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一

問
題
の
所
在

授
戒
は
本
来
は
入
門
儀
礼
で
あ
り
、
端
的
に
い
え
ば
出
家
と
同
じ
意
味
を
持

つ
が
、
曹
洞
宗
で
は
在
俗
者
に
対
す

る
葬
儀
を

「没
後
作

僧
」
と
い
い
、
授
戒
儀
礼
を
伴
う
形
で
執
行
し
て
い
る
。
葬
儀
自
体

の
儀
礼
と
し
て
は
、
中
国
禅
宗
で
も
亡
く
な

っ
た
僧
に
対
し
て
行
わ

　　
　

れ
て

い
た

「亡
僧
葬
儀
」
を
援
用
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
、
葬
儀

の
シ

ス
テ
ム
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な

っ
て
も
、
日
本
固
有

の
、
死
者
に
戒
名
を
授
与
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
ど

の
よ
う
な
意
味
と
背
景
が
あ

る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

右

の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

つ
と
き
、
授
戒
の
前
提
と
な
る
べ
き
戒
律
観
が
、
日
本
仏
教
と

い
う
土
壌

の
中
で
ど

の
よ
う
に
展
開
し
た

　　
　

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に

つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
も
少
し
く
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
葬
儀
と

関
連

し
た
形
で
の
出
家
授
戒
と

い
う
も
の
が
歴
史
的
に
定
着
し
て
い
く
過
程
を
眺
め
、
曹
洞
宗
で
い
う

「没
後
作
僧
」
、
言
い
換
え
れ
ば
死

後
出
家
と
い
う
形
を
と
る
葬
儀
が
、
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
い
く
要
因
に

つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
論
及
し
よ
う
と

目
論
ん
で
い
る
。

も

っ
と
も
、
曹
洞
宗
の
宗
祖
で
あ
る
道
元
に
お
い
て
は
、

「十
六
条
戒
」
と
い
う
、
他
宗
派
は
も
と
よ
り
、
日
本
以
外
の
仏
教
圏
で
は
類
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を
見
な

い
戒
律
観
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
の
研
究
も
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
十
六
条
戒
が
ど

の
よ
う
な
経
緯

で
、
ど

の
よ
う
な
契
機
で
成
立
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
曹
洞
宗
学
に
お
い
て
も
確
定
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
が
教
学
的
に
十
分
な
裏
付
け
を
持

つ
た
め
に
も
、
十
六
条
戒
成
立
の
事
情
を
解
明
す

る
と
と
も
に
、
曹
洞

宗
に
お
け
る
葬
儀
が
整
備
さ
れ
る
過
程
を
、
細
か
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
時
点
で
は
そ
れ
を
な
し
得

て
い
な
い
。
本
稿
は
、

授
戒
と
葬
儀
と
い
う
点
に
着
目
し
、
日
本
仏
教
に
お
い
て
戒
名
が
死
後
出
家
者
の
名
前
と
し
て
定
着
し
て
い
く
事
情

の
、
ご
く

一
端
を
考

察
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

二

中
世
に
お
け
る
戒
律

へ
の
関
心

日
本
禅
宗
の
初
祖
と
も
さ
れ
る
栄
西
は
、
禅
の
正
当
性
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る

『興
禅
護
国
論
』
な
ど

の
撰
述
に
お

い
て
、
「此

の
宗
は

戒
を

以
て
初
と
為
し
、
禅
を
以
て
究
と
為
す

(大
正
八
〇

・
七

・
a
)
」
「そ
れ
仏
法
は
持
戒
を
以
て
先
と
為
す

(大
正
八
〇

・
八

・
c
)
」

な
ど

と
述
べ
、
そ
の
根
拠
を

『
浬
葉
経
』
の

「扶
律
顕
常
」
に
求
め
て
い
る
。
栄
西
の
い
う
戒
は
、
虚
苓
懐
散
か
ら
受
け
た
菩
薩

・
四
分

両
戒

で
あ
り
、
大
小
両
戒
を
指
し
て
い
る
。
菩
薩

・
四
分
両
戒
を
受
け
る
と
い
う
大
小
戒
兼
持
は
、
中
国
の
禅
宗
で
は
当
然

の
立
場
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
を
栄
西
は

「外
声
聞

の
威
儀
を
学
し
、
内
菩
薩

の
慈
心
を
持

つ
が
故
な
り

(大
正
八
〇

・
=
二
・
b
)」
と
述
べ
て
い
る
。

栄

西
の
大
小
戒
兼
持
は
、
ひ
と
つ
に
は
叡
山
上
の
破
戒
僧
が
、
「
一
得
永
不
失

の
本
有
戒
」
と

い
う
よ
う
な

納理
戒
」
を
振
り
か
ざ
し
た

こ
と
に
対
し
、
「事
戒
」
を
宣
揚
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
目
本
仏
教
に
お
け
る
如
法
授
戒
制
度
は
、
鑑
真

の
渡
来
に
よ

っ
て
整
え
ら
れ
た
が
、

鑑
真

の
将
来
し
た
典
籍

に
よ

っ
て

『
法
華
経
』
の
教
え
に
目
覚
め
た
最
澄
は
、
比
叡
山
に
単
受
菩
薩
戒
に
よ
る
大
乗
戒
壇
を
設
立
し
て
、

他

の
仏
教
圏
に
見
ら
れ
な
い
制
度
を
打
ち
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
意
味
で
そ

の
戒
律
観
が
き
わ
め
て
理
念
的
で
あ

っ
た
た
め
に
、
必

ず
し
も
持
戒
堅
固
な
風
潮
は
保
た
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
天
台
密
教
の
大
成
者

で
あ
る
安
然
が
、
積
極
的

な
小
戒
受
持
と
犯
戒

後

の
再
受
戒
を
認
め
た
こ
と
も
、
重
大
な
要
因
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
台
密

の
徒
と
し
て
の
栄
西
は
、
安
然
教
学
か
ら
大
き
な
影



響
を
受
け
て
い
る
が
、
自
ら
入
宋
し
て
、
中
国
禅
林
が
菩
薩

・
四
分
両
戒
を
兼
持
し
つ
つ
、
清
規
に
基
づ
い
た
清
浄

な
生
活
を
送

っ
て
い

る
こ
と
を
目
撃
し
た
こ
と
で
、
大
小
戒
兼
持
に
よ
る
戒
律
重
視
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

栄

西
が

『
興
禅
護
国
論
』
で
、

或
る
人
、
妄
に
禅
宗
を
称
し
て
名
づ
け
て
達
磨
宗
と
日
う
。
し
か
し
て
み
つ
か
ら
云
く
、
行
無
く
修
無
し
、
本

よ
り
煩
悩
無
く
、
元

よ
り
こ
れ
菩
提
な
り
。
こ
の
故
に
事
戒
を
用
い
ず
、
事
行
を
用

い
ず
、
た
だ
ま
さ
に
僅
臥
を
用
う
べ
し
。
(中
略
)
こ
の
義
如
何
。
答

え
て
曰
く
、
か
の
悪
と
し
て
造
ら
ざ
る
こ
と
無
き
の
類
な
り
。
聖
教

の
中
に
空
見
と
言
え
る
も
の
の
ご
と
き
、

こ
れ
な
り
。
こ
の
人

と
共
に
語
り
、
同
座
す
べ
か
ら
ず
、
ま
さ
に
百
由
旬
を
避
く
べ
し

(大
正
八
〇

・
七

・
c
～
八

・
a
)
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と

記
し
、
達
磨
宗

の
大
日
房
能
忍
を
批
判
し
た
の
は
、
同
じ
よ
う
に
叡
山
仏
教
か
ら
禅
を
志
向
し
な
が
ら
、
能
忍
が
堕
落
し
た
叡
山
の

「理
戒
」
主
義
を
脱
し
て
い
ず
、

「事
戒
」
を
重
ん
じ
な
か

っ
た
か
ら
と
見
ら
れ
る
。
達
磨
宗
批
判

の
典
拠

の

一
つ
と

し
て
、
栄
西
は
永
明

延
寿

の

『宗
鏡
録
』

(九
六

一
)
を
引
い
て
、
禅

の
殊
勝
な
る
こ
と
を
聞
い
て
も
事
理
の
行
を
欠
き
事
戒
が
無
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
、
と

述
べ
て
い
る
。
天
台

の
口
伝
法
門
を
集
め
た

『渓
嵐
拾
葉
集
』
の
、
「第

一
顕
教
部

(三
)
禅
宗
教
家
同
異
」
は
、
『宗
鏡
録
』
を
引
き
な

が
ら

円
爾
の
禅
な
ど
に
言
及
し
て
い
る

(大
正
五
七

・
五
三
八

・
c
、
五
四
〇

・
b
)。
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
は
十
四
世
紀
前
半
に
撰
述
さ
れ

て
い
る
が
、
『宗
鏡
録
』
は
既
に
永
超

『
東
域
伝
燈
目
録
』
(
一
〇
九
四
)
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り

(大
正
五
五

・
=

六
四

・
c
)
、
栄
西

・

能
忍

の
頃
に
は
、
叡
山
で
禅
を
学
ぶ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
『聖
光
上
人
伝
』
に
よ
れ
ば
、
法
然

房
源
空

の
弟
子
弁
阿
弁
長
が
能
忍
と
問
答
し
た
際
に
、
『
宗
鏡
録
』
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
能
忍

が

『
宗
鏡
録
』
を
学

ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(続
群
書
類
従
九
-
上
三
二
頁
)
。

た
だ
し
、
栄
西
は
あ
く
ま
で
四
分
律

(小
乗

の
律
儀
)
の
護
持
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
中
国
禅
林
の
清
規
を
導

入
し
よ
う
と
い
う
意
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志

は
な
か

っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
栄
西
と
同
じ
よ
う
に
入
宋
修
行
し
、

戒
律
観
を
異
に
し
て
い
た
と
い
え
る
。
達
磨
宗
に
つ
い
て
は
道
元
も
、

て
、

『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
に

我
が
国
に
お
い
て
禅
林
の
清
規
を
本
格
的

に
定
め
た
道
元
と
は
、

そ
の
会
下
に
多
く

の
達
磨
宗
出
身
者
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
あ

っ

達
磨
宗
の
如
き
は
冷
暖
自
知
と
云
う
、
他
に
よ
ら
ぬ
智
と
思
た
れ
ど
も
専
吾
我
に
対
し
た
る
智
な
り
。
不
可
用
。

達
磨
宗
に
は
破
相
論

.
悟
性
論

・
血
脈
論
と
た
て
て
、
ま
ず
世
間
の
法
を
破
し
て
正
を
さ
と
る
と
云
は
ば
す

で
に
測
度
な
る
ぺ
し

(永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
十

一
・
六

一
五
頁
、
十

二

・
三
三
〇
頁
)

と
、
そ
の
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。

中
世
に
お
い
て
、
戒
律
に
対
す
る
関
心
が
高
ま

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
禅
宗
と
律
宗
の
交
流
と
い
う
面
か
ら
も
窺
え
る
。
平
安
末
期

か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
時
代
、
渡
海
求
法
し
た
僧
が
多
く
い
た
が
、
中
で
も
禅
僧
が
も

っ
と
も
多
く
、
次

い
で
律
僧
が
多
か

っ
た
。

中
国
に
お
い
て
、
禅
律
両
宗
が
盛
ん
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
日
本
仏
教
側
の
主
体
的
事
情
と
し
て
、
自
ら
を
活
性
化
す

る
要
素
を
求
め
て
い
た
点
も
、
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
期
、
南
都
律
宗
に
お
け
る
戒
律
復
興
が
仏
教
革
新
運
動
の
先
駆
け
と
な

り
、
禅
宗
は
浄
土
系
と
と
も
に
大
き
な
流
れ
と
な

っ
た
。
し
か
も
こ
の
両
宗

の
僧
は
、
「禅
律
僧
」
と

一
括
さ
れ
、
さ
ら
に
旧
仏
教
諸
宗
派

で
出
家
し
た
僧
が
、
僧
と
し
て
の
出
世
を
断
念
し
て
禅
律
僧
に
な
る
場
合
が
多
く
、
特
に
彼
ら
は

「遁
世
僧
」
と

呼
ば
れ
た
。
著
名
な
僧

の
伝
記
な
ど
を
通
覧
す
る
と
、
禅
律
両
宗
の
僧

の
問
で
、
か
な
り
有
機
的
な
交
流
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
以
下
に
、
僧
伝
類

に
見
ら
れ
る
事
例
を
列
挙
し
て
み
る
。

泉
涌
寺
俊
彷

(
一
一
六
六
～

一
二
二
七
)
〔不
可
棄
法
師
伝

・
元
亨
釈
書
〕



169道 元 の戒律観 と 「没後作僧」

建
暦
元

(
=

=

一
)
年

の
帰
国
を
栄
西
が
博
多
ま

で
出
迎
え
、
建
仁
寺
に
寓
せ
し
め
て
、
四
月
か
ら
翌
年
十
月
ま
で
律
学

を
講
じ
さ
せ
た
。

(石
田
充
之
編

『
…鎌
倉
新
仏
教
成
立

の
研
究

俊
花
律
師
』
四

一
七
頁
、

大
日
本
仏
教
全
書

一
〇

一
・
二
九
三
頁
)

