
真

言
宗
の
本
寺
と
幕
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
如
法
の

真
言
宗
」、
つ
ま
り
仏
陀
が
説
か
れ
た
戒
律
（
比
丘
は
二
五
〇
戒
を
具
足
）
を

遵
守
す
る
正
統
な
真
言
宗
で
あ
り
、
こ
れ
も
真
言
律
の
寺
で
あ
る
と
規
定
し
て

い
る
。

　
　

戒
律
を
守
ら
ね
ば
、
修
法
に
験
な
し

　

諸
宗
の
中
で
も
、
取
り
分
け
真
言
宗
で
戒
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
た
と
え
修

法
を
行
っ
て
も
霊
験
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
言
宗
が
所
依
と
す
る
大

日
経
、
蘇
悉
地
経
、
蘇
婆
呼
童
子
経
な
ど
の
密
教
経
典
に
も
、
戒
律
を
守
る
べ

き
理
由
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
弘
法
大
師
の
三
学
録
の
中
に
も
、
小
乗
の

有
部
律
の
経
典
百
六
十
八
巻
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
無
学
無
知
の
真
言
宗
の
者
は
、
と
も
す
れ
ば
戒
（
比
丘
の
律
儀
戒
）
は
小

乗
の
教
え
で
、
自
分
た
ち
が
学
ぶ
必
要
は
な
く
、
戒
律
を
守
ら
な
く
て
も
恥
じ

な
い
の
が
、
真
言
宗
の
教
え
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
き
な
過
ち
だ
と

主
張
し
、
律
師
は
当
時
の
無
戒
の
真
言
宗
の
有
り
様
を
痛
烈
に
批
判
す
る
の
で

あ
る
。

　

大
師
は
、
三
学
録
に
有
部
律
を
挙
げ
、
小
乗
の
戒
律
（
篇
聚
戒
）
を
学
ぶ
べ

き
旨
を
示
し
て
お
ら
れ
、
ま
し
て
大
乗
の
戒
（
梵
網
菩
薩
戒
、
十
善
戒
、
八
斎

戒
な
ど
）
は
当
然
に
学
び
受
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
真
言
の
修
法
を
行

う
者
が
仏
の
教
え
で
あ
る
戒
律
に
背
い
て
、
修
法
を
行
っ
て
も
効
果
は
な
い
と

断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
『
梵
網
経
』
の
下
巻
に
説
か
れ
る

第
四
十
三
軽
戒
（
無
慚
受
施
戒
）
の
文
章
を
引
用
し
、
お
お
よ
そ
出
家
者
は
自
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八

ら
作
ら
ず
し
て
衣
食
し
、
国
家
庇
護
の
恩
を
受
け
、
布
施
を
得
て
生
活
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
恩
恵
を
被
り
な
が
ら
戒
を
守
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
言
語
道
断
の
沙
汰
で
あ
る
と
主
張
し
、「
戒
は
諸
宗
に
通
ず
る
事
を
御
察

し
仰
ぎ
奉
り
候
。」
と
述
べ
て
、
仏
教
の
宗
派
で
あ
る
限
り
戒
律
を
遵
守
す
べ

き
旨
を
奏
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
］

　

テ
キ
ス
ト
に
あ
げ
た
『
真
言
律
弁
』
は
、
明
治
十
五
年
に
釈
雲
照
律
師
に
よ
っ
て
校
訂

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
の
同
書
の
も
の
だ
け
で
も
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
は
『
真
言
律
宗
注
進
書
』（
正
祐
寺
寄
託
本
）、『
真
言
律
注
』（
光
台
院
寄
託
本
）、

『
真
言
律
注
進
記
（
浄
厳
答
進
録
）』（
三
宝
院
寄
託
本
）
な
ど
様
々
な
タ
イ
ト
ル
が
あ
り
、

本
来
は
タ
イ
ト
ル
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
末
尾
の
日
付
に
つ
い
て
は
、
光
台
院
本

や
正
祐
寺
本
な
ど
を
参
照
す
れ
ば
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
七
月
十
三
日
に
霊
雲
寺
の

浄
厳
律
師
が
幕
府（
寺
社
奉
行
）に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹇『
浄

厳
和
尚
傳
記
史
料
集
』
上
田
霊
城
編
著
一
三
六
頁
上
段
参
照
。﹈

　

ま
た
、
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
尼
崎
福
田
寺
槙
尾
亮
順
師
よ
り
ご
教
示
頂
き
諸
資
料
を

参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
茲
に
深
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

［
参
考
文
献
・
資
料
］

　

浄
厳
律
師
に
関
す
る
最
も
詳
し
い
参
考
文
献
資
料
は
、『
浄
厳
和
尚
傳
記
史
料
集
』
上

田
霊
城
編
著
（
名
著
出
版
・
昭
和
五
十
四
年
発
行
）
で
あ
る
。
近
世
戒
律
復
興
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
拙
論
「
近
世
初
期
に
お
け
る
戒
律
復
興
の
一
潮
流
」（
四
天
王
寺
国
際
仏
教

大
学
紀
要
・
人
文
社
会
学
部
第
三
七
号
所
収
）、「
真
政
圓
忍
律
師
の
伝
記
と
行
跡
に
つ
い

て
」（
四
天
王
寺
大
学
紀
要
・
第
五
九
号
所
収
）、「
近
世
戒
律
復
興
と
野
中
寺
律
僧
坊
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
九
巻
第
一
号
所
収
）
を
参
照
。

　　
　

浄
厳
律
師
に
つ
い
て
（
浄
厳
伝
訳
）

　

