
特
集
・
晴
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
宗
派
意
識

最
澄
に
お
け
る
宗
派
意
識
の
確
立

ー
一
向
大
乗
寺
構
想
の
検
討
か
ら
ー

新
　
川
　
哲
　
雄

は
じ
あ
に

　
本
稿
は
、
日
本
に
お
け
る
宗
派
意
識
の
形
成
・
確
立
に
つ
い
て
考

え
る
た
め
、
奈
良
仏
教
に
学
ん
で
平
安
仏
教
を
開
く
役
割
を
に
な
う

最
澄
（
七
六
七
－
八
二
二
）
が
、
南
都
の
僧
た
ち
と
の
対
立
の
中
で

構
想
し
た
一
向
大
乗
寺
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で

あ
る
。

　
最
澄
は
日
本
天
台
宗
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
僧
で
、
そ
の
開
宗

に
よ
っ
て
奈
良
仏
教
と
は
一
線
を
画
す
平
安
仏
教
が
始
ま
る
と
さ
れ

る
が
、
そ
こ
に
奈
良
仏
教
に
は
な
い
新
し
い
宗
派
意
識
の
確
立
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
い
う
日
本
に
お
け
る
新

し
い
宗
派
意
識
と
は
、
「
宗
派
」
が
経
典
や
論
書
の
理
解
に
関
す
る

枢
要
な
教
義
及
び
そ
れ
を
学
ぶ
「
学
派
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
転

じ
て
、
あ
る
立
場
の
教
義
を
同
じ
く
尊
崇
す
る
人
々
の
一
団
を
「
宗
」

と
し
、
さ
ら
に
そ
の
一
宗
団
の
中
で
教
義
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
な

ど
か
ら
立
場
を
異
に
す
る
分
派
が
生
じ
た
時
に
「
派
」
と
み
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
最
澄
の
著
作
か
ら
、
彼
の
主
張
し
た
｝
向
大
乗
寺
構
想

の
形
成
過
程
に
お
い
て
日
本
天
台
宗
内
に
上
述
の
宗
派
意
識
が
ま
さ

に
確
立
す
る
動
向
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
奈
良
仏
教
に
お
け

る
三
論
宗
や
倶
舎
宗
・
成
実
宗
あ
る
い
は
法
相
宗
・
華
厳
宗
な
ど
の

「
学
派
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

1

一
向
大
乗
寺
と
い
う
寺
院
の
あ
り
方

　
最
澄
が
一
向
大
乗
寺
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
公
に
自
ら
の
構
想
を

語
っ
た
最
初
は
、
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
三
月
撰
上
の
『
天
台
法
華

宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式
（
四
条
式
）
』
と
い
う
、
一
般
に
は
『
山

家
学
生
式
』
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
著
述
の
一
つ
に
お
い
て
で
あ
る
。
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平
安
時
代
に
入
っ
て
二
十
五
年
ほ
ど
経
た
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
凡
そ
仏
寺
に
三
あ
り
。
一
に
は
一
向
大
乗
寺
　
初
修
行
の
菩
薩

　
　
僧
の
住
す
る
所
の
寺
　
二
に
は
一
向
小
乗
寺
　
一
向
小
乗
の
律

　
　
師
の
住
す
る
所
の
寺
　
三
に
は
大
小
兼
行
寺
　
久
修
行
の
菩
薩

　
　
僧
の
住
す
る
所
の
寺
　
今
天
台
法
華
宗
年
分
の
学
生
、
並
び
に

　
　
回
心
向
大
の
初
修
行
者
は
、
一
十
二
年
、
深
山
の
四
種
三
昧
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
住
せ
し
め
、
（
後
略
）
（
一
1
1
6
か
ら
1
7
）

こ
こ
で
明
確
に
一
向
大
乗
寺
が
修
行
に
入
っ
た
菩
薩
僧
の
住
す
る
寺

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
天
台
法
華
宗
の
年
分
度
者
と
な
っ
た
学
生
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
山
の
四
種
三
昧
院
U
一
向
大
乗
寺
に
お
け
る
修
行
堂
に
居
住
さ
せ