月
翁
智
鏡

(不
詳
)
〔律
苑
僧
宝
伝
〕

在
宋
中
、
蘭
渓
道
隆
と
親
交
し
て
そ
の
渡
日
を
促
し
、
渡
来
し
て
入
京
し
た
蘭
渓
を
来
迎
院
に
滞
在
さ
せ
た
。

(大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
五

・
二
五
三
頁
)

来
迎
院
駐
錫
の
期
間
に
蘭
渓
は
、

「泉
涌
寺
行
事
次
第
」
・
金
沢
文
庫
本

「蘭
渓
坐
禅
儀
」
を
撰
す
。

(納
富
常
天

『
金
沢
文
庫
史
料
の
研
究
』

「東
山
泉
涌
寺

に
お
け
る
禅
受
容
」)

叡
尊

(
一
二
〇

一
～

一
二
九
〇
)
〔本
朝
高
僧
伝
〕

最
晩
年
、
無
本
覚
心

(
一
二
〇
七
～

=

一九
八
)
に
参
じ
、
戒
壇
院
の
側
に
旦
過
寮
を
建

て
た
。

(大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
三

・
二
九
五
頁
)

円
照

(
一
一
=
=

～

一
二
七
七
)

〔円
照
上
人
行
状
〕

東
福
寺
に
赴
い
て
円
爾

(
一
二
〇
二
～

一
二
八
〇
)
の
下
で
九
十
日
間

の
安
居
修
行
を
し
て
印
可
を
得
、
戒
壇
院
に
帰

っ
た

後
も
、
夜
に
は
坐
禅
を
修
し
た
と
あ
り
、
門
下
に
も
、
円
照
寂
後
に
東
福
寺
や
永
平
寺
に
赴

い
た
僧
が
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。

(続
々
群
書
類
従
三
)

凝
然

(
一
二
四
〇
～

=
二
一
=

)

〔本
朝
高
僧
伝
運
良
伝
〕

覚
心
の
弟
子
恭
翁
運
良

(
一
二
六
七
～

=
二
四

一
)
と
の
問
答
を
通
じ
て
、
仏
法
の
枢
要
を
知
り
得
た
と
い
い
、
さ
ら
に
運

良

の
依
頼
を
受
け
て
、
か
つ
て
叡
尊
が
建
て
た
旦
過
寮
が
荒
廃
し
て
い
る
の
を
再
興
し
た
。
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(大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
二

・
三
六
六
頁
)

禅
爾

(
一
二
五
二
～

=
二
二
五
)
〔本
朝
高
僧
伝
〕

覚
心
に
参
禅
し
、
久
米
田
寺
に
お
い
て
禅
堂
を
構
え
て
昼
夜

二
時
に
坐
禅
を
修
し
、
そ
の
聞
に
華
厳
や
律
を
講
じ
た
と
あ
る
。

(大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
二

・
二
五
二
頁
)

弟
子
湛
容
に
宛
て
た
手
紙
に
、
「当
地
で
も
坐
禅
を
修
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
生
前

の
本
懐
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(金
沢
文
庫
古
文
書

一
七
五
七
)

湛
容

(
一
二
七

一
～

=
二
四
六
)

そ
の
撰
述
に
、
『
六
祖
壇
経
』
『
百
丈
坐
禅
儀
』
『碧
巌
録
』
『
景
徳
伝
燈
録
』
、
そ
し
て

『宗
鏡
録
』
な
ど
、
著
名
な
禅
籍
か
ら

の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
る

概

し
て
い
え
ば
、
入
宋
帰
国
し
た
禅
僧
に
律
僧
が
参
じ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
叡
山
な
ど
に
お
い
て
、

二

得
永
不
失
の
本
有
戒
」
と
い
う
よ
う
な
理
念
的
な
戒
を
振
り
か
ざ
し
た
破
戒
僧
が
横
行
し
た
こ
と
が
、
戒
律
に
対
す
る
関
心
を
高
め

る
要

因
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
践
的
な
戒
律
と
い
う
意
味
で
は
、
中
国
禅
林
が
運
用
し
て
い
た

「清
規
」
と

い
う
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
制
度
が
興
味
の
対
象
と
な

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

三

道
元
の
十
六
条
戒

現
在

の
曹
洞
宗
で
は
、
道
元
が
創
唱
し
た
と
さ
れ
る

「十
六
条
戒
」
に
拠

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
他
に
類
を
見
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

　　
　

冒
頭

に
も
述

べ
た
。
同
時
に
、
そ
れ
が
成
立
す
る
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
述
べ
た
。
宗
門
の
立
場
と

し
て
は
、

「仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
」
に

'



右
大
宋
宝
慶
元
年

(
一
二
二
五
)
九
月
十
八
日
、
前
住
天
童
景
徳
寺
堂
頭
和
尚
、
授
道
元
式
如
是
。
祖
日
侍
者

〈時
焼
香
侍
者
〉
、
宗

端
知
客

・
広
平
侍
者
等
、
周
旋
行
此
戒
儀
。
大
宋
宝
慶
中
伝
之

(春
秋
社

『道
元
禅
師
全
集
』
第
六
巻

一
八
八
頁
)
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と
あ
る
こ
と
で
、
十
六
条
戒
は
道
元
が
如
浄
か
ら
受
け
た
も
の
と
い
う
理
解
が

一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
如
法
授
戒
が
行
わ
れ
て
い

た
中

国
仏
教
に
お

い
て
は
、
十
六
条
戒
を
授
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
常
識
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

道

元
自
身
が
栄
西
の
弟
子
明
全
と
と
も
に
入
宋
し
、
結
果
と
し
て
正
師
で
あ
る
如
浄
と
巡
り
会

っ
て
そ

の
法
を
嗣

い
だ
の
で
あ
る
が
、

入
宋
と

い
う
行
動
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、

一
定

の
手
続
き
が
必
要
で
あ

っ
た
。
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
て
以
後
、
中

国

へ
の
渡
海
は
個
人

的
な

形
で
実
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
中
国
国
内
で
の
活
動
を
認
め

て
も
ら
う
た
め
に
は
、
具
足
戒

の

「戒
牒
」
を
持
参

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
開
山
栄
西
が

二
度
の
入
宋
経
験
者
で
あ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
当
時

の
建
仁
寺
は
、
渡
海
入
宋

に
関
す
る
知
識
を
入
手
し
や
す
い
場
所
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
栄
西
門
流
の
中
で
入
宋
し
た
僧
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く

具
足
戒
の
戒
牒
を
持

参
し
て
い
る
し
、
明
全
は
比
叡
山
で
出
家
し
た
た
め
に
単
受
菩
薩
戒
で
あ

っ
た
の
で
、
改
め
て
具
足
戒
の
戒
牒
を
得

た
上
で
入
宋
し
て
い

る
。

つ
ま
り
、
如
法
授
戒
に
よ

っ
て
具
足
戒
を
受
け
た
比
丘

・
比
丘
尼
で
な
け
れ
ば
、

一
人
前

の
僧
侶
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
は
道
元
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
明
全
は
入
宋
後
に
天
童
山
で
客
死
し
、
そ
の
遺
骨
と
戒
牒
は
道
元
が
日
本

へ

持
ち
帰

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
戒
牒
が
、
道
元
の
奥
書
が
付
さ
れ
て
永
平
寺
に
現
存
し
て
い
る
。
戒
牒
は
正
治
元
年

(
=

九
九
)

一

一
月

八
日
付
で
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
的
な
意
味
で
の
需
要
に
応
じ
る
た
め
に
、
あ
ら
か

じ
め
作
成
さ
れ
た
戒

　　
　

牒
に
僧
名
を
書
き
入
れ
た
も
の
が
、
当
時
多
く
発
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
入
宋
に
際
し
て
具
足
戒
牒
を
持
参
す
る

こ
と
に

つ
い
て
、
道

元
は
明
全
の
戒
牒

の
奥
書
に
以
下
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
。

先
師
、
誰
は
明
全
。
貞
応
癸
未

(
一
二
二
三
)

二
月
二
十
二
日
、
建
仁
寺
を
出
で
て
大
宋
国
に
赴
け
り
、
見
に
年
四
十
歳
な
り
。
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(中

略
)

全
公
、
天
童
に
あ
り
て
三
年
を
経
、
四
十
二
歳
、
五
月
二
十
七
日
の
辰

の
時
、
了
然
寮
に
円
寂
せ
り
。
時
に
大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
の

載

(
一
二
二
五
)
な
り
。
時
に
堂
頭
和
尚
は
如
浄
禅
師
な
り
。
全
公
入
宋

の
時
は
、
す
な
わ
ち
大
宋
嘉
定
十
六
年
癸
未

(
一
二
二
三
)

な
り
。
初
め
明
州
景
福
寺
に
到
る
、
時
に
講
師

の
妙
雲
講
師
、
堂
頭
た
り
。
全
公
は
、
本
天
台
山
延
暦
寺
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
り
。

然
れ
ど
も
宋
朝
は
比
丘
戒
を
用
う
、
故
に
入
宋

の
時
に
臨
み
て
、
こ
の
具
足
戒
牒
を
書
し
持
せ
り
。
宋
朝
の
風
は
、
大
乗
教
を
習
学

す
と
い
え
ど
も
、
僧
は
皆
先
ず
大
僧
戒
を
受
く
る
な
り
。
た
だ
菩
薩
戒
を
受
く
る
の
み
の
僧
は
、
未
だ
嘗

て
聞
か
ざ
る
者
な
り
。
先

ず
比
丘
戒
を
受
け
、
後
に
菩
薩
戒
を
受
く
る
な
り
。
菩
薩
戒
を
受
く
る
の
み
に
し
て
、
し
か
も
夏
膓
と
な
す
は
、
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ

る
な
り
。
明
全
、
入
宋

の
時
は
、
後
堀
河
院
の
在
位
な
り
。
後
高
倉
院
、
太
上
皇
た
り
。
全
公
、
太
上
天
皇
に
菩
薩
戒
を
授
け
奉
れ

り

(春
秋
社

『道
元
禅
師
全
集

』
第
七
巻

二
三
四
頁
)

要
す
る
に
道
元
も
、
中
国
で
は
且
ハ足
戒
牒
を
受
け
な
い
僧
は
存
在
し
な

い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
元
は
具
足
戒
牒

を

準
備
せ
ず
に
入
宋
し
た
よ
う
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寧
波

(漸
江
省
)
に
着
岸
し
た
後
も
約
三
ヶ
月
に
わ
た

っ
て
足
止
め

　ゑ

さ

れ
、
ま
た
天
童
山
掛
錫
後
に
も
、
僧
堂
内
で
の
列
位
を
め
ぐ

っ
て
物
議
を
か
も
し
て
い
る
。
末
座
に
列
せ
ら
れ
た
こ
と
を
不
満
と
し
た

道

元
が
、
天
童
山
や
官
寺
組
織

で
あ
る
五
山
に
訴
え
、

つ
い
に
は
時
の
皇
帝
寧
宗
に
直
訴
し
、
勅
命
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
が
、
史
実
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
た
だ
道
元
が
自
ら

の
戒
臓
を
、
比
叡
山
で
菩
薩
戒
を
受
け
て
か
ら
の
年
数

で
認
め
る
よ
う
主
張
し

た

と
さ
れ
る
点
は
、
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戒
牒
を
持
参
し
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
史
実
と
し
て
確
認
で
き
ず
、
異
な

っ
た
見
解

も
あ
る
が
、
道
元
が
菩
薩
戒
に
強

い
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
宝
慶
記
』
に

堂
頭
和
尚
、
慈
講
し
て
云
わ
く
、
薬
山
の
高
沙
弥
は
比
丘
の
具
足
戒
を
受
け
ざ
り
し
も
也
た
仏
祖
正
伝

の
仏
戒
を
受
け
ざ
り
し
に
は



非
ざ
る
な
り
。

(中
略
)
是
れ
菩
薩
沙
弥
な
り
。
排
列
の
時
も
、
菩
薩
戒
の
騰
に
依

っ
て
、
沙
弥
戒

の
臓
に
依
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
乃

ち
正
伝

の
稟
受
な
り
。
祢
の
求
法

の
志
操
あ
る
は
吾
が
灌
喜
と
す
る
所
な
り
、
洞
宗

の
託
す
る
所
は
祢
乃
ち
こ
れ
な
り

(春
秋
社

『道
元
禅
師
全
集
』
第
七
巻
四
六
頁
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
ま
た
新
草
十
二
巻
本
の
第
二
で
あ
り
、
道
元
晩
年
の
撰
述
と
考
え
ら
れ
る

『
正
法
眼
蔵
』

は
、

「受

戒

」
巻

に

い
は
ゆ
る
応
受
菩
薩
戒
、
此
入
法
之
漸
也
、
こ
れ
す
な
は
ち
参
学
の
し
る
べ
き
と
こ
ろ
な
り
。
そ
の
応
受
菩
薩
戒

の
儀
、
ひ
さ
し
く

仏
祖

の
堂
奥
に
参
学
す
る
も
の
、
か
な
ら
ず
正
伝
す
、
疎
怠

の
と
も
が
ら

の
う
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
そ
の
儀

は
、
か
な
ら
ず
祖
師

を
焼
香
礼
拝
し
、
応
受
菩
薩
戒
を
求
請
す
る
な
り

(岩
波
文
庫
本

『
正
法
眼
蔵

』
四

・
一
〇
九
頁
)
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と
あ
り
、
こ
の
部
分
は