浄
厳
律
師
は
、*

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
十
一
月
二
十
三
日
に
生
ま
れ
た
。

字
（
通
称
）
は
覚
彦
と
言
い
、俗
姓
は
上
田
氏
で
あ
り
、河
州
錦
部
郡
鬼
住
村
（
河

内
長
野
市
神
ガ
丘
）
の
出
身
で
あ
る
。
父
母
は
信
仰
に
篤
く
、
深
く
三
宝
を
信

じ
て
お
り
、
律
師
は
生
ま
れ
な
が
ら
非
凡
で
あ
っ
た
。
幼
少
の
砌
、
授
乳
の
時

に
は
、
い
つ
も
右
の
人
差
し
指
で
梵
字
や
漢
字
を
、
母
の
胸
に
書
い
た
と
言
わ

れ
、
ま
た
一
切
の
文
字
も
習
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
に
よ
く
知
っ
て
い
た
と
言

う
。
四
歳
の
頃
に
は
、
法
華
経
の
普
門
品
や
尊
勝
陀
羅
尼
を
読
誦
し
、
ま
た
よ

く
阿
弥
陀
や
観
音
、
地
蔵
な
ど
の
仏
の
名
号
を
書
い
た
と
言
う
。
あ
る
時
に
は
、

父
親
に
出
家
し
た
い
と
願
い
、
密
か
に
般
若
経
を
唱
え
て
い
た
と
も
言
わ
れ
、

女
性
に
会
う
こ
と
を
嫌
い
、
生
臭
い
も
の
は
食
べ
な
か
っ
た
。
六
歳
の
時
に
は
、

桂
厳
禅
師
の
碧
巌
録
の
講
義
を
聴
き
、
家
に
帰
り
ま
た
自
ら
講
じ
、
そ
れ
を
聴

い
た
者
を
驚
歎
さ
せ
た
と
言
う
。

　

慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
十
歳
の
時
に
高
野
山
に
登
り
、
悉
地
院
の
雲
雪
和

尚
に
付
き
得
度
す
る
。
暫
く
し
て
雲
雪
和
尚
が
遷
化
し
た
の
で
、
釈
迦
文
院
の

朝
遍
和
尚
に
師
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
新
た
に
修
行
し
て
、
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
に
は
実
相
院
の
長
快
阿
闍
梨
か
ら
中
院
流
の
伝
法
灌
頂
を
受
け

る
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
、
南
院
の
良
意
阿
闍
梨
か
ら
安
祥
寺
流
の
伝

法
灌
頂
を
受
け
秘
印
を
授
か
る
。
以
後
は
、
倶
舎
、
唯
識
、
華
厳
や
法
華
の
諸

経
論
を
兼
学
し
て
勉
学
研
鑽
す
る
。
寛
文
十
年（
一
六
七
十
）に
は
、大
師
の『
即

身
成
仏
義
』
を
講
義
し
て
、
高
野
山
の
全
山
の
学
徒
が
そ
の
優
れ
た
解
釈
に
心

服
し
た
。
律
師
は
高
野
山
で
修
行
す
る
こ
と
二
十
余
年
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
学

侶
の
席
を
捨
て
山
を
下
る
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
春
に
は
、
故
郷
の
河

内
に
帰
り
、父
の
俗
宅
に
如
晦
庵
を
建
て
、観
心
寺
に
於
い
て
『
菩
提
心
論
』『
理

趣
経
』
な
ど
を
講
義
し
た
。

　

延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
は
、
神
鳳
寺
派
の
快
円
律
師
よ
り
梵
網
菩
薩
戒

を
受
け
、
浄
厳
と
名
を
改
め
、
こ
れ
以
降
は
戒
律
を
護
持
す
る
こ
と
と
な
る
。

翌
年
に
は
、
仁
和
寺
の
顕
證
阿
闍
梨
、
孝
源
阿
闍
梨
の
二
師
に
拝
謁
し
て
、
西



浄厳律師の『真言律弁』について

二
九

院
の
法
流
や
真
言
の
諸
儀
軌
を
受
得
す
る
。
ま
た
、
黄
檗
の
鉄
眼
禅
師
に
邂
逅

し
て
意
気
投
合
し
、
そ
の
後
も
親
交
は
深
め
ら
れ
る
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

春
二
月
に
は
、
河
内
の
常
楽
寺
に
て
曼
荼
羅
を
建
て
て
、
初
め
て
受
明
灌
頂
を

行
い
、
弟
子
に
許
可
を
授
け
て
い
る
。
抑
も
こ
の
受
明
灌
頂
は
、
真
言
密
教
の

重
要
な
灌
頂
で
あ
っ
た
が
、
中
古
以
後
そ
の
伝
授
が
途
絶
え
、
五
百
年
に
な
ろ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
浄
厳
律
師
が
諸
儀
軌
を
検
校
し
て
、
こ
の

灌
頂
を
復
興
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
の
五
月
に
、
泉
州
堺
の
高
山

寺
で
、
神
鳳
寺
一
派
の
玄
忍
律
師
を
証
明
師
と
し
て
招
請
し
、
通
受
自
誓
の
受

戒
（
二
百
五
十
戒
を
具
足
）
を
行
い
、
比
丘
と
な
る
。

　

ま
た
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
春
、
讃
岐
に
赴
き
講
経
や
説
法
を
す
る
。
讃

岐
高
松
の
藩
主
松
平
頼
重
は
、
律
師
の
戒
徳
を
仰
ぎ
慕
い
、
直
接
律
師
か
ら
教

え
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
は
、
河
内
の
教
興
寺
を

再
興
せ
ん
と
志
し
て
、
冬
安
居
を
結
制
し
、
翌
年
に
は
松
平
頼
重
の
要
請
に
応

じ
て
、『
法
華
秘
略
要
鈔
』
十
二
巻
を
著
述
す
る
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

十
一
月
、
教
化
の
た
め
に
江
戸
に
出
る
が
、
旅
住
ま
い
を
し
て
間
も
な
い
の
に
、

学
人
が
雲
の
よ
う
に
多
く
集
ま
り
、
講
経
や
説
法
を
し
て
も
、
人
が
来
な
い
日

は
無
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、『
法
華
経
』
を
谷
中
の
多
聞
院
で
講
じ
た