『禅
苑
清
規
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
も

の
の
、
原
文
で
は

「応
受
菩
薩
戒
」

の
前
に
あ
る

「既
受
声
聞
戒
」
と

い
う

一
文
が
省
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『宝
慶
記
』
の
如
浄
の
こ
と
ば
は
、
い
わ
ば
単
受
菩
薩
戒
を
認
め
る
も

の
と

い
え
る
し
、
菩
薩
戒

の
前

に
声
聞
戒
を
受
け
る
と

い
う

一
文
を
、
道
元
が
あ
え

て
省
い
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
単
受
菩
薩
戒
を
念
頭
に
置

い
て
い
た
と
見
る
こ

と
が

で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
道
元
が
、
単
受
菩
薩
戒
と
い
う
日
本
天
台
宗

の
独
自
の
立
場
の
延
長
線
上
に
、
十
六
条

戒
を

創
唱
し
た
と
は
い
え
な

い
が
、
上
に
見
た
よ
う
な
、
入
宋
時

の
寧
波
や
天
童
山
に
お
け
る
道
元
の
言
動
か
ら
は
、
む
し
ろ
自
分
が
既

に
受

け
て
い
る
日
本
天
台
宗

の
円
頓
菩
薩
戒
に
対
す
る
強

い
拘
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
少
な
く
と
も
十
六
条
戒
の
背
景
と

し
て
、
道

元
が
菩
薩
戒
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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道
元
と
菩
薩
戒
と
の
関
係
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
道
元
の
出
家
当
時
か
ら
、

み
る
。
特
に
僧
名
を
示
さ
な
い
記
事
は
、
道
元
自
身

の
も
の
で
あ
る
。

八
歳

(
=

一〇
七
)

=

一歳

(
=

=

一
)

=
二
歳

(
=

=

二
)

一
四
歳

(
=

一
=
二
)

一
五
歳

(
=

二

四
)

一
六
歳

(
=

=

五
)

.
一
七
歳

(
=

=

六
)

一
八
歳

(
=

=

七
)

一
九
歳

(
=

=

八
)

二
四
歳

(
=

一
二
三
)

二
六
歳

(
一
二
二
五
)

二
八
歳

(
一
二
二
七
)

三
六
歳

(
一
二
三
五
)

入
宋
し
て
帰
国
し
た
頃
の
関
連
事
項
を
年
表
に
し
て

宝
地
房
証
真
、
叡
山
総
学
頭
と
な
る

俊
彷
、
建
仁
寺
に
寄
寓

俊
薇
、
後
高
倉
院
に
授
戒
、
稲
荷
崇
福
寺
に
移
る

天
台
座
主
公
円
に
就
て
菩
薩
戒
を
受
け
る

証
真
、
院

の
御
所
に
参
内

(最
晩
年

の
記
録
)

栄
西
、
示
寂

こ
の
頃
、
三
井
寺
公
胤
に
疑
義
を
質
す

建
仁
寺
明
全
に
参
ず

俊
彷
、
泉
涌
寺
開
山
と
な
る

明
全
に
随

っ
て
入
宋

明
全
は
景
福
律
寺

へ
、
道
元
は
七
月
ま
で
船
に
留
ま
る

天
童
山
に
掛
錫
、
新
到

の
位
次
に
つ
い
て
争
論

明
全
、
天
童
山
了
然
寮
で
示
寂
す
る

如
浄
よ
り

「仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」
を
受
け
る

如
浄
の
下
を
辞
し
て
帰
国
、
建
仁
寺
に
寄
寓

俊
彷
、
示
寂

理
観
に
南
嶽
系
禅
戒
と
円
頓
戒
を
併
せ
授
け
る



三

八

歳

(
一
二

三

七

)

四

三

歳

(
一
二

四

二
)

「出
家
略
作
法
文

(永
平
高
祖
受
戒
作
法
)
」
撰
述

円
琳
、
『菩
薩
戒
義
疏
砂
』
を
撰
述

無
本
覚
心
に
如
浄
相
伝
の
菩
薩
戒
と
明
全
相
伝
の
南
嶽
系
禅
戒
を
授
け
る
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宝
地
房
証
真
は
、
天
台
宗

の
根
本
教
義
書
で
あ
る

『
法
華
三
大
部
』
の
注
釈
書
で
あ
る

『
私
記
』
を
撰
述
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る

が
、
叡
山
の
総
学
頭
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
叡
山
教
学
の
指
導
的
存
在
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
天
台
宗
の
教
学
が
密
教

中
心
と
な
り
、
特
に
本
覚
思
想
が
全
盛
と
い
う
傾
向

の
中
で
、
本
来
の
始
覚
門
的
修
行

の
重
要
性
を
説
い
た
人
で
あ
る
が
、
菩
薩
戒
に
つ

い
て
も
末
註
書
を
著
す
な
ど
し
て
、
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

嘉
禎
三
年

(
一
二
三
七
)
栄
西
の
弟
子
で
も
あ
る
円
琳
が
著
し
た

『菩
薩
戒
義
疏
紗

(円
琳
紗
)
』
(大
日
本
仏
教

全
書
七

一
・
一
頁
)

は
、
日
本
で
撰
述
さ
れ
た

『菩
薩
戒
義
疏
』
の
末
註
で
、
現
存
す
る
最
古

の
も
の
で
あ
る
。
唐
宋

の
註
釈
が
多
く
引
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、

宝
地
房
証
真

・
泉
涌
寺
俊
彷

の
所
説
が
随
所
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
証
真
五
五
ヶ
所
、
俊
彷
四
〇
ヶ
所
に
の
ぼ
る
。
円
琳
門
下
の

十
地
覚
空

(東
山
湛
照
)
に
教
え
を
受
け
た
了
恵

の

『
菩
薩
戒
義
疏
見
聞
』
第
二
に
は
、
『菩
薩
戒
義
疏
』
の
末
註
と
し
て
中
国
四
種

・
日

本
二
種
を
挙
げ
て
い
る
が
、
日
本
の
二
種
は

『
一
乗
房
円
琳
砂
』
六
巻
と

『宝
地
証
真
砂
』

一
巻
と
な

っ
て
い
る

(大
日
本
仏
教
全
書
七

一
・
一
七
〇
頁
)。
『円
琳
砂
』
巻
上
之
下
に
、
『善
戒
経
』
等
に
声
聞
戒
を
受
け
た
後
で
大
乗
菩
薩
戒
を
受
け
る
と
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の

問
答
が
あ
り
、
註
し
て

「更
詳
委
在
真
師
乗
戒
正
断
論
拉
花
師
十
間
等
中
」
と
あ
る

(大
日
本
仏
教
全
書
七

一
・
七
〇

頁
)。

「彷
師
十
間
」

は
、
内
容
的
に
見
て
俊
彷
が
著
し
た

『
律
宗
問
答
』

の
巻
下

(卍
続
蔵
経
二

・
一
〇

・
四
)
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
、
し
た
が

っ
て

「真

　　
　

師
乗
戒
正
断
論
」
も
、
『
宝
地
証
真
砂
』

一
巻

の
具
名
も
し
く
は
異
名
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

道

元
の
立
場
は
あ
く
ま

で
本
覚
思
想

の
批
判
で
あ

っ
た
と
い
う
見
解
が
、
最
近
の
研
究
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
出
家
後
、
叡
山

に
お

い
て
修
学
し
た
道
元
の
視
野
に
証
真
が
入
ら
な

い
は
ず
は
な
く
、
両
者

の
関
係
を
積
極
的
に
示
す
史
料
は
遺
さ

れ
て
い
な

い
が
、
そ
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　こ

の
教
学
的
北且
尽
と
し
て
、
当
時

の
叡
山
に
お
い
て
始
覚
門

の
重
要
性
を
主
張
し
た
宝
地
房
証
真
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
で
あ
る
。

菩
薩
戒
に
関
す
る
立
場
に
つ
い
て
、
道
元
が
証
真

の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
も
、
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
そ
の
こ
と
と
関
連
し

て
、
最
澄
の
単
受
菩
薩
戒
が
具
体
的
な
戒
条
を
省

い
た
理
念
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
で
、
平
安
末
期
の
叡
山
に
お
け
る
破
戒
僧
の
横
行

を
招

い
た
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
を
批
判
し
た
栄
西
は
四
分
律
を
再
評
価
し
重
視
す
る
立
場
を
と

っ
た
が
、
道
元
は
ど

の
よ
う
な
立
場
で
菩

薩
戒
を
理
解
し
て
い
た

の
か
、
と
い
う
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

嘉
禎
三
年

(
一
二
三
七
)
に
道
元
が
著
し
た

「出
家
略
作
法
文
」
の
践
文
に
は
、

唐
土
も
我
朝
も
、
先
代
の
人
師
、
戒
を
釈
す
る
の
時
、
菩
薩

の
戒
体
を
詳
論
す
る
は
、
甚
だ
以
て
非
な
り
。
体
を
論
ず
る
そ
の
要
は

如
何
。
如
来
釈
尊
は
唯
だ
戒
の
徳

の
み
を
説
か
れ
た
ま
い
て
、
得
る
や
否
や
な
る
体

の
有
無
を
論
じ
た
ま
わ
ざ
り
し
な
り
。
た
だ
師

資

の
み
相
い
摸
し
て
、
即
ち
得
戒
す
る
の
み

(春
秋
社

『
道
元
禅
師
全
集
』
第
六
巻

二
〇
八
頁
)

と
あ
る
。
つ
ま
り
道

元
は
、

「
一
得
永
不
失
の
本
有
戒
」
な
ど
と
囎
い
て
破
戒
を
省
み
な

い
風
潮
に
対
し
、
受
戒
に
よ

っ
て
生
じ
る
戒
体

を
頼

み
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ

っ
て
、
大
切
な

の
は
戒
を
主
体
的
に
護
持
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　　
　

れ
る
。
最
澄
が
四
分
律
の
比
丘
二
五
〇
ヶ
条

・
比
丘
尼
三
四
八
ヶ
条
と
い
う
且
ハ足
戒
を
切
り
捨
て
、
『梵
網
経
』
の
十
重
四
十
八
軽
戒
に
拠

っ

た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
戒
律
を
理
念
的
な
形
に
凝
縮
し
た
と
い
え
る
。
道
元
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
十
六
ヶ
条
に
凝
縮
し
た
と
し
て
も
、

具
体
的
な
持
戒
持
律

の
修
行
生
活
を
放
棄
し
た

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
は
如
浄

の
も
と
で
、
中
国
禅
林

の

生
活
規
範
で
あ
る
清
規
を
学
び
、
『
永
平
清
規
』
と
総
称
さ
れ
る
日
本
禅
林
に
お
け
る
清
規
を
作
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
理
念
と
し
て
の
戒
を

護
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



四

近
世
近
代
の
曹
洞
宗
の
戒
律
観

道

元
の
戒
律
観
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
、
道
元
の
示
寂
後
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
曹
洞
宗
教
団
に
お
い
て
、
そ

れ
が

正
確
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
否
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
南
北
朝
か
ら
室
町
期

の
曹
洞
宗
の
歴
史
に

つ
い
て
は
、
ま
と
ま

っ
た
史
料
が
不
足
し
て
い
る
。
数
少
な

い
中
で
検
討

の
材
料
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
儀
礼
な
ど

の
伝
承
に
用
い

ら
れ

た

「切
紙
」
類
や
、
提
唱

の
記
録
で
あ
る
カ
ナ
書
き

の

「抄
物
」
類

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
論
及
し
得
な

い
の
で
他

の
研

す
　

究
に
譲
り
、
結
果
と
し
て
近
世
以
後
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
戒
律
理
解
が
見
ら
れ
る
の
か
を
見
る
こ
と

で
、
本
稿
で
取
り
上

げ
る
問
題
の
北且
凧
と
な
る
論
理
が
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
曹
洞
宗

で
明
確
に
読
み
と
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た

い
。

萬
初
道
坦
は
、
『佛
祖
正
伝
禅
戒
砂
』

(
一
七
五
八
)
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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生
と
は
死
の
前
後
を
云
に
あ
ら
ず
、
只
不
殺
生
也
、
全
機
現
な
る
べ
し
、
生
也
全
機
現
と
習
上
は
、
殺
不
殺
の
詞
あ
り
と

い
へ
ど
も
、

不
似
世
間
、
其
上
三
界
唯
心
ぞ
、
諸
法
実
相
ぞ
と
談
ず
る
と
き
、
殺
と
も
不
殺
と
も
不
可
談
、
是
を
こ
そ
唯

一
乗
と
も
、

一
戒
光
明

金
剛
寳
戒
と
も
談
ず
、
殺
す

べ
き
を
不
殺
と
は
、
此
佛
戒
の
時
は
不
被
談
也

(中

略
)

総

て
殺
生
と
云
ふ
事
の
な
き
処
を
さ
せ
ば
こ
そ
、
皆
第

一
清
浄
と
も
、
真
是
諸
佛
子
と
も
い
は
る

(中

略
)

恣
心
殺
生
者
と
云
ふ
は
、
我
等
が
当
時
、
魚
を
と
り
、
鳥
を
こ
ろ
す
事
と
心
得
む
は
、
非
佛
道
也

(中

略
)

流
転
生
死
の
生
に
対
し
て
、
殺
不
殺
を
判
ず
る
事
は
、
真
生
の
理
に
そ
む
く
上
は
、
殺
も
不
殺
も
、
争
か
破
戒

の
義
な
か
ら
む
や
、

従
来

の
殺
不
殺
は
、
二
つ
な
が
ら
破
戒
な
る
べ
き
な
り

(『
曹
洞
宗
全
書
』
「
禅
戒
」
四
五
九
頁
)

萬
初
は
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
戒
律
観
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「禅
戒
」
と
い
う
表
現
を
用

い
な
が
ら
、
仏
道
に
お
け
る
殺
生
は

世
間
的
な
殺
生
を
い
う

の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
魚
を
捕

っ
た
り
鳥
を
殺
し
た
り
す
る
、
現
実

の
殺
生
を
問
題
に
は
し
な

い
と
述
べ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

「殺
も
不
殺
も
、
争
か
破
戒
の
義
な
か
ら
む
や
」
と
い
う
言
い
方
は
、
「
一
得
永
不
失
の
本
有
戒
」
を
盾
と
す

る
破
戒
僧
と
、
同
類
と
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
萬
初
に
見
ら
れ
る
立
場
は
、
理
念
的
な
戒
律
理
解
以
外

の
何
も
の
で
も
な
く
、

平
安
期

の
安
然
が
示
し
た
密
教
的
な
解
釈
と
軌
を

一
に
す
る
も

の
と
い
え
る
。

近
代
以
降
の
宗
学
は
、
基
本
的
に
江
戸
期
の
宗
学
を
踏
襲
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら

い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「禅
戒

一
如
」
と
い
う
戒
律
理
解
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、

一
九
七
五
年
に
発
行
さ
れ
た

『宗
学
研
究
』
十
七
号

(禅
戒
特
集
号
)

の
、

当
時

の
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
所
長
で
あ

っ
た
榑
林
皓
堂
師
の
巻
頭
言
に
、
も
の
の
み
ご
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
前
に
出
た
宗
珊

の

『禅
戒
訣
注
解
』
に
は

禅
中
、
戒
あ
り
。

一
に
し
て
二
、
戒
外
無
禅
、
二
に
し
て

一
、
性
相
と
も
に
通
じ
、
理
事
と
ど
こ
お
り
な

し
。
水
中
の
塩
味
、

色
裏
の
膠
青
。
こ
れ
吾
が
戒
を
標
し
て
禅
名
あ
る
所
以
な
り

と
言

つ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
み
れ
ば
禅
が
戒
、
戒
が
禅
で
あ

っ
て
、
両
者
は
不
二

一
致
と
な
り
、
禅
外
無
戒
、
戒
外
無
禅
と

な
る
。
も
ち
ろ
ん
禅
宗
の
戒
な
ど

の
意
味
は
微
塵
も
存
在
し
な

い
。

(中

略
)

只
管
打
坐
こ
そ
最
高
最
上
の
持
戒

の
姿
と
な
る
。
(中
略
)
戒
は
吾
々
が
守
る
べ
き
規
縄
で
な
く
、
吾
々
自
体

で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
戒
を
自
己
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
り
、
本
具
の
自
性
清
浄
心
を
護
持
す
る
以
外
に
戒
は
な

い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
ダ
ル
マ
大
師

の

一
心
戒
、
六
祖
の
無
相

の
戒
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
。

既

に
述

べ
た
が
、
江
戸
期
の
萬
初

の
戒
律
理
解
は
、
あ
る
意
味
で
平
安
期
の
安
然
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
榑
林
師

の
巻
頭
言
は
、

無
論
内
容
と
し
て
は
禅
戒

一
如
を
い
っ
て
は
い
る
も

の
の
、
最
澄

の
単
受
菩
薩
戒
を
達
磨
の

一
心
戒
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
た
、
光
定

の

『
伝
述

一
心
戒
文
』
に
還
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
理
念
化
な
い
し
凝
縮
と
い
う
傾
向
は
、
鑑
真
に
よ
る

「具
足
戒
」
か
ら
最
澄

の

「単
受
菩
薩
戒
」

へ
、
そ
し
て
道
元
に
よ
る

「十
六
条
戒
」

へ
と
た
ど

っ
て
い
っ
た
。
条
数
に
し
て
、
二
五
〇

・
三
四
八
条
↓
五
八
条

↓

一
六
条
と
な
る
が
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、

つ
い
に

「禅
戒

一
如
」
と

い
う
表
現
に
行
き
着
き
、
理
念
的
に
は
坐
禅
の

一
点
に
凝
縮
し

て
し
ま

っ
た
と
い
え
る
。

五

臨
終
出
家
と
死
後
出
家

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
曹
洞
宗
で
は
現
行

の
授
戒
儀
礼
を
伴

っ
た
葬
儀
を

「没
後
作
僧
」
と

い
い
、
中
国
禅
宗
に
お
け
る
亡
僧
に

対
す

る
葬
儀
の
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
研
究
も
あ
る
が
、
で
は
そ
う
し
た
葬
儀
そ
の
も

の
が
、
禅
宗
の
伝
来
と
と
も
に
日
本
社
会
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
没
後
作
僧
は
、
い
わ
ば

死
後
出
家
ど
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
臨
終
に
際
し
て
髪
を
剃

っ
て
受
戒
し
、
お
そ
ら
く
は
僧
名
を
も
付
与
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
が
、
九
世

　　
　

紀
に
は
既
に
出
現
し
て
い
る
。
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
「淳
和
天
皇
」
の
項
に
は
、
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承
和
七
五
八
崩
ず
、
五
十
五
な
り
、
西
院
帝
と
号
す
、
先
に
御
出
家
さ
れ
、
遺
詔
に
依
り
て
火
葬
し
、
御
骨
大
原
野
に
散
じ
奉
る

と
あ
り
、
承
和
七
年

(八
四
〇
)
五
月
八
日
に
崩
御
し
た
淳
和
天
皇
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
出
家
し
、

に
散
骨
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
続
日
本
紀
』
嘉
祥
三
年

(八
五
〇
)
三
月
十
九
日
条
に
も
、

遺
詔
に
よ

っ
て
火
葬
さ
れ
た
後

是
日

(十
九
日
)
、
天
皇

(仁
明
)
落
飾
入
道
し
、
誓

い
て
清
戒
を
受
け
ら
る
、
四
品
中
務
卿
宗
康
親
王

・
従
四
位
上
阿
波
守
源
朝
臣

多
、
同
時
に
入
道
す
、
並
び
に
天
皇

の
皇
子
な
り
、
時
に
人
の
こ
れ
を
悲
し
ま
ざ

る
莫
し

(中

略
)



道元の戒律観 と 「没後作僧」180

己
亥

(二
十

一
日
)
帝
清
涼
殿
に
崩
ず
、
時
春
秋
四
十

一
な
り

と
あ

っ
て
、
仁
明
天
皇
が
十
九
日
に
落
飾
入
道
し
、
二
十

一
日
に
崩
御
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
二
人
の
皇
子
が
天
皇
と
と
も
に

出
家

し
て
い
る
が
、
皇
族
自
身
も
臨
終
に
際
し
て
出
家
し
た
よ
う
で
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年

(八
七
四
)
八
月
九
日
条
に

参
議
正
四
位
下
源
朝
臣
生
、
是
に
先
ん
じ
て
沈
痢
月
に
累
な
り
、
落
髪
し
て
僧
と
為
り
、
是
日
卒
す
云
々
、
年

五
十

二
な
り

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
時

の
天
皇
に
お
け
る

「薄
葬
」
と
い
う
意
識
と
も
関
連
す
る
が
、
平
安
期
の
浄
土
信
仰
の
高
ま
り

を
北且
爪
と
し
た
、
死
後

の
安
心
を
仏
教
に
託
す
考
え
方
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
皇
が
臨
終
出
家
す
る
例
は
そ
の
後
も
見
ら
れ
、
以
下

に
列
挙
す
る
各
天
皇
に
も
、
臨
終
出
家
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

陽
成
天
皇

醍
醐
天
皇

朱
雀
天
皇

一
条
天
皇

三
条
天
皇

天
暦
三
年

延
長
八
年

天
暦
六
年

寛
弘
八
年

寛
仁
元
年

(
九

四
九

)

(
九

三
〇

)

(
九

五

二
)

(
一
〇

=

)

(
一
〇

一
七
)

九
月
二
十

一
日
出
家
、
同
月
二
十
九
日
崩
御

九
月
二
十
九
日
出
家
、
同
日
崩
御

三
月
十
四
日
出
家
、
八
月
十
五
日
崩
御

六
月
十
九
日
出
家
、
同
月
二
十
二
日
崩
御

四
月
二
十
九
日
出
家
、
五
月
九
日
崩
御

朱
雀
天
皇
だ
け
が
、
出
家
し
て
か
ら
崩
御
す
る
ま
で
五
ヶ
月
あ

い
て
い
る
が
、

後
五

ヶ
月
間
存
命
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
臨
終
と
い
う
こ
と
で
出
家

し
た
も
の
が
、
そ
の



淳

和

・
仁
明
朝
に
始
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
天
皇
や
皇
族
の
臨
終
出
家
は
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
浄
土
信
仰
の
高
ま
り
を
背
景
と

し
て
、
貴
族
社
会
に
も

「臨
終
行
儀
」
と
し
て
の
出
家
と
い
う
形
で
広
ま

っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
、
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
八
年

(九
四
五
)

九
月

二
日
条
に
は
、

二
日
、
中
使
中
将

(藤
原
師
サ
)
、
左
丞
相

(藤
原
仲
平
)
の
病
重
状

の
こ
と
並
び
に
出
家
あ
る
べ
き
事
聞
こ
し
め
し
あ
り
、

い
か
が
せ
ん
、
禅
喜
律
師
来
り
て
云
う
、
新
発
御
名
は
静
覚
な
り

五
日
、
中
使
中
将
来
、
(中
略
)
北
殿

(仲
平
)
亮
ず
、
夜
半
極
楽
寺
に
移
す

こ
れ
を

と
あ
り
、
左
大
臣
藤
原
仲
平
の
病
状
が
悪
化
し
、
出
家
し
て
静
覚
と
安
名
さ
れ
、
五
日
に
は
莞
じ
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
十
世
紀
半
ば
以

降
、
『
公
卿
補
任
』
に
見
ら
れ
る
限
り
で
も
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
公
卿
達
が
、
明
ら
か
に
臨
終
に
際
し
て
出
家
入
道

し
て
い
る
。
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左
大
臣
正
二
位
藤
原
師
輔

左
大
臣
従
二
位
藤
原
在
衡

摂
政
太
政
大
臣
藤
原
兼
家

関
白
正
二
位
藤
原
道
隆

天
徳
四
年

(九
六
〇
)

安
和
三
年

(九
七
〇
)

永
柞
二
年

(九
九
〇
)

正
暦
六
年

(九
九
五
)

五
月
二
日
出
家
、
同
月
四
日
嘉

正
月
二
十
七
日
転
、
十
月
十
日
致
仕
、

依
病
入
道
、
七
月
二
日
嘉

四
月
六
日
出
家
入
道
、
同
月
十
日
嘉

出
家
入
道
莞

摂

関
期
に
は
臨
終
出
家
の
風
習
が
定
着
し
て
い
く
と
同
時
に
、
出
家
作
法
の
中
で
、
現
世
の
神
に
対
す
る
暇
乞

い
と
し
て

「氏
神
拝
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
貞
観

一
四
年

(八
七

二
)
に
莞
じ
た
藤
原
良
房
以
来
行
わ
れ
て
い
た
、
摂
政

・
関
白

・
太
政
大
臣
経

験
者

に
対
す
る
封
国

・
贈
認
の
習
慣
は
、
長
元
二
年

(
一
〇

二
九
)
に
亮
じ
た
藤
原
公
季
を
最
後
に
無
く
な

っ
て
、
そ
の
後
は
出
家
ば
か
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り
と
な
り
、
公
卿
の
死
を
天
皇
に
伝
え
る
嘉
奏
も
、
出
家
し
た
公
卿
の
場
合
に
は
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。
つ
ま
り
、

出
家
入
道
と
い
う
形

で
の
臨
終
行
儀
は
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
場
合
と
は
、
は

っ
き
り
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
藤
原
師
輔

の
場
合
も
、
『
西
宮
記
』

巻
十

四
裏
書
に
、

天
徳
四
年

(九
六
〇
)
五
月
四
日
、
前
右
大
臣
師
輔
亮
ず
、
定
め
有
り
、
出
家
す
る
に
依
り
て
、
莞
奏

・
贈
位
事
行
わ
れ
ず

と
あ
る
。

ま

た

『小
右
記
』
永
柞
元
年

(九
八
九
)
六
月
二
十
六
日
条
に

廿
六
日
、
乙
亥
、
太
相
府

(藤
原
頼
忠
)
危
急
に
悩
み
給
う

の
由
云
々
、
傍
ち
卯
時
許
り
に
馳
せ
参
じ
、
辰
時
許
り
に
嘉
じ
給
う
、

是
に
先
ん
じ
て
余
口
口
口
口
頭
中
将

(藤
原
公
任
)
御
頂
髪
を
下
せ
し
め
、
授
戒
せ
し
め
奉
り
了
る
、
早
朝
御
馬

一
疋
を
以
て
広
隆

寺
に
て
調
諦
す

と
あ
る
藤
原
頼
忠
の
よ
う
に
、
本
人

の
意
思
に

つ
い
て
確
認
し
た
様
子
が
な
く
て
も
、
周
囲
の
者
が
髪
を
わ
ず
か

に
切

っ
て
受
戒
さ
せ

た
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
、
公
卿
が
臨
終
に
際
し
て
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
が
定
着
し
て
い
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。