と
こ
ろ
、
衆
列
が
千
人
余
り
に
も
な
り
、
さ
ら
に
次
に
は
『
梵
網
経
』
を
講
じ

た
程
で
あ
る
。
三
帰
依
の
戒
を
授
か
っ
た
者
は
、
六
十
万
九
千
人
。
光
明
真
言

呪
を
授
か
っ
た
者
、
一
万
千
百
余
人
。
菩
薩
戒
を
授
か
っ
た
者
は
千
百
三
十
人

で
あ
っ
た
。
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
八
月
、
幕
府
の
命
令
を
受
け
て
、
湯
島

に
霊
雲
寺
を
開
創
し
、
十
月
に
は
殿
堂
が
完
成
し
て
、
入
寺
し
て
説
法
を
開
演

す
る
が
、
ま
す
ま
す
そ
の
名
声
は
広
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
春
二
月
に
、
結
縁
灌
頂
を
大
衆
に
授
け
た
の
で
あ
る
が
、
入
壇

し
受
け
た
者
が
九
万
人
に
も
及
ん
だ
。

　

水
戸
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
森
尚
謙
は
、
律
師
の
法
座
が
あ
ま
り
に
盛
ん
で

あ
っ
た
の
を
祝
っ
て
、
詩
を
賦
し
て
、「
南
天
の
鉄
塔
覚
皇
の
城
、
芥
子
扉
を

開
い
て
此
道
明
ら
か
な
り
。
惆
悵
す
会
昌
の
沙
汰
の
濁
れ
る
こ
と
を
、
讃
歎
す

日
域
の
法
流
の
清
き
こ
と
を
、
尸
羅
具
足
し
て
無
漏
を
証
し
、
結
縁
灌
頂
し
て

有
情
を
救
う
。
遍
照
金
剛
今
い
づ
く
に
か
在
る
。
那
伽
の
定
裏
に
形
声
を
見
は

す
」
と
詠
じ
て
い
る
。

　

翌
年
（
一
六
九
八
）
春
三
月
、『
楞
厳
経
』
を
講
義
し
た
が
、
衆
列
は
千
人

に
も
及
ん
だ
。
律
師
は
、
こ
の
年
の
正
月
に
、
大
元
帥
王
法
を
勤
修
し
、
国
家

の
鎮
護
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
諸
侯
や
そ
の
妻
妾
は
、
大
変
敬
服

し
た
の
で
あ
っ
た
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
六
月
、
律
師
は
体
調
を
崩
し

病
に
罹
り
、
二
十
七
日
に
、
頭
北
面
西
し
、
右
脇
し
て
臥
し
て
、
印
を
結
ん
で
、

静
か
に
遷
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
享
年
は
六
十
四
で
あ
る
。

　

律
師
の
夏
安
居
の
結
制
に
加
わ
っ
た
者
は
、
若
干
ば
か
り
。
得
度
を
受
け
た

弟
子
は
、
四
百
三
十
六
人
。
灌
頂
を
授
か
っ
た
者
、
百
六
十
七
人
。
菩
薩
戒
を

授
か
っ
た
者
は
、
一
万
五
千
人
余
り
に
も
及
ん
だ
。
著
籍
に
は
『
悉
曇
三
密
鈔
』

『
法
華
冠
註
』
な
ど
、
大
凡
十
五
部
六
十
巻
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
出
版
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
諸
尊
秘
訣
な
ど
の
三
百
余
巻
は
、
書
写
さ
れ
て
密
教
僧
の
間
に

普
及
し
て
い
る
。

　

律
師
は
、
戒
律
を
護
持
し
て
、
決
し
て
怠
ら
ず
、
三
衣
一
鉢
な
ど
の
持
ち
物

を
飾
る
こ
と
も
な
く
、
美
味
し
い
食
物
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
人
に
接
す

る
時
は
謙
譲
で
あ
り
、
ま
た
人
を
送
迎
す
る
際
に
は
、
非
常
に
丁
寧
で
あ
っ
た
。

信
者
か
ら
受
け
た
布
施
は
、
す
べ
て
経
典
や
仏
像
を
購
入
し
た
り
、
堂
塔
を
修

復
す
る
こ
と
に
用
い
、
慈
悲
の
実
行
を
常
に
旨
と
し
、
護
法
を
自
ら
の
勤
め
と

な
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
仏
教
界
の
逸
材
と
言
う
べ
き
高
僧
で
あ
っ
た
。

　

律
師
に
つ
い
て
賛
述
す
る
な
ら
ば
、
真
言
の
秘
密
の
教
義
が
、
我
が
国
に
伝

来
し
て
八
百
年
余
り
に
な
り
、
法
脈
が
長
き
に
渡
っ
た
の
で
、
自
ず
か
ら
弊
害

が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。﹇
ま
さ
に
今
の
世
は
﹈、
真
言
密
教
の
優
れ
た
徳
性
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や
理
法
だ
け
を
誇
張
す
る
者
、
あ
る
い
は
真
言
の
修
行
を
疎
ん
じ
て
怠
る
者
が

出
て
き
た
り
、
魂
は
永
遠
な
る
と
い
う
常
見
に
執
着
し
停
滞
す
る
者
や
、
ま
た

因
果
の
道
理
を
無
視
し
、
人
は
死
ね
ば
何
も
無
く
な
る
と
い
う
断
見
に
陥
る
者

さ
え
多
く
い
る
有
様
と
な
っ
た
。

　
﹇
こ
の
よ
う
な
時
代
に
﹈
浄
厳
律
師
は
、
若
年
の
時
か
ら
仏
と
し
て
の
霊
性

と
優
れ
た
機
根
を
具
え
、
正
し
い
悟
り
の
知
見
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
高

祖
大
師
の
遺
訓
を
従
い
守
り
、
戒
律
と
教
相
と
を
共
に
研
鑽
し
、
衆
生
を
救
済

す
る
に
、
雲
の
よ
う
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
遊
行
し
、
雨
の
よ
う
に
多
く
の
教
え