同
じ

『
小
右
記
』
長
和
四
年

(
一
〇

一
五
)
五
月
条
に
は

十
目
、
己
亥
、
(中
略
)
為
信

(清
原
)
真
人
病
悩
体
、

(中
略
)
言
語
通
ぜ
ず
、
水
漿
を
受
け
ず
云
々
、

廿
二
日
、
辛
丑
、
早
朝
或
が
云
う
、
為
信
真
人
去
夜
卒
去
す
と
云
々
、
驚
き
な
が
ら
光
頼
を
差
し
問
い
遣
わ
す
、
帰
り
来
た
り
て
云



レ
つ

、

丑
剋
許
り
に
逝
去
す
、
言
わ
ず
と
錐
も
気
色
に
依
り
て
昨
日
出
家
せ
し
め
了
ん
ぬ
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と
あ

り
、
臨
終
に
至

っ
た
清
原
為
信
が
、

こ
と
ば
も
発
せ
ら
れ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
、
気
配
を
察
し
て
出
家
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。
こ
う

な
る
と
本
人
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
問
題
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
だ
け
臨
終
出
家

が
常
識
化
形
骸
化
し

て
い
た

こ
と
に
な
る
。

『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
万
寿
四
年

(
一
〇
二
七
)
十
二
月
四
目
に
は
、
御
堂
関
白
藤
原
道
長
と
権
大
納
言
藤
原
行
成
が
同
日
に
亮
じ

て
い
る
が
、
道
長
は
病
状
が
悪
化
し
た
寛
仁
三
年

(
一
〇

一
九
)
に
出
家
す
る
も
の
の

一
命
を
取
り
留
め
、
そ
の
後
僧
と
し
て
善
業
を
積

ん
だ
結

果
、
自
ら
建
立
し
た
法
成
寺
阿
弥
陀
堂

で
、
理
想
的
な
臨
終
行
儀
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ

て
い
る
。

一
方
の
行
成
は
、
妻

が
亡
く
な
る
と
き
に

「平
日
の
契
」
に
よ

っ
て
出
家
さ
せ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
自
ら
も
臨
終
出
家
す
る
意
志
が
あ

っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
容
態
が
急
変
し
、
厨

へ
行
く
と
き
に
転
ん
で
頓
死
し
た
た
め
、
出
家

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上

の
よ
う
に
、
臨
終
出
家
が
定
着
し
て
い
く
と
と
も
に
形
式
化
し
、
あ
る
面
で
は
形
骸
化
す
る
と

い
う
傾
向

の
中
で
、
行
成

の
よ
う

に
出
家

の
意
志
を
持
ち
な
が
ら
果
た
せ
な
か

っ
た
場
合
も
、
少
な
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
皇
や
貴
族
の
臨

終
出
家
と

い
う
習
慣

の
上
に
、
浄
土
信
仰
が
重
層
的
に
展
開
し
た
結
果
、
高
貴
な
身
分
の
者
は
当
然
往
生
す
る
と
い
う
考
え
方
が

一
般
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、

院
政
期
に
成
立
す
る
往
生
伝
に
お
い
て
、
天
皇
が
往
生
人
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
現
れ
と

い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
の

中
で
は
、
次
節
で
述

べ
る
九
条
兼
実
の
息
子
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
死
後
に
出
家
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
も
当
然
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
し
、

摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
時
期
に
も
、
臨
終
に
間
に
合
わ
ず
縁
者
が
髪
を
切

っ
て
受
戒
さ
せ
る
と

い
う
、
便

宜
的
に
死
後
出
家
に

な
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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六

在
家
葬
儀
に
対
す
る
道
元
の
立
場

死
後
出
家
が
い
つ
頃
か
ら
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
『公
卿
補
任
』
に
藤
原
道
長
の
孫
信
長
が
、
寛
治
八
年

(
一
〇
九
四
)
九
月
三
日

に
嘉

じ
、
翌
日
出
家
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し

『
中
右
記
』
の
同
日
条
に
は
、
死
亡
し
た
日
の
朝
に
出
家
し
た
と
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
記

事

で
あ
る
。

『
玉
葉
』
文
治
四
年

(
一
一
八
八
)
二
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、

辰
刻
に
及
び
て
い
さ
さ
か
鼻
気
通
ぜ
し
む
云
々
、
傍
て
重
ね
て
以
て
加
持
す
と
錐
も
、
即
ち
そ
の
気
止
ま
り
了
る
、

(中
略
)
な
お
数

刻
こ
れ
を
加
持
す
る
も
、
遍
身
皆
冷
え
了
ん
ぬ
、

(中
略
)

今
夜
出
家

の
事

〈戒
師
仏
厳
上
人
な
り
〉、
な
ら
び
に
十
二
日
入
棺
、
同
夜
嵯
峨
辺
堂
に
籍
か
に
出
す
べ
き

〈経

光
法
師
所
領
な
り
、

は
な
は
だ
便
宜
あ
る
所
な
り
、
方
忌
無
し
〉
事
等
、
僅
か
に
以
て
旨
を
沙
汰
し
了
ん
ぬ

と
あ
り
、
九
条
兼
実
が
そ
の
息
子
良
通
の
頓
死
に
遭

い
、
死
亡
が
確
定
し
た
十
日
の
夜
、
入
棺
に
先
立

っ
て
仏
厳
を
戒
師
と
し
て
出
家

さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
臨
終
出
家
が
間
に
合
わ
な
か

っ
た
た
め

の
死
後
出
家
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
死
亡
を
確
認
し
た
後
、
入
棺

の
前
に
行
わ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
ぺ
き
で
あ
る
。
前
後
の
記
事
を
見
る
と
、
臨
終

の
良
通
に
対
し
て
蘇
生

の
加
持
を
施
す
な
ど
し
て
お

り
、
出
家
さ
せ
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ

の

一
方
で
、
そ
の
表
情
が
端
正
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
語
り
合

い
、
仏
厳

を
し

て

「天
上
に
生
ま
る
る
か
」
と

い
わ
し
め
、
良
通
が
往
生
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
確
実
な
死
後
出
家

の
記
録
は
、
『
玉
葉
』

の
こ
の
記
事
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
が
、
死
亡
確
認
後
に
出
家
の
手
続
き
を
と

っ
て
い
る
点
は
、
そ
れ
が
当
然

の
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

ま

た
、
臨
終
出
家

の
習
慣
が
武
家
社
会
に
も
広
ま
る
可
能
性
は
、
『
明
月
記
』
正
治
元
年

(
一
一
九
九
)
正
月
二
十

日
条
に
あ
る



前
将
軍

(源
頼
朝
)
去
十

一
日
出
家
、
十
三
日
入
滅
、

〈大
略
頓
病
歎
〉
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と

い
う
源
頼
朝
の
例
か
ら
も
窺
え
る
。
既
に
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
死
後
出
家
を
容
認
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
武
家

社
会

に
も
受
け
容
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
無
学
祖
元

(
一
二
二
六
～
八
六
)
の

『仏
光
国
師
語
録
』
に
は
、
北
条

時
宗

に
対
す
る

「落
髪

・
付
衣

・
起
寵

・
下
火
」
な
ど

の
法
語
が
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
禅
宗
に
よ
る
葬
儀

の
形
式
も
ほ
ぼ

一
般
化
し
て
い

た

の
で
あ
ろ
う
。

こ

の
よ
う
な
社
会
的
背
景

の
中
で
道
元
が
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
説
示
を
通
じ
て

「正
伝

の
仏
法
」
を
開
示
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。

昨
今
の
宗
学
研
究
に
お
い
て
、
七
十
五
巻
本

・
六
十
巻
本

・
十
二
巻
本
な
ど
、
諸
本

の
説
示
に
差
異
が
見
ら
れ
る
と
い
う
議
論
も
あ

る
が

、
そ
れ
に
し
て
も
道
元
が
精
魂
込
め
て
説
示
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
の

一
方
で
、
道
元
は
仏
法
の
真
髄
を
説
い
た
の
で
あ
り
、

世
間

の
雑
事
に
対
し
て
は
超
然
と
し
て
い
た
、
と
す
る
理
解
も
あ
る
。
特
に
北
越
に
入
山
し
、
永
平
寺
に
お
い
て
厳
し
い
出
家
主
義
を
打

ち
出

し
た
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
家
の
社
会
に
無
関
心
で
あ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
け

っ
し
て
そ
う

で
は
な
く
、
例
え
ば
檀
越
波
多
野
義
重
の
招
請
を
受
け
て
鎌
倉

へ
赴
き
、
道
俗
男
女
に
授
戒
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る

「鎌
倉
行

化
」
な
ど
も
、
道
元
と
社
会
と

の
関
わ
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「鎌
倉
行
化
」
が
思
わ
し
い
も
の
で
は
な

か

っ
た
こ
と
は
、
『
永

平
広
録
』
に
遺
さ
れ
た
帰
山
後

の
上
堂
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る

(春
秋
社

『
道
元
禅
師
全
集
』
三

・
一
六
六
頁
)。

『
正
法
眼
蔵
』

「大
修
行
」
巻
に
は
、
在
家
の
葬
儀
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
以
下
の
よ
う
な
説
示
が
あ
る
。

老
非
人
ま
た
今
百
丈
に
告
し
て
い
は
く
、
「乞
依
亡
僧
事
例
」
。

こ
の
道
し
か
あ
る
べ
か
ら
ず
。
百
丈
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
こ
ば
く
の
善
知
識
、
こ
の
道
を
疑
著
せ
ず
、
お
ど
ろ
か
ず
。
そ
の
宗
趣

は
、
死
野
狐
い
か
に
し
て
か
亡
僧
な
ら
ん
。
得
戒
な
し
、
夏
強
な
し
、
威
儀
な
し
、
僧
宗
な
し
。
か
く

の
ご
と
く
な
る
物
類
、
み
だ
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り
に
亡
僧

の
事
例
に
依
行
せ
ば
、
未
出
家

の
何
人
死
、
と
も
に
亡
僧

の
例
に
準
ず
べ
き
な
ら
ん
。
死
優
婆
塞
、
死
優
婆
夷
、
も
し
請

ず
る
こ
と
あ
ら
ば
、
死
野
狐

の
ご
と
く
亡
僧

の
事
例
に
依
準
す
べ
し
。
依
例
を
も
と
む
る
に
、
あ
ら
ず
、
き
か
ず
。
仏
道
に
そ
の
事

例
を
正
伝
せ
ず
、
お
こ
な
は
ん
と
お
も
ふ
と
も
、
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
ま
百
丈
の

「依
法
火
葬
」
す
と
い
ふ
、
こ
れ
あ
き
ら
か
な

ら
ず
。
お
そ
ら
く
は
あ
や
ま
り
な
り
。
し
る
べ
し
、
亡
僧

の
事
例
は
、
入
浬
葉
堂

の
功
夫
よ
り
、
到
菩
提
園
の
k
道
に
お
よ
ぶ
ま
で
、

み
な
事
例
あ
り
て
み
だ
り
な
ら
ず
。
岩
下
の
死
野
狐
、
た
と
い
先
百
丈
の
自
称
す
と
も
、
い
か
で
か
大
僧
の
行
李
あ
ら
ん
、
仏
祖
の

骨
髄
あ
ら
ん
。
た
れ
か
先
百
丈
な
る
こ
と
を
証
拠
す
る
。
い
た
づ
ら
に
野
狐
精

の
変
怪
を
ま
こ
と
な
り
と
し
て
、
仏
祖
の
法
儀
を
軽

慢
す
べ
か
ら
ず
。

仏
祖
の
児
孫
と
し
て
は
、
仏
祖
の
法
儀
を
お
も
く
す
べ
き
な
り
。
百
丈

の
ご
と
く
、
請
ず
る
に
ま
か
す
る
こ
と
な
か
れ
。

(中

略
)

し
か
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
、
た
と
い
国
王
大
臣
な
り
と
も
、
た
と
い
梵
天
釈
天
な
り
と
も
、
未
作
僧

の
と
も
が
ら
、
き
た
り
て
亡
僧

の
事
例
を
請
ぜ
ん
に
、
さ
ら
に
聴
許
す
る
こ
と
な
か
れ
。
出
家
受
戒
し
、
大
僧
と
な
り
て
き
た
る
べ
し
と
答
す

べ
し
。
三
界

の
業
報

を
愛
惜
し
て
、
三
宝
の
尊
位
を
願
求
せ
ざ
ら
ん
と
も
が
ら
、
た
と
い
千
枚

の
死
皮
袋
を
枯
来
し
て
亡
僧
の
事
例
を
け
が
し
や
ぶ
る
と

も
、
さ
ら
に
こ
れ
、
を
か
し
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
、
功
徳
な
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
仏
法

の
功
徳
を
結
良
縁
せ

ん
と
お
も
は
ば
、
す

み
や
か
に
仏
法
に
よ
り
て
出
家
受
戒
し
、
大
僧
と
な
る
ぺ
し
。

(岩
波
文
庫
本

『
正
法
眼
蔵
』
三

二

二
七
七
～
三
八
〇
頁
)

百
丈
懐
海
が
、
亡
僧
の
事
例
に
準
じ
て
葬
儀
を
執
行
し
て
ほ
し
い
と
い
う
野
狐
の
要
請
に
応
じ
、
法
に
依

っ
て
火
葬
し
た
と
い
う
話
に

つ
い
て
、
道
元
は
そ
れ
を
間
違

い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
得
戒
せ
ず
、
修
行
の
経
験
も
な

い
野
狐
が

「亡
僧
」
で
あ

る
は
ず
は
な
く
、
野

狐
を

亡
僧
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
な
ら
、
死
ん
だ
優
婆
塞

・
優
婆
夷
、
つ
ま
り
在
家
信
者
に
対
し
て
も
、
求
め
ら
れ
れ
ば
亡
僧
に
準
じ
て
葬
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儀
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
正
伝
の
仏
法
に
は
無

い
こ
と
だ
と
、

つ
よ
く
否
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
続
け
て
、
た
と
え
国
王
大
臣
で
あ
れ
、
出
家
者
で
は
な

い
者
が
亡
僧
に
対
す
る
儀
礼
を
要
請
し
た
と
し
て
も
、

み
だ
り
に
応
じ
る
べ

き
で
は
な
く
、
出
家
授
戒
し
て
僧
と
な
る
よ
う
に
勧
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
仏
法

の
功
徳
に
結
縁
し
よ
う
と
思
う

の
で
あ
れ
ば
、
す
み

や
か
に
出
家
授
戒
し
僧
と
な
る
べ
き

で
あ
る
と
、
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
説
示
を
率
直
に
読
む
限
り
、
道

元
は
在
家
者
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
亡
僧
に
準
じ
た
儀
礼
で
の
葬
儀
を
執

行
す
る
こ
と
を
、
否

定
し
て

い
る
と
し
か
理
解
で
き
な

い
。
た
だ
、
現
在
の
曹
洞
宗
教
団
も
在
家
葬
儀
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
別
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯

の
中

で
宗
門

の
在
家
葬
儀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
の
か
を
考
え
る
こ

と
な
く
、
性
急
に
は
結
論
で
き
な

い
。
と
は
い
え
、
法
孫
と
し
て
の
行
動
原
理
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と

い
え
ば
、
宗

祖
の
説
示
を
大
原
則

と
す
る
し
か
な
い
。

「大
修
行
」
巻
に
説
か
れ
る
よ
う
な
、
在
家
葬
儀
に
対
す
る
道
元
の
立
場
が
、
当
時

の
社
会
状
況

と
は
ま

っ
た
く
関
係

な
く
、

ひ
た
す
ら
正
伝

の
仏
法

の
開
示
と
し
て
の
み
説
か
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
社
会
現
象
を
背

景
と
し
て
説
か
れ
た
に
ち
が
い
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
含
め
た
上

で
な
け
れ
ば
、
道
元
が
何
を
説
こ
う
と
し
た
の
か
を
正

確
に
は

理
解

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、当
時
の
社
会
に
お
け
る
葬
儀
な
い
し
臨
終
行
儀

が
ど
の
よ
う
で
あ

っ

た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た

の
か
は
、
検
討
を
要
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

前
に

見
た
よ
う
に
、
平
安
期
の
天
皇
や
貴
族

の
臨
終
出
家
と
い
う
習
慣
の
上
に
、
浄
土
信
仰
が
重
層
的
に
展
開
し
た
結
果
、
高
貴
な
身

分
の
者

は
当
然
往
生
す
る
と
い
う
考
え
が
、
臨
終
出
家
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
死
後
の
出
家
を
も
認
め
る
傾
向
を

促
し
、
院
政
期
か
ら

鎌
倉
期

の
初
め
に
か
け
て
、
臨
終
出
家
と
死
後
出
家
が
併
存
的
に
習
慣
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
玉
葉
』
の
撰
者

九
条
兼
実
や
頼
朝

は
道
元
と
同
時
代
の
人
で
あ
り
、
特
に
兼
実
の
場
合
は
、
道
元
の
父
と
も
さ
れ
る
久
我
通
親
と
政
治
的
ラ
イ
バ
ル
で
あ

る
点
か
ら
も
、
道

元
を
と
り
ま
く
社
会
状
況
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
正
法
眼
蔵
』
「大
修
行
」
巻
は
、
あ

る
い
は
こ
の
よ
う

な
北且

凧
の
中
で
為
さ
れ
た
説
示
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
そ

の
意
味
で
は
便
宜
的
な
死
後
出
家
を
戒
め
た
も

の
で
あ
り
、

出
家
者
と
し
て
、
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在
家

者
か
ら
死
後
出
家
を
含
め
た
葬
儀
を
要
請
さ
れ
た
場
合
を
意
識
し
て
の
説
示
で
あ

っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な

い
。

禅

宗
に
お
け
る
在
家
葬
儀
が
、
『禅
苑
清
規
』
の
亡
僧

・
尊
宿
葬
儀
法
を
援
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く

つ
か
の

研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
中
国
禅
宗

の
儀
礼
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
死
後
戒
名
も
、
摂
関
期
か
ら
院
政

期
に
か
け
て
定
着
し

た
臨
終
出
家
か
ら
死
後
出
家
と
い
う
風
習
が
、
よ
り
広
い
階
層

へ
と
受
容
さ
れ
た
と

い
う
事
情
を
考
え
る
と
、
本
格

的
な
禅
宗
伝
来
以
前

に
、
日
本
独
自

の
宗
教
観
な

い
し
他
界
観
な
ど
に
基
づ
い
た
習
慣
が
既
に
存
在
し
、
禅
宗
に
よ

っ
て
儀
礼
的
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
道
元
が
否
定
し
た
亡
僧
の
事
例
に
準
じ
た
在
家
葬

儀
が
、

「没
後
作
僧
」

と
い
う
形
で
執
行
さ
れ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
が
介
在
し
た

の
か
、
歴
史
的
に
も
宗
学

の
上
で
も
、
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
。七

血
脈
授
与
と
授
戒

現
在

も
曹
洞
宗

で
執
り
行

っ
て
い
る

「没
後
作
僧
」
と

い
う
形
式
の
葬
儀
が
、
ど

の
よ
う
な
過
程
で
形
作
ら
れ
て
き
た
の
か
は
、
前
節

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
臨
終
出
家
か
ら
死
後
出
家
と
い
う
必
然
的
な
展
開
が
、
平
安
末
、
摂
関

期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
時
代
に
、
貴
族
社
会
に
既
に
事
例
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
道
元
が
、
そ
う
し
た
社
会
背
景
を
視
野

に
入
れ
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
大
修
行
巻

の
説
示
を
行

っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
き
た
。

こ
こ
で
現
行

の
在
家
葬
儀
と
出
家
受
戒
に
つ
い
て
、
曹
洞
宗
の
特
徴
を
見
る
た
め
に
、
臨
済
宗
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
た
い
。
臨
済
宗

は

『
江
湖
法
式
梵
唄
抄
』
(禅
文
化
研
究
所
)
に
拠
り
、
曹
洞
宗
は

『
昭
和
修
訂

曹
洞
宗
行
持
軌
範
』

(曹
洞
宗
宗
務
庁
)
に
拠

っ
た
。

　　
　

た
だ
し
、
特
に
葬
儀
に

つ
い
て
は
、
儀
礼
に
お
け
る
地
域
差
な
ど
も
大
き
く
、
詳
細
な
比
較
検
討
で
は
な

い
。
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葬

儀

得

度

臨
済
宗

剃

髪

戯
悔
文

三
帰
戒

戒
名
授
与

寵
前
念
諦

十
仏
名

・
大
悲
呪

鎖
寵
仏
事

大
悲
呪

起
寵
仏
事

大
悲
呪

大
宝
広
博
楼
閣
善
住
秘
密
陀
羅
尼

山
頭
念
調

往
生
呪

・
鼓
鉢

引
導
法
語

読

経

茶
毘
回
向

本
師
唱
文

十
仏
名

曹
洞
宗

剃

髪

授
戒

戯
悔
文

〈洒
水
〉

撫

ゆ

+
六条戒

血
脈
授
与

入
棺
調
経

大
悲
呪

棺
前
念
諦

十
仏
名

挙
棺
念
諦

十
仏
名

・
大
悲
呪

大
宝
楼
閣
善
住
秘
密
根
本
陀
羅
尼

引
導
法
語

山
頭
念
諦

十
仏
名

読

経

茶
毘
回
向

奉

請

十
仏
名
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本
師
戒
文

着
僧
衣

〈灌
頂
洒
水
〉

剃

髪

安

名

衣
鉢
授
与

授

戒
臓
悔
文

三
帰
戒

沙
弥
十
戒

三
聚
浄
戒

十
重
禁
戒

礼
讃
文

剃

髪

授
直
杉

安

名

授
坐
具
衣
鉢

授
菩
薩
戒
法

繊
悔
文

〈灌
頂
洒
水
〉

緬

±

ハ条戒

血
脈
授
与

曹

洞
宗
で
は
、
檀
信
徒
葬
儀
に
お
い
て
も
出
家
得
度
と
同
様
に
十
六
条
戒
を
授
け
、
さ
ら
に
血
脈
を
授
与
す
る
。

そ
し
て

『梵
網
経
』

の

「衆
生
仏
戒
を
受
く
れ
ば
即
ち
諸
仏
の
位
に
入
る
、
位
大
覚
に
同
じ
う
し
已
る
、
真
に
是
れ
諸
仏
の
子
な
り
」

の
語
で
証
明
す
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
曹
洞
宗
の
在
家
葬
儀
は
、
原
則
と
し
て
出
家
得
度
の
儀
礼
に
準
ず
る
の
で
あ
り
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
を

「没
後

作
僧
」
と
表
現
し
て
い
る
。
臨
済
宗
で
は
、
「没
後
作
僧
」
と

い
う
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
な
く
、
血
脈
を
授
与
す
る
こ
と
も
な
い
。

出
家
授
戒
に
関
し
て
は
、
曹
洞
宗
が
道
元
の
説
い
た
十
六
条
戒
に
よ
る
の
に
対
し
、
臨
済
宗
は
沙
弥
十
戒
を
併
せ
て
授
け
て
い
る
が
、
構

造
的
に
見
れ
ば
根
本
的
な
違

い
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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葬
儀
授
戒
に
関
し
て
は
、臨
済
宗
が
三
帰
戒
だ
け
を
授
け
る
点
で
出
家
授
戒
と
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
曹
洞
宗
は
戒
条

・

血
脈
授

与
と
い
う
点
を
含
め
て
、
出
家
得
度
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
儀
礼
と
し
て
み
た
場
合
、
曹
洞
宗
は
確
か
に
没
後
作
僧
し
て
い

る
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
死
後
出
家
と
い
う
し
か
な

い
。
臨
済
宗

の
場
合
を
歴
史
的
に
検
討
し
な
い
ま

ま
、
軽
々
し
く
結
論

づ
け

る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「血
脈
」
を
授
与
し
て
い
る
点

で
あ

る
。
血
脈
を
含
め
た
、

「三
物

(さ
ん
も
つ
)
」
と
総
称
さ
れ
る
曹
洞
宗
の
相
承
物
に

つ
い
て
も
、
そ
の
成
立
や
展
開
の
過
程
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が

、
葬
儀
に
お
い
て
も
出
家
得
度
に
お
い
て
も
、
血
脈
を
授
与
し
て
い
る
と
い
う
点
に
限

っ
て
い
え
ば
、
非
常

に
重
要
で
あ
る
し
、

こ
の
点

の
歴
史
的
検
討
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

血
脈
授
与
と
い
う
儀
礼
そ
の
も

の
が
、
各
宗
派
を
見
渡
し
て
み
て
も
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
在
家
葬
儀
に
お
い
て

も
戒
名
を
付
与
し
た
こ
と
の
証
明
書
と
し
て
授
与
し
、
出
家
得
度
に
お
い
て
も
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と

の
証
明
と
し
て
授
与
す
る
。
そ
の

一

方
で
、
檀
信
徒
を
集
め
て
修
行
す
る
授
戒
会
で
も
、
修
了
証
の
よ
う
な
形
で
授
与
し
て
い
る
。

授
戒
会
そ
の
も
の
の
歴
史
的
展
開
に

つ
い
て
は
別
に
研
究
が
あ
る
が

(広
瀬
良
弘

『禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』

一
九
八
八
年
吉
川
弘

文
館
)
、
結
果
と
し
て
は
、
曹
洞
宗

の
在
家
教
化
の
有
効
な
手
段
と
し
て
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
し
、
現
在
で
も

一
種

の
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う

な
形

で
修
行
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
五
日
な
い
し
七
日
間
の
授
戒
会