を
施
し
た
の
で
あ
っ
た
。
誠
に
末
世
に
傑
出
し
た
逸
材
で
あ
り
、
密
教
界
の
中

興
の
菩
薩
と
言
え
よ
う
。

＊『
浄
厳
和
尚
傳
記
史
料
集
』
三
十
一
頁
上
段
参
照
。
以
下
、
こ
の
『
浄
厳
和
尚
傳
記
史

料
集
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
必
要
な
具
体
的
事
項
を
若
干
加
え
、
次
に
掲
げ
る
「
江
戸

霊
雲
寺
沙
門
浄
厳
伝
」
を
こ
こ
に
意
訳
し
た
次
第
で
あ
る
。

　（
資
料
）『
続
日
本
高
僧
伝
』
巻
第
一
所
収
（
大
日
本
仏
教
全
書
第
一
〇
四
巻
）

　
　

江
戸
霊
雲
寺
沙
門
浄
厳
伝

　

釈
浄

じ
よ
う

厳ご
ん

、
字
は
覚か
く

彦げ
ん

、
俗
姓
は
上
田
氏
、*

河
州
錦
部
郡
鬼
住
村
の
人
な
り
。
父
母
は

*

篤
行
に
し
て
、
深
く
三
宝
を
信
ず
。
厳
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
凡
な
ら
ず
。*
襁き
よ
う

褓ほ
う

の
中
、
母
之
に
乳
す
る
に
当
り
、
毎つ
ね

に
右
の
頭
指
を
舒
べ
、
梵
漢
の
字
を
母
胸
に
書
す
。

凡
そ
一
切
の
文
字
、
習
わ
ざ
る
に
自
ら
通
ず
。

　

年
甫
め
て
四
歳
に
し
て
、
自
ら*

普
門
品
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
誦
す
。
ま
た
善
く
阿
弥
陀
、

観
音
、地
蔵
等
の
仏
号
を
書
す
。
或
る
と
き
、父
に
出
家
を
請
い
、私ひ
そ

か
に*

空
経
を
称
す
。

女
人
に
見ま
み

え
る
こ
と
を
嫌
い
、*

葷く
ん

羶せ
ん

を
食
さ
ず
。
六
歳
に
し
て
、*

碧
巌
集
を
桂
厳
禅

師
に
聴
く
。
家
に
帰
り
て
覆
講
し
、
聴
く
者
、
驚
歎
す
。
慶
安
元
年
、
高
野
山
に
登
り
、

*

悉
地
院
の
雲
雪
に
従
い
て
得
度
す
。
時
に
年
、
十
歳
な
り
。
何
い
く
ば
く

も
亡な

く
し
て
雪
逝
き
、

*

釈
迦
文
院
の
朝
遍
に
師
事
す
。
受
業
し
て
日
新
た
な
り
。
明
暦
二
年
、
灌
頂
を
長
快
よ

り
受
く
。
寛
文
四
年
、
安あ
ん

祥じ
よ
う

寺じ

流
の*

秘ひ

璽じ

を
良
意
に
受
く
。
倶
舎
、
唯
識
、
雑
華
、

法
華
を
兼
学
し
て
精
研
す
。
寛
文
十
年
、*

即
身
義
を
講
ず
。*

闔こ
う

山ざ
ん

の
学
徒
、
そ
の
妙

解
に
服
す
。
厳
、山
に
住
す
る
こ
と
二
十
余
年
な
り
。*

角
を
折
り
席
を
奪
す
。
十
二
年
春
、

*

河
内
に
帰
り
如
晦
庵
を
建
て
、
観
心
寺
に
菩
提
心
論
、
理
趣
経
等
を
講
ず
。

　

延
宝
元
年
、*

自じ

誓せ
い

し
て
、
菩
薩
戒
を
受
く
。*

堅
く
浮ふ

囊の
う

を
守
る
。
翌
年
、
仁
和
寺
の

顕
證
、
孝
源
の
二
師
に
謁
し
、
西に
し
の

院い
ん

の
法
流
及
び
諸
儀
軌
を
稟
受
す
。
ま
た*

鉄
眼
禅
師

に
見
え
て
、
玄
機
投
合
し
道
交
特
に
厚
し
。
四
年
春
二
月
、
曼
荼
羅
を
常
楽
寺
に
建
て
、

*

受じ
ゆ

明み
よ
う

灌
頂
を
諸
弟
子
に
授
く
。
抑
も
受
明
灌
頂
は
東
密
一
派
、
そ
の
伝
を
失
う
こ
と
、

こ
こ
に
五
百
年
な
り
。
厳
、経
軌
を
検
尋
し
、再
び
こ
の
法
を
興
す
。*

是
の
年
の
夏
五
月
、

自
誓
し
て
具
足
戒
を
泉
州
高
山
寺
に
受
く
。
六
年
春
、
讃
州
に
遊
び
、
講
経
説
法
す
。
讃

州
の
太
守*

源
頼よ
り

重し
げ

、
戒
徳
を
渇
仰
し
、
親
し
く
教
誨
に
預
か
る
。
延
宝
七
年
、*

教
興
寺

を
営
興
せ
ん
と
冬
安
居
を
結
ぶ
。
翌
年
、
源
頼
重
の
需も
と
め

に
応
じ
、
法
華
秘
略
要
鈔
十
二

巻
を
著
す
。
貞
享
元
年
冬
十
一
月
、
江
戸
に
遊
化
す
。*

僑き
よ
う

居き
よ

し
て
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ざ

る
に
、
学
人
雲
集
す
。
講
経
説
法
し
て
、
虚
日
有
る
こ
と
無
し
。
嘗
て
法
華
を
谷
中
の
多

聞
院
に
講
ず
。
列
衆
は
一
千
余
人
な
り
。
次
に
、梵
網
経
を
講
ず
。
三
帰
依
を
受
く
る
者
、

六
十
万
九
千
人
。
光
明
呪
を
受
く
る
者
、
一
万
千
百
余
人
。
菩
薩
戒
を
受
く
る
者
、

千
百
三
十
人
。
元
禄
四
年
秋
八
月
、
幕
府
の
命
を
蒙
り
、*

霊
雲
寺
を
開
創
す
。
冬
十
月
、

殿
堂
落
成
す
。
入
院
開
法
し
て
、*

法
雷
倍
ま
す
ま
す

震
ふ
。
十
年
春
二
月
、
結け
ち

縁え
ん

灌
頂
を
授
く
。

壇
に
入
る
者
、
九
万
人
。

　