で
あ
れ
ば
、
戒
弟
す
な
わ
ち
受
戒
さ
れ
る
者
に
戒
名
と
血
脈
が
授
与

さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
三
日
間
の
場
合
に
は
戒
名
は
授
与
さ
れ
な

い
が
、
血
脈
だ
け
は
授
与
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
結
縁
授
戒
と
で

も
い
う

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
授
戒
会
に
就
い
た
こ
と
が
形
と
し
て
残
ら
な

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
戒
名
を
記
さ
な

い
で
血
脈
だ
け
を

授
与
す

る
場
合
が
多
い
。
し
か
も
、
相
当
数
の
戒
弟
を
集
め
な
け
れ
ば
、
形
式
的
に
も
経
済
的
に
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
何

度
も
授
戒
会
に
就
く
こ
と
を
檀
信
徒
に
奨
励
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
法
と

の
結
縁
を
深
め
る
た
め
で
あ
る
な
ど
と
説
明
す
る
が
、

日
常

の
罪
業
を
繊
悔
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
、
祈
祷
的
意
味
合
い
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
し
、
血
脈
の
免
罪
符
化
を

窺
わ
せ

る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
的
に
戒
律
に
対
す
る
密
教
的
理
解
が
な
さ
れ
、
理
念
化
さ
れ
て
き
た

こ
と
、
そ
れ
と
並
行
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し
て
、
現
実

の
説
戒
に
お
い
て
説
か
れ
た
通
俗
的
な
業
論
、
差
別
的
な
罪
業
観
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
で
最
初

の
禅
宗
式
授
戒
会
は
、
『
元
亨
釈
書
』
に
よ
れ
ば
、
二
度
目
の
入
宋
で
虚
庵
懐
散
か
ら
臨
済
宗
黄
龍
派

の
禅
を
受
け
て
帰
国

し
た
栄
西

(
一
一
四

一
～

一
二

一
五
)
が
建
久
三
年

(
=

九
二
)
に
香
椎
宮

(福
岡
県
)
の
側
に
開
い
た
報
恩
寺

で
行

っ
た
も
の
で
あ

る

(大
日
本
仏
教
全
書

一
〇

一
・
一
五
八
頁
)。

『
三
大
尊
行
状
記
』
に
よ
る
と
道
元
は
、
師
如
浄
よ
り

「仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
」
を
受
け
、
宝
治
元
年

(
一
二
四
七
)
鎌
倉
に
赴
き
、

北
条
時
頼
と
道
俗
多
数
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
と
さ
れ
る

(『曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
上

=
二
～

一
四
頁
)
。
ま
た
、
達
磨

宗
の
懐
鑑
に
も

「伝

授
菩
薩
戒
作
法
」
を
授
け
、
そ
れ
を
行
じ
る
よ
う
勧
め
、
ま
た
義
介
と
の
問
で

「菩
薩
戒
血
脈
」
に
つ
い
て
問
答
し
た
と
、
『
御
遺
言
記
録
』

に
あ
る

(春
秋
社

『
道
元
禅
師
全
集
』
第
七
巻

一
八
〇
頁
)
。
ま
た

『
三
草

一
木
事
』
に
よ
れ
ば
、
道
元
が

「別
願
授
戒
」
と
称
す
る
授
戒

を
、
千
人
近

い
人
に
行

っ
た
と
伝
え
て
い
る

(『続
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
補
遺
六
三
頁
)
。

『
洞
谷
記
』
に
よ
れ
ば
螢
山
紹
瑛

(
=

一六
四
～

=
二
二
五
)
も
、
永
仁
四
年

(
一
二
九
二
)
阿
波
城
満
寺
に
お

い
て
初
め
て
戒
法
を

開
い
て
授
戒
し
、
さ
か
ん
に
授
戒
会
を
行

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(『
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
下
五
〇
五
頁
)
。

心
地
覚
心

(
一
二
〇
七
～
九
八
)
は
、
『
法
燈
圓
明
国
師
行
実
年
譜
』
に
よ
る
と
、
師
退
耕
行
勇

(
=

六
三
～

一
二
四

一
)
の
示
寂
後
、

興
聖
寺
の
道
元
に
参
じ
て
菩
薩
戒
を
受
け

(続
群
書
類
従
九
i
上
三
五
〇
頁
)
、
さ
ら
に
そ
の
戒
脈
を
理
観
に
授
け
た
。
覚
心

の
弟
子
孤
峰

覚
明

(
一
二
七

一
～

=
二
六

一
)
は
、
螢
山
か
ら
受
け
た
血
脈
を
、
抜
隊
得
勝
を
は
じ
め
会

下
に
参
集
す
る
僧
に
さ

か
ん
に
授
与
し
て
い

た
と
、
『
抜
隊
和
尚
行
実
』
に
あ
る

(続
群
書
類
従
九
ー
下
六
三
九
頁
)
。

愛
知
県
乾
坤
院
に
は
、
文
明
九
年

(
一
四
七
七
)
か
ら
約
十
年
間
に
、
逆
翁
宗
順
が
授
戒
し
た
戒
弟
に

つ
い
て
の
記
録
で
あ
る

「血
脈

衆
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
当
時
在
家
信
者
に
対
す
る
血
脈
授
与
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

(広
瀬
前
掲
書

)。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
禅
宗
に
お
け
る
在
家
葬
儀
が

『
禅
苑
清
規
』

の
亡
僧

・
尊
宿
葬
儀
法
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

既
に

い
く

つ
か

の
研
究
が
あ
る
。
無
学
祖
元
の

『
仏
光
国
師
語
録
』
に
あ
る
、
北
条
時
宗
に
対
す
る

「落
髪

・
付
衣

・
起
寵

・
下
火
」
な
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ど

の
法
語
は
、
後
に

一
般
化
す
る
禅
宗
葬
儀

の
原
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た

『看
聞
御
記
』
に
は
、
応
永
二
四
年

(
一
四

一
七
)

の
伏

見
宮
家
治
仁
王

の
葬
儀
の
記
録
が
あ
り
、
『
諸
回
向
清
規
』
(
一
五
六
六
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
葬
送
儀
礼
が
、
一
五
世
紀
末
ま
で
に
武
家

.

公
卿
と
い
っ
た
階
層
に
浸
透
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
さ
ら
に

『諸
回
向
清
規
』
巻
四
に
あ

る
位
牌
の
書
式
を
見

れ
ば

、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層

の
人
々
に
対
す
る
も

の
が
あ
り

(大
正
八

一
・
六
六
八

・
a
)
、
当
然

の
こ
と
と

し
て
葬
送
儀
礼
に

つ

い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
に
適
用
で
き
る
も

の
が
準
備
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

曹
洞
宗
に
お
い
て
、

「没
後
作
僧
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
登
場
す
る
の
は
、
や
は
り
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
禅
宗
の

葬
儀
が
社
会
的
に
よ
り
低

い
身
分
の
人
達
に
対
し
て
も
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
頃
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、

三
重
県
広
泰
寺
に
永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)
の

「没
後
授
戒
之
作
法
」
、
永
光
寺
に
元
和
二
年

(
一
六

一
六
)

の

「没
後
授
戒
作
法
」、
新

潟
県
諸
上
寺
に
明
和
八
年

(
一
七
七

一
)
伝
受

の

「没
後
作
僧
授
戒
式
」
な
ど
、
近
世
初
頭
書
写

の
切
紙
史
料
が
遺

さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
三
点
の
切
紙
に
は
、
袈
裟

・
鉢
孟
な
ど
を
授
け
る
儀
礼
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

一
方
、
血
脈

の
授
与
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

鴎
・現

状
で
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
を
伝
え
る
史
料
が
不
足
し
て
お
り
、
今
後

の
発
掘
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
初
期

の
曹
洞
宗
、
特
に
螢
山
派
下
に
お
い
て
僧
俗
に
対
す
る
血
脈
授
与
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
袈
裟

・
鉢
孟
を
授
け
る
な
ど
の
形
を

採
る
こ
と
で
、
出
家
儀
礼
に
準
拠
し
た
葬
送
儀
礼
が
、
次
第
に
低
い
身
分
に
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
戒
名

授
与

の
構
造
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
議
論
も
雑
駁
で
あ
る
し
、
史
料
的
な
面
で
の
確
認
も
不
十
分
で
あ

っ
て
、

ね

二
つ
の
方
向
か
ら
検
討
し
て
き
た
。

脈
絡
の
あ
る
整
理
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
概
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ま
ず
日
本
仏
教
に
お
い
て
は
、
最
澄
に
よ

っ
て
単
受
菩
薩
戒
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
創
唱
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
戒
律
観
が
独
自
の
展

開
を

見
せ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
意
味
で
は
天
台
密
教
の
発
展
と
相
侯

っ
て
、
理
念
的
な
戒
律
理
解
が
醸
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
祈
祷
的
性

格
を

持

っ
た
授
戒
に
結
び

つ
い
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
具
体
的

で
実
践
的
な
戒
律
護
持
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
と

な
り
、
平
安
末
期
に
な
る
と
、
破
壊
行
為
を
恥
じ
な

い
風
潮
が
、
叡
山
を
中
心
と
す
る
仏
教
界
に
蔓
延
し
た
と
思
わ
れ
る
。

鎌
倉
期
に
な
る
と
、
南
都
に
お
い
て
は
戒
律
復
興
の
兆
し
が
見
ら
れ
、
栄
西
を
初
め
と
す
る
渡
海
入
宋
僧
が
実
践
的
な
戒
律
観
を
導
入

し
た

こ
と
で
、
鎌
倉
新
仏
教
と
も
い
わ
れ
た
仏
教
革
新
運
動
が
起
こ

っ
た
の
で
あ
り
、
禅
宗
と
律
宗

の
僧
の
活
動
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

た
だ

し
、
栄
西
は
従
来
か
ら
あ

っ
た
四
分
律
を
再
評
価
し
た
と
い
え
る
の
に
対
し
、
道
元
は
、
正
伝

の
仏
法
で
あ
る
坐
禅
修
行
に
即
し
て
、

中
国
禅
林
で
運
用
さ
れ
て
い
た
清
規
を
、
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
。
そ
の

一
方

で
道
元
は
根
本
理
念
と
し
て
の
戒
と
し
て
、
今
日
の
曹

洞
宗

で
三
帰

.
三
聚

・
十
重
戒
と
理
解
さ
れ
て
い
る
、
十
六
条
戒
を
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

中
世
後
期

の
展
開
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
徳
川
期
に
な
る
と
禅
戒

一
如
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
打
ち
出
さ
れ
、
あ
る
意

味

で
は
平
安
期
と
同
じ
よ
う
な
、
理
念
的
戒
律
理
解
が
促
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
中
世
後
期
か
ら
盛

ん
に
な

っ
て
き
た
授
戒
会
な
ど
に
お
い
て
、
現
実
に
戒
律
が
説
か
れ
る
場
面
で
は
、
き
わ
め
て
通
俗
的
な
業
論
に
基

づ
い
た
罪
業
意
識
と
、

特
定

の
身
分
や
職
業
に
対
す
る
差
別
感
を
助
長
す
る
よ
う
な
説
教
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
戒
律
が
差
別
的
機
能
を
持

つ
こ

と
に
な

っ
た
と
も

い
え
る
。
こ
の

一
種
の
二
重
構
造
的
な
戒
律
理
解
は
、
曹
洞
宗
教
団
の
組
織
的
体
質
と
と
も
に
、
近
代
な

い
し
現
代
に

ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

次

に
今

日
の
在
家
葬
儀
と
戒
名
授
与
を
検
討
す
る
上
で
、
平
安
期
、
天
皇
や
貴
族
の
間
に
既
に
あ

っ
た
臨
終
行
儀

と
し
て
の
出
家
受
戒

が
定
着
す
る
と
と
も
に
、
便
宜
的
な
死
後
出
家
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
…鎌
倉
期
に
は
意
識
的
な
死
後
出
家
を

認
め
る
事
例
と
、
こ

う
し
た
習
慣
が
武
家
社
会
に
も
広
が

っ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
し
て
、
道
元
の

『
正
法
眼
蔵
』
の
説
示
も
、
そ
れ
な
り
の
社
会
的
背
景
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
可
能
性
と
、
特

に

「大
修
行
」
巻
に
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お

い
て
、
百
丈
が
野
狐
の
要
請
に
応
じ
て
、
亡
僧
の
事
例
に
準
じ
た
葬
儀
を
執
り
行

っ
た
と
い
う
伝
承
を
否
定
し
た

こ
と
が
、
当
時

の
死

後
出
家
を
認
め
る
風
潮
に
対
し
て
、
そ
れ
を
戒
め
た
も

の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
た
が
、
そ
う
し
た
道
元
の
態
度
と
は
別
に
、
積
極
的
に

中
国

人
禅
僧
を
招
請
し
た
北
条
得
宗
家
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『禅
苑
清
規
』
の
亡
僧
葬
儀
を
援
用
す
る
形
で
、
出
家
儀
礼
を
伴
う

形
で

の
葬
儀
が
定
着
し
て
い

っ
た
。
天
皇
や
貴
族
の
臨
終
行
儀
と
し
て
の
臨
終
出
家
が
、
便
宜
的
な
死
後
出
家
を
認

め
な
が
ら
、
よ
り
広

い
社
会
階
層

へ
と
広
が

っ
て
い
っ
た
が
、
道
元
は
、
あ
く
ま
で
出
家
者
を
追
悼
す
る
意
味
で
の
亡
僧
葬
儀
と
、
在
家

に
お
け
る
死
後
出
家

を
な

し
く
ず
し
に
混
同
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

便
宜
的
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
の
在
家
葬
儀
お
よ
び
出
家
得
度