*

水
府
の
儒
者
森
尚し
よ
う

謙け
ん

、*

法ほ
う

筵え
ん

の
藹あ
い

然ぜ
ん

た
る
を
賀
し
、
詩
を
賦
し
て
云
く
、「*

南
天

の
鉄
塔
覚
皇
の
城
、*

芥
子
扉
を
開
い
て
此
道
明
ら
か
な
り
。*

惆ち
よ
う

悵ち
よ
う

す
会
昌
の
沙
汰
の

濁
れ
る
こ
と
を
、
讃
歎
す
日
域
の
法
流
の
清
き
こ
と
を
、*

尸し

羅ら

具
足
し
て
無
漏
を
証
し
、

結
縁
灌
頂
し
て
有
情
を
救
う
。
遍
照
金
剛
今
何い
づ
く

に
か
在
る
、*

那な

伽が

の
定
裏
に
形
声
を
見あ
ら

は
す
」
と
。
翌
年
春
三
月
、楞
厳
経
を
講
ず
。
列
衆
は
一
千
人
な
り
。
厳
、*

比
年
の
正
月
、

大
元
帥
王
法
を
勤
修
し
、
国
家
を
鎮
護
す
。
公
候
妃
嬪
、
崇
敬
し*

欽
服
す
。
十
五
年
夏

六
月
、*

微
疾
に
染
む
。
廿
七
日
、*

頭
北
面
西
、
右
脇
し
て
臥
し
、
印
を
結
び
て
、
寂
然

と
し
て
逝
く
。
世
を
閲ふ

る
こ
と
六
十
四
な
り
。*

夏
に
坐
す
る
も
の
、
若
干
な
り
。
剃て
い

度ど

の
弟
子
、
四
百
三
十
六
人
。
灌
頂
を
授
か
る
者
、
百
六
十
七
人
。
菩
薩
戒
を
授
か
る
者
、

一
万
五
千
余
人
。
著
す
所
に
、悉
曇
三
密
鈔
、法
華
冠
註
等
、*

亡ぶ

慮り
よ

十
五
部
六
十
巻
有
り
。

世
に*

梓し

行こ
う

す
。
諸
尊
秘
訣
等
の
三
百
余
巻
、
謄
写
し
て
密
林
に
流
伝
す
。
厳
、*

戒か
い

検け
ん

を

堅
持
し
て
、*

油ゆ

鉢は
つ

を
欠
か
ず
。
衣
鉢
を
飾
る
こ
と
無
く
、
好
味
を
嗜
ま
ず
。
謙
譲
し
て
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三
一

人
に
接
し
て
、送
迎
す
る
に*

慇い
ん

懃ぎ
ん

な
り
。信
施
を
得
る
に
随
い
経
像
を
購
い
殿
堂
を
修
す
。

慈
悲
を
懐
と
し
、
護
法
を
任
と
す
。*

法
筵
の
龍
象
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。

　

賛
し
て
曰
く
、
真
言
の
秘
教
、
日
域
に
伝
来
し
て
八
百
余
年
。
法
久
し
く
し
て
、

自
お
の
ず
か

ら*
弊
を
生
ず
。
そ
れ
、*

表
徳
玄
理
を
誇
称
し
、
或
い
は
事
行
を
疎
ん
ず
。
常
見
に
執
滞

し
、
ま
た
断
見
に
堕
つ
る
者
、
多
き
に
居
る
。
厳
公
、
夙
に
霊
根
を
具
し
、
正
知
見
を
発

す
。
高
祖
の
遺
訓
を
遵
奉
し
て
、*

戒
乗
双
練
し
、
人
天
を
利
益
す
る
に
、*

雲
行
雨
施
す
。

実
に
、*

澆ぎ
よ
う

季き

の
傑
出
に
し
て
、*

密
苑
中
興
の
大
士
な
る
か
な
。

（
語
注
）

＊
河
州
錦
部
郡
鬼
住
村
：
現
在
の
河
内
長
野
市
神
ガ
丘
の
延
命
寺
付
近
。
鬼お
に

住し
み

と
言
い
、

小
西
見
と
も
書
い
た
。

＊
篤
行
：
人
情
に
厚
い
行
い
を
す
る
こ
と
。
信
仰
に
篤
い
行
い
を
す
る
こ
と
。

＊
襁
褓
：
幼
少
の
時
期

＊
普
門
品
、尊
勝
陀
羅
尼
：「
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
普
門
品
第
二
十
五
」（
観
音
経
）
と
「
佛

頂
尊
勝
陀
羅
尼
」
の
こ
と
。

＊
空
経
：
般
若
経
の
こ
と
。

＊
葷
羶
：
な
ま
ぐ
さ
い
物
。
に
ら
、
に
ん
に
く
の
類
や
肉
類
。

＊
碧
巌
集
を
桂
厳
禅
師
に
聴
く
：
桂
厳
禅
師
の
『
仏
果
圜
悟
禅
師
碧
巌
録
』（
碧
巌
録
）

の
講
義
を
聴
い
た
。
桂
巌
惟
岳
禅
師
（
一
六
二
七
〜
一
七
一
〇
）
は
、
信
州
の
出

身
の
禅
僧
で
あ
る
が
、
全
国
を
遊
行
し
、
の
ち
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
小
倉

の
福
聚
寺
に
い
た
黄
檗
僧
で
あ
る
即
非
禅
師
に
参
禅
し
印
可
を
受
け
、
同
年
十
一

月
に
登
檗
し
、
隠
元
禅
師
か
ら
桂
厳
の
号
を
賜
っ
た
。
桂
厳
禅
師
は
、
若
年
の
頃
、

河
内
金
剛
山
麓
に
「
見
桃
亭
」
と
号
す
る
禅
庵
を
結
び
修
行
し
た
と
さ
れ
、
そ
の

頃
に
幼
少
の
浄
厳
師
が
聴
講
に
伺
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。尚
、『
妙
極
堂
遺
稿
』

で
は
、
浄
厳
律
師
十
五
歳
の
晩
秋
、
河
内
観
心
寺
で
惟
岳
禅
師
の
碧
巌
録
を
聴
講

し
、
詩
を
呈
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（『
浄
嚴
和
尚
傳
記
史
料
集
』
四
一
頁
参

照
。
以
下
『
傳
記
史
料
集
』
と
略
す
。）

＊
悉
地
院
の
雲
雪
：『
高
野
春
秋
』
や
『
紀
伊
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
順
教
房
雲
雪
は
、

和
州
平
群
郡
五
百
井
人
で
筒
井
順
慶
の
子
息
と
あ
り
。幼
く
し
て
高
野
に
登
山
し
、

宝
性
院
政
遍
に
受
業
し
四
度
加
行
を
し
、
後
に
悉
地
院
に
住
し
て
第
二
百
四
十
一

世
寺
務
検
校
法
印
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
浄
厳
律
師
は
、
は
じ
め
雲
雪
和
尚
に
就

き
、
得
度
し
て
覚
彦
雲
農
と
名
乗
る
。（『
傳
記
史
料
集
』
三
四
頁
、
三
八
頁
参
照
）

＊
釈
迦
文
院
の
朝
遍
：『
高
野
春
秋
』
に
よ
る
と
、
賢
清
房
朝
遍
は
、
父
は
讃
岐
出
身
で

久
保
氏
。
慶
長
元
年
に
大
阪
に
生
ま
れ
、
十
一
歳
で
高
野
山
に
登
り
、
宝
亀
院
の

朝
印
和
尚
に
つ
き
得
度
、
後
に
宝
性
院
に
転
住
す
る
。（『
傳
記
史
料
集
』
四
五
頁

上
段
参
照
）

＊
秘
璽
：
秘
印
。
璽
は
印
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
安
祥
寺
流
の
伝
法
を
受
け
奥
義
の

秘
印
を
授
か
っ
た
と
い
う
意
味
。
こ
こ
で
は
、
高
野
山
南
院
前
左
学
頭
良
意
阿
闍

梨
か
ら
安
祥
寺
流
の
秘
印
を
授
か
っ
た
と
な
っ
て
い
る
が
、『
浄
厳
大
和
尚
行
状

記
』（
以
下
、『
行
状
記
』
と
略
す
）
で
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
二
十
三
歳

の
正
月
十
一
日
と
な
っ
て
い
る
。（『
傳
記
史
料
集
』
一
八
六
頁
下
段
参
照
）

＊
即
身
義
：
弘
法
大
師
の
著
し
た
『
即
身
成
仏
義
』
の
こ
と
。

＊
闔
山
：
山
全
体
。
高
野
山
全
山
。

＊
角
を
折
り
席
を
奪
す
：
学
侶
と
し
て
の
誉
れ
が
高
か
っ
た
が
、
自
ら
そ
の 

学
侶
の
席

を
捨
て
失
っ
て
し
ま
う
。
角
を
折
り
と
は
、
こ
こ
で
は
学
僧
と
し
て
の
頭
角
・
才

能
が
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
途
中
で
止
め
、
挫
折
し
て
し
ま
う
意
。

＊
河
内
に
帰
り
如
晦
庵
を
建
て
：
こ
こ
で
の
テ
キ
ス
ト
『
続
日
本
高
僧
伝
』
所
収
の
「
江

戸
霊
雲
寺
沙
門
浄
厳
伝
」
に
は
「
帰
于
河
内
、
建
如
晦
庵
于
観
心
寺
、
講
菩
提
心

論
、」
と
あ
る
が
、
上
田
霊
城
編
著
『
浄
厳
和
尚
傳
記
史
料
集
』
所
載
の
他
の
伝

記
史
料
を
参
照
す
る
に
、
明
ら
か
に
観
心
寺
に
如
晦
庵
を
建
て
た
と
読
む
は
誤
り

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
読
み
を
史
実
に
基
づ
き
改
め
た
。

＊
自
誓
し
て
、
菩
薩
戒
を
受
く
：
自
誓
受
戒
し
て
、（
梵
網
）
菩
薩
戒
を
受
け
た
。『
浄
厳

和
尚
年
譜
艸
稿
』（
以
下
、『
年
譜
艸
稿
』
と
略
す
）
や
『
行
状
記
』
に
よ
る
と
、

延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
三
月
に
堺
の
神
鳳
律
寺
快
円
律
師
に
従
っ
て
、
菩
薩
戒

を
受
け
浄
厳
と
改
名
し
た
と
す
る
。
尚
、
快
円
律
師
は
も
と
高
野
山
の
学
侶
で
良

意
阿
闍
梨
に
師
事
し
、
安
流
の
伝
法
も
受
け
た
浄
厳
律
師
の
六
歳
上
の
先
輩
で

あ
っ
た
。『
傳
記
史
料
集
』
六
七
頁
上
段
参
照
）

＊
堅
く
浮
囊
を
守
る
：
戒
律
を
厳
守
す
る
こ
と
。

＊
鉄
眼
禅
師
：（
一
六
三
〇
〜
一
六
八
二
）
江
戸
前
期
の
黄
檗
宗
の
僧
。
肥
後
の
出
身
。

浄
土
真
宗
か
ら
禅
に
転
じ
、
長
崎
で
隠
元
隆
琦
、
木
庵
性
瑫
に
参
じ
る
。
飢
饉
の
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三
二