の
儀
礼
を
比
較
し
た
と
き
、
曹
洞
宗

で
い
ず
れ

の
場

合
も
血
脈
を
授
与
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、そ

の
点

で
葬
儀
が
出
家
儀
礼
を
伴

っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
「没
後
作

僧
」

と
い
う
表
現
は
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

初
期

の
曹
洞
宗
、
特
に
螢
山
派
下
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
伝
法
な

い
し
伝
戒

の
証
と
し
て
血
脈
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
十
五

世
紀

の
授
戒
会
の
記
録
を
見
る
と
、
在
俗
の
戒
弟
に
血
脈
を
授
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層

の
人
た
ち
に
対
す
る
葬
儀
が
、
儀
礼
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
曹
洞
宗
で
い
う

「没
後
作
僧
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る

の
も
、
こ
の
時
期
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
切
紙
史
料
に
は
、
血
脈
授
与
に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て

い
な

い
。

曹
洞
宗

で
は
、
元
来
は
出
家
者
に
対
し
て
授
与
し
て
い
た
血
脈
を
、

一
方
で
は
伝
戒
も
し
く
は
結
縁
の
証
と
し
て
、
比
較
的
初
期
、
お

そ
ら
く
は
螢
山
の
頃
か
ら
、
在
俗
者
に
対
し
て
授
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
中
世
後
期

の
授
戒
会

の
盛
行
に
よ

っ

て
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
期
に
既
に
あ

っ
た
授
戒

の
祈
祷
性
は
、
こ
の
時
期
以
降

の
授
戒
会
に
も
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
も
と

も
と
証
明
書
的
な
も

の
で
あ

っ
た
血
脈
に
、
罪
業
を
臓
悔
し
た
上
で
の
護
符
的
機
能
が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

社
会
的
に
要
請
さ
れ
る
在
家
葬
儀
が
、
道
元
の
い
う
亡
僧
を
追
悼
す
る
意
味
で
の
葬
儀
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
螢
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山
派

下
の
僧
達
を
中
心
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
社
会
的
教
化
が
進
め
ら
れ
る
過
程
で
、
血
脈
の
授
与
が

一
般
化
す

る
動
き
と
相
侯

っ
て
、

没
後
作
僧
と
い
う
考
え
方
が
そ
の
溝
を
埋
め
る
論
理
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

徳
川
期
に
な
り
、
幕
府

の
宗
教
政
策
に
よ

っ
て
社
会
的
序
列
を
維
持
す
る
機
能
を
担
わ
さ
れ
た
結
果
、
没
後
作

僧
と
い
う
出
家
儀
礼
を

伴

っ
た
葬
儀
に
お
い
て
、
血
脈
と
戒
名
を
授
与
し
な
が
ら
も
、
よ
り
社
会
的
序
列
を
反
映
し
た
位
階
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
位
階

と
社
会
階
層
が
相
関
関
係
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
位
階

の
成
立
や
変
遷
に

つ
い
て
は
別
な
形
で
の
論
証
が
必

要
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

(
1
)

((

32
))

叡

山

に
お

け

る
単

受
菩

薩
戒

を
、

栄

西
を
通

じ

て
会

得

し
た

も

の

(境

野
黄
洋

「禅

戒

の
由
来

に

つ
い
て
」
『
大
乗
禅

』

七
i

一
)

b
、

栄
西

の
立

場
を
全

面
的

に
受

け
継

い
だ

も

の

(伊
藤

慶
道

『
道

元
禅

師

研
究
』
)

c
、
如

浄

の
室
中

か
ら

受
け

た
も

の

(永

久
岳

水

『
大

乗
禅

』
七
i

二
)

d
、
浄

土
系

の

『
机

受
戒

略
儀

』
に
あ

る

「十

六
重
戒

」
な
ど

の
影

響
を

受
け

た
も

の

(
石

田
瑞

麿

「道

元
i
そ

の
戒

と
清
規

」
『
金
沢

文
庫

研

究
』

七
六

～
八

二
)

e
、
如
浄

か
ら

は
戒

理
念

の
み
を
受

け
継
ぎ

、

日
本

で
成

立
し
た

も

の

(池

田
魯

参

「禅
戒

と
鎌

倉
仏

教
」

『
宗
学

研
究

』

一
二
)

従
来
の
研
究
と
し
て
は
、
圭
室
諦
成

『葬
式
仏
教
』
(大
法
輪
閣

一
九
六
三
年
)
松
浦
秀
光

『禅
林
の
葬
法
と
追
善
供
養
の
研
究
』
(山
喜
房

仏
書
林

一
九
六
九
年
)
な
ど
が
あ
る
が
、
駒
澤
大
学
教
授
で
あ
っ
た
故
石
川
力
山
氏
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え

つ
つ
、
曹
洞
宗
の
切
紙

史
料
な
ど
の
検
討
を
加
味
し
た
研
究
を
進
め
ら
れ
た

(『禅
宗
相
伝
資
料
の
研
究
』
法
蔵
館

二
〇
〇

一
年
五
月
)
。

拙
稿

「日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律

へ
の
関
心
と
中
国
の
禅
宗
」
(速
水
侑
編

『院
政
期
の
仏
教
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
八
年

所
収
)

十
六
条
戒
の
成
立
に
つ
い
て
は
、

a
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f
、
中
国
天
台
宗
荊
渓
湛
然
の

『授
菩
薩
戒
儀
』
を
簡
略
化
し
た
も
の

(平
川
彰

「道
元
の
戒
観
と
律
蔵
」
『
道
元
禅
の
思
想
的
研
究
』
)

竃

如
浄
よ
り
受
け
た
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
は
、
梵
網
戒

・
単
受
菩
薩
戒
で
あ
り
得
た
(鏡
島
元
隆

「円
頓
戒
と
禅
戒

.
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」
『道

元
禅
師
と
そ
の
周
辺
』
)

な
ど
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
決
定
的
な
支
持
を
得
た
も
の
は
な
い
。

(4
)
松
尾
剛
次
氏
は
、
明
全
の
戒
牒
を
と
り
あ
げ
て
、
当
時
の
東
大
寺
で
発
行
さ
れ
た
戒
牒
が
、
現
実
に
三
師
が
立
ち
会
わ
な
い
よ
う
な
、
便
宜
的

な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(『鎌
倉
新
仏
教
成
立
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
八
年
)

(5
)
こ
の
三
ヶ
月
の
足
止
め
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
吉
田
道
興
氏
は
、
道
元
は
明
全
と
同
様
に
具
足
戒
牒
を
持
参
し
た
の

で
あ
り
、
寧
波
着
岸
後
す
ぐ
に
天
童
山
に
行
か
な
か

っ
た
の
は
、
既
に
四
月
十
五
日
の
入
制
中
を
過
ぎ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
七

月
ま
で
待
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
明
全
だ
け
が
天
童
山
に
行
っ
た
の
は
、
師
栄
西
の
天
童
山
に
対
す
る
功
績
に
よ
る
特
別

待
遇
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
道
元
が
後
に
如
浄
と
交
わ
し
た
単
受
菩
薩
戒
に
関
す
る
問
答
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
も

の
か
、
と
い
う
点
で
疑
問

が
残
る
。
道
元
が
具
足
戒
牒
を
所
持
し
て
い
た
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
景
福
律
寺
ま
で
は
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
諸
伝
に
そ

の
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

(6
)
拙
稿

「円
琳
の
『
菩
薩
戒
義
疏
抄
』
に
つ
い
て
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
十
七
i
二
、
「『円
琳
抄
』
に
於
け
る
証
真
の
引
用
に
つ
い
て
」
『駒

澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
十
三

(7

)

(8
)

山
内
舜
雄
氏
は
、
『道
元
禅
と
天
台
本
覚
法
門
』
(大
蔵
出
版

一
九
八
五
年
)
に
お
い
て
、
道
元
の
教
学
的
拠
り
所
を
証
真
に
措
定
す
る
見
解

を
出
さ
れ
て
い
る
。

道
元
の
思
想
的
立
場
が
、
当
時
の
叡
山
に
蔓
延
し
て
い
た
本
覚
思
想
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
袴
谷
憲
昭
氏
の

『本
覚
思
想
批
判
』

(大
蔵
出
版

一
九
八
九
年
)
、
松
本
史
朗
氏
の
『
縁
起
と
空
』
(大
蔵
出
版

一
九
八
九
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
、
両
氏
の

一
連
の
著
書
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
出
家
略
作
法
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
か
ら
古
く
よ
り
そ
の
真
偽
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。

鏡
島
元
隆

『道
元
禅
師
と
そ
の
周
辺
』
(大
東
出
版

一
九
八
五
年
)
参
照
。
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(
9
)

(
10

)

元
駒
澤
大
学
教
授
石
川
力
山
氏
は
、
広
範
な
調
査
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
い
て
、
洞
門
カ
ナ
抄
や
切
紙
に
よ
る
綿
密
な
研
究
を
展

開
さ
れ
た
。
惜
し
く
も

一
九
九
七
年
に
急
逝
さ
れ
た
た
め
、
学
位
請
求
論
文
は
未
提
出
に
終
わ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
完
成
原
稿
に
近
い
も
の
が
遺
さ

れ
て
い
た
こ
と
亀
あ
り
、
氏
の
研
究
成
果
を
学
会
の
財
産
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
法
蔵
館
社
長
西
村
七
兵
衛
氏
の
御
厚
意
と
、
駒
澤
大

学
石
井
修
道
氏

.
同
大
学
飯
塚
大
展
氏
を
中
心
と
す
る
、関
係
各
位
の
献
身
的
努
力
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
。
『禅
宗
相
伝
資
料
の
研
究
』
(法

蔵
館

二
〇
〇

一
年
五
月
)
参
照
。

こ
の
部
分
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
三
橋
正
氏
の

『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
(続
群
書
類
従
完
成
会

二
〇
〇
〇
年
)
よ
り
多
く
の
示

唆
を
得
た
。
と
り
あ
げ
た
史
料
に
つ
い
て
も
、
同
氏
の
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
と
三
橋
氏
は
、
と
も
に

「院
政
期
仏
教
研
究
会
」
(代

表

速
水
侑
氏
)
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
同
会
で
の
同
氏
の
報
告
が
、
「没
後
作
僧
」
の
問
題
に
重
要
な
関
連
を
持

つ
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、

論
及
さ
れ
た
史
料
や
検
討
内
容
を
本
稿
に
援
用
さ
せ
て
戴
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
甚
深
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
本
稿
と
ほ
ぼ
重
な
る
趣
旨
の
論
孜
を
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
桐
野
好
覚
氏
が
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る

(「宗
門
の
葬
送
と
信

仰

-
道
元
禅
師
に
お
け
る
葬
送
観
を
探

っ
て
ー
」
『宗
学
研
究
紀
要
』
十
四
)。
当
該
の
紀
要
に
は
、
「葬
祭
問
題
」
と
題
す
る
特
集
が
組
ま

れ
、
セ
ン
タ
i
所
員
の
意
欲
的
な
論
放
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
部
分
的
に
は
筆
者
と
見
解
を
異
に
す
る
内
容
も
あ
る
が
、
啓
発
さ
れ
る
点
が
多

か
っ
た
。

(11
)
道

元
は
、
便

宜
的

な

死
後
出

家

に

つ
い
て

は
、
明

確

に
否
定

し

て

い
る

よ
う

で
あ

る
が

、
臨
終

出
家

に

つ
い
て
は
、
消
極
的

な

が
ら

容
認

し

て

い
る
よ
う

に
も

思
わ

れ

る
。
『
正
法

眼
蔵

随

聞
記

』
巻

一
に
は
道

元
が

、
病

身

の
あ

る
在

家

人
が

回
復

後

の
出
家

を
念

願

し

て
い
た

と

こ
ろ
、

に
わ

か

に
病

状

が
悪

化
し

た
た

め
、
死

の
前
夜

に
菩
薩

戒
を

受

け

て
よ
き
臨

終
を

迎
え

た

こ
と
を

と

り
あ
げ

て
、
妻

子
に
愛

着
を

残

し

て
死
ぬ

よ
り

は
ま

し
だ
が

、
思

い
立

っ
た

時
点

で
出
家

す

べ
き

で
あ

る
、

と
述

べ
た

と
あ

る
。

桐

野
氏

は
、

こ
れ

を
道

元

の
は

か
ら

い
に
よ

る
臨

終
出
家

と

理
解

さ
れ

て

い
る

(前

掲

論
文
)
。

(
12
)
こ

の
問

題
に

つ
い
て
は
、
か

つ
て
東
洋

大
学

に

お
け

る

日
本

佛
教

学
会

学
術

大
会

で
報

告

し
た
。
拙

稿

「禅

門

の
葬

儀

と
戒

名
授

与
」

(『
日
本

佛

教
学

会
年

報
』

六

三
号

一
九

九
八

年
)

(
13
)

石
川
力

山
前

掲
書

四

二
六

・
四
七

三
～

四
七
五

頁
参

照
。