際
に
は
難
民
救
済
に
尽
力
。
全
国
を
遊
行
布
教
し
寄
進
を
募
り
、
十
年
余
り
を
費

や
し
て
、
黄
檗
版
（
鉄
眼
版
）
大
蔵
経
を
刊
行
し
た
。
諡
号
は
宝
蔵
国
師
。

＊
受
明
灌
頂
：
密
教
を
修
行
す
る
仏
弟
子
に
、
一
尊
の
印
・
明
を
授
け
る
灌
頂
。
常
楽
寺

は
、
河
内
長
野
市
に
あ
る
延
命
寺
の
近
隣
の
寺
院
で
あ
る
が
、
明
治
期
に
廃
寺
。

＊
是
の
年
の
夏
五
月
：
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
五
月
十
四
日
、
泉
州
高
山
寺
に
て
自
誓

し
て
、
具
足
戒
を
通
受
す
る
。
こ
の
時
、
慈
念
房
慧
隆
が
同
受
し
、  

神
鳳
寺
一
派

の
真
政
律
師
の
高
弟
、慧
海
房
玄
忍
が
証
明
師
を
勤
め
て
い
る
。 （『
傳
記
史
料
集
』

七
六
頁
下
段
参
照
）

＊
源
頼
重
：
松
平
頼
重
（
一
六
二
二
〜
一
六
九
五
）
は
、
江
戸
前
期
の
大
名
。
は
じ
め
常

陸
下
館
藩
主
、
の
ち
讃
岐
高
松
藩
初
代
藩
主
と
な
る
。
水
戸
藩
初
代
藩
主
徳
川
頼

房
の
長
子
で
、
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
の
同
母
兄
。
三
代
藩
主
徳
川
綱
条
の
父
。
浄

厳
律
師
の
外
護
者
で
あ
っ
た
。

＊
教
興
寺
：
八
尾
市
に
あ
る
西
大
寺
末
の
教
興
寺
。『
行
状
記
』
の
延
宝
七
年
条
に
は
、

こ
の
冬
に
河
内
高
安
郡
教
興
寺
を
尊
学
忍
空
よ
り
譲
り
受
け
て
再
興
の
志
を
起
こ

し
た
と
あ
る
。（『
傳
記
史
料
集
』
九
〇
頁
上
段
参
照
）

＊
僑
居
：
仮
住
ま
い
。
旅
住
ま
い
。

＊
霊
雲
寺
を
開
創
す
：
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
八
月
二
十
二
日
、
柳
沢
保
明
の
推
挙
に

よ
っ
て
幕
府
よ
り
湯
島
（
東
京
都
文
京
区
湯
島
）
に
三
千
五
百
坪
の
土
地
と
金

三
百
両
が
下
賜
さ
れ
、宝
林
山
霊
雲
寺
が
創
建
さ
れ
る
。
閏
八
月
二
日
に
着
工
し
、

十
月
半
ば
に
完
成
。
永
代
幕
府
の
祈
願
所
と
さ
れ
た
。（『
傳
記
史
料
集
』
一
二
六

頁
上
段
参
照
）

＊
法
雷
倍
震
ふ
：
仏
教
の
説
法
を
雷
震
に
喩
え
て
、
浄
厳
律
師
の
説
法
が
広
く
天
下
に
知

れ
渡
っ
た
。

＊
水
府
の
儒
者
森
尚
謙
：
水
戸
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
森
尚
謙
。
森
尚
謙
（
一
六
五
三
〜

一
七
二
一
）
江
戸
中
期
の
儒
者
。
摂
津
の
医
師
森
壽
庵
の
息
子
、
高
槻
に
生
ま
れ

た
。
医
師
の
家
業
を
継
ぐ
が
、
後
に
水
戸
藩
に
仕
え
『
大
日
本
史
』
の
編
修
に
参

加
。
徳
川
光
圀
命
名
の
儼
塾
を
開
き
、
自
ら
の
号
と
も
し
た
。
名
は
尚
謙
、
字
は

利
渉
。
復
庵
、
不
染
居
士
と
も
号
し
た
。
著
書
に
『
護
法
資
治
論
』『
儼
塾
集
』

な
ど
が
あ
る
。

＊
法
筵
の
藹
然
た
る
：
法
筵
と
は
、
法
座
、
講
経
や
法
話
が
開
か
れ
る
座
。
藹
然
た
る
と

は
、
非
常
に
盛
ん
な
る
様
を
言
う
。
こ
こ
で
は
、
浄
厳
律
師
の
法
座
に
多
く
の
大

衆
が
集
い
盛
ん
で
あ
る
様
子
を
示
す
。

＊
南
天
の
鉄
塔
：
南
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
真
言
密
教
の
根
本
聖
典
で
あ
る
大
日
経
・
金
剛
頂

経
を
蔵
し
て
い
た
と
さ
れ
る
鉄
塔
。
真
言
密
教
伝
持
の
第
一
祖
と
な
る
龍
猛
菩
薩

（
龍
樹
）
が
こ
の
鉄
塔
に
入
り
、
金
剛
薩
埵
に
相
見
し
て
大
経
を
伝
授
さ
れ
た
と

さ
れ
る
。

＊
芥
子
扉
を
開
い
て
：
金
剛
頂
義
訣
等
に
よ
れ
ば
、
龍
樹
は
南
天
の
鉄
塔
に
至
り
、
塔
前

で
七
日
間
大
日
真
言
を
読
誦
し
、そ
の
の
ち
白
芥
子
七
粒
を
扉
に
投
げ
つ
け
る
と
、

扉
が
開
き
入
塔
し
て
両
部
の
大
経
を
伝
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
故
事
に
因
ん
で
い

る
。
此
道
と
は
、
真
言
密
教
の
教
義
。
こ
こ
で
は
、
龍
樹
が
南
天
の
鉄
塔
を
開
い

て
伝
持
し
た
真
言
密
教
の
教
え
が
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
明
白
に
浄
厳
律
師
に

よ
っ
て
大
衆
に
敷
衍
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
賀
頌
し
て
い
る
。

＊
惆
悵
す
会
昌
の
沙
汰
の
濁
れ
る
こ
と
を
：
惆
悵
と
は
憂
え
悲
し
む
さ
ま
。
会
昌
の
沙
汰

と
は
、
唐
の
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
に
武
宗
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
廃
仏
事
件
。

こ
れ
に
よ
っ
て
唐
の
仏
教
は
衰
退
し
、
時
代
も
悪
化
し
た
。

＊
尸
羅
具
足
し
て
無
漏
を
証
し
：
尸
羅
（Śīla

）
と
は
、
戒
の
こ
と
。
浄
厳
律
師
が
戒
律

を
護
持
し
、
無
漏
の
悟
り
を
証
し
て
い
る
こ
と
を
誉
め
称
え
て
い
る
。

＊
那
伽
の
定
裏
に
形
声
を
見
は
す
：
那
伽
（N

āga

）
と
は
、
龍
や
象
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
浄
厳
律
師
の
説
法
の
姿
が
正
に
那
伽
の
禅
定
で
あ
り
、
そ
の
姿
の
中
に

弘
法
大
師
が
彷
彿
と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

＊
比
年
：
毎
年

＊
欽
服
：
う
や
ま
い
従
う
こ
と
。

＊
微
疾
に
染
む
：
ち
ょ
っ
と
し
た
病
を
患
う
こ
と
。

＊
頭
北
面
西
、
右
脇
し
て
：
頭
を
北
に
し
、
西
を
向
き
、
右
脇
を
下
に
横
に
な
る
こ
と
。

釈
尊
が
入
滅
さ
れ
た
時
の
姿
。

＊
夏
に
坐
す
る
も
の
：
夏
安
居
の
結
制
に
加
わ
る
者

＊
亡
慮
：
お
お
よ
そ
。
概
ね
。

＊
梓
行
：
書
物
を
出
版
す
る
こ
と
。
上
梓
。

＊
戒
検
を
堅
持
し
：
戒
律
を
堅
く
受
持
し
て
。

＊
油
鉢
を
欠
か
ず
：
油
鉢
は
傾
覆
し
、
油
が
こ
ぼ
れ
易
い
の
で
、
注
意
を
凝
ら
す
こ
と
に
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三

喩
え
る
。

＊
慇
懃
：
礼
儀
正
し
く
丁
寧
な
こ
と
。

＊
法
筵
の
龍
象
：
法
筵
は
一
般
に
法
席
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
広
く
当
時
の
仏
教
界

全
般
の
意
。
ま
た
、
龍
象
は
威
力
自
在
な
る
に
喩
え
て
、
高
僧
や
賢
聖
を
意
味
す

る
。

＊
弊
を
生
ず
：
悪
い
状
況
が
生
じ
る
。

＊
表
徳
玄
理
を
誇
称
し
：
真
言
密
教
の
優
れ
た
徳
や
奥
深
い
理
法
を
大
げ
さ
に
言
っ
て
。

＊
戒
乗
双
練
：
戒
律
と
真
言
乗
を
と
も
に
練
行
す
る
こ
と
。

＊
雲
行
雨
施
す
：
雲
の
よ
う
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
遊
行
し
、
雨
の
よ
う
に
多
く
の
教
え
を

施
す
。

＊
澆
季
：
末
世
の
こ
と
。

＊
密
苑
中
興
の
大
士
：
真
言
密
教
の
中
興
の
菩
薩
。
大
士
と
は
菩
薩
の
こ
と
。
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“Shingonritsuben” （The Description on the Precepts of 
Singon Sect） stated by Precept-Master, Rev.Jōgon

Atsuo FUJITANI

　Rev.Jōgon （浄厳：1639 ～ 1702） was a monk of Shingon sect and a stern Precept-master in Edo period 

who was commonly called ‘Kakugen’ （覚彦）, ‘Myogokudo’ （妙極堂） or ‘Zuiun-dōnin’ （瑞雲道人）. He 

was born as a son of Doun Ueda （上田道雲） in Onishimi village （in current Kawachinagano city of 

Osaka）. As he had trained Shingon esoteric Buddhism at Koya Mountain since his childhood, he could 

accomplish the establishment of Shin-anjouji fashion （新安祥寺流：a new fashion of Singon esoteric 

training）. After he left Koya Mountain, he devoted himself to the investigation of Buddhist precepts and 

the revival of Buddhism. In 1691 he founded a head temple named ‘Reiunji’ （霊雲寺） in Yushima of Edo 

to centralize all temples of Singon sect in Kanto district by support of the Tokugawa shogunate. Based in 

this temple, he propagated  teachings of Singon esoteric Buddhism and Buddhist precepts to many people.

　In 1694 he proffered “Shingonritsuben” （真言律弁） as a statement on the precepts of Shingon sect to 

the Tokugawa shogunate. In particular, he defined ‘Shingonritsu ’ （真言律） as a legitimate Singon sect 

following Buddhist precepts strictly in this description. He asserted that Reiunji was a headquarter temple 

of ‘Nyohō-Shingonritsu’ （ 如 法 真 言 律 ） sect adhering rigidly to teachings and precepts that Buddha 

preached. Furthermore he denied ‘Ritsu sect’ （律宗） as a Buddhist sect. Every Buddhist sect has three 

aspects of Practice of  Precepts （戒学）, Meditations （定学）, and Wisdoms （慧学） in itself. Therefore he 

argued in it that Ritsu sect should not be approved as a Buddhist sect, because it handled just Practice of 

Precepts and was lacking the other two. In this way Shingonrituben is an invaluable document specifically 

indicating the conceptions of  Buddhist sect and Shingonritsu in Edo Buddhism.

Keywords：Shingonritsuben （真言律弁）, Jōgon （浄厳）, Nyohō-Shingonritsu （如法真言律） 