る
と
説
き
、
正
し
く
最
澄
が
開
い
た
比
叡
山
寺
こ
そ
が
一
向
大
乗
寺

に
相
当
す
る
と
見
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
外
に
仏

教
寺
院
の
あ
り
方
と
し
て
、
小
乗
の
律
師
の
住
す
る
一
向
小
乗
寺
．

長
期
間
修
行
し
た
菩
薩
僧
の
住
す
る
大
小
兼
行
寺
が
あ
る
と
し
て
い

る
。

　
さ
ら
に
こ
の
『
四
条
式
』
で
、
一
向
大
乗
寺
は
文
殊
菩
薩
像
を
安

置
し
て
上
座
と
す
る
寺
、
一
向
小
乗
寺
は
賓
頭
盧
和
尚
像
を
安
置
し

て
上
座
と
す
る
寺
で
あ
る
と
規
定
し
、
育
成
す
る
僧
侶
に
つ
い
て
両

寺
院
が
全
く
異
な
る
目
標
、
す
な
わ
ち
菩
薩
と
阿
羅
漢
と
い
う
目
標

を
も
つ
、
と
最
澄
は
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
両
寺
院
の
教
理
上
の
区
分
は
、
専
ら
大
乗
と
小
乗
と
の
二
種

大
僧
戒
1
1
仏
戒
に
基
づ
く
と
説
き
、
小
乗
の
大
僧
戒
が
二
百
五
十
等

の
戒
つ
ま
り
具
足
戒
と
さ
れ
、
大
乗
の
大
僧
戒
は
梵
網
経
に
説
か
れ

た
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
　
㎜

授
戒
法
に
も
二
種
類
あ
り
と
し
、
小
乗
戒
授
戒
は
、
東
大
寺
戒
壇
院

等
で
行
な
っ
て
い
る
従
来
の
法
で
、
現
前
に
清
浄
持
律
の
大
徳
十
人
　
号

を
＋
師
（
戒
和
上
・
贅
師
・
謬
師
の
三
師
・
戒
証
師
七
名
）
・
知

し
て
請
じ
、
白
四
掲
磨
法
で
授
戒
式
を
行
い
、
こ
の
十
師
が
一
人
で
　
田

も
欠
け
た
ら
正
式
な
授
戒
に
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
刻

・
、
れ
に
対
し
大
乗
戒
授
戒
法
が
大
き
く
異
な
る
の
は
、
現
前
の
伝
鮮

戒
師
が
一
人
で
よ
く
、
千
里
の
内
に
伝
戒
師
な
け
れ
ば
仏
前
で
至
心

に
臓
悔
し
て
行
な
う
自
誓
受
戒
で
も
良
い
、
と
最
澄
が
説
く
点
で
あ

る
。
こ
れ
が
僧
戒
授
戒
と
し
て
教
理
的
に
可
能
か
は
議
論
の
生
じ
る

所
で
あ
ろ
う
が
、
最
澄
の
考
え
で
は
、
釈
迦
仏
を
菩
薩
戒
の
和
上
、

弥
勒
菩
薩
を
教
授
師
、
文
殊
菩
薩
を
掲
磨
師
と
し
て
請
じ
て
三
師
と

な
し
、
十
方
一
切
の
諸
仏
を
請
じ
て
戒
証
師
、
十
方
一
切
の
諸
菩
薩

を
請
じ
て
同
学
等
侶
と
し
て
大
乗
戒
授
戒
が
な
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。

今
ま
で
に
な
い
新
た
な
構
想
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
最
澄
独
自
の
仏
教

理
解
が
控
え
て
い
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
こ
の
授
戒
法
は
最
澄
が

大
乗
戒
を
主
張
す
る
根
拠
の
梵
網
経
に
お
い
て
も
、
明
確
に
授
戒
法

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
観
普
賢
経
の

所
説
を
踏
ま
え
、
具
足
戒
の
三
師
七
証
を
念
頭
に
置
い
て
最
澄
が
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

自
に
工
夫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
印
度
中
国
以
来
の
伝
統
的
授
戒
法
に
対
し
、
教
義
を
逸
脱
す
る
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
大
胆
な
改
革
を
最
澄
が
あ
え
て
主
張
し
た
の
は
、

彼
が
育
成
し
た
い
菩
薩
僧
を
従
来
の
戒
壇
院
で
の
授
戒
か
ら
解
放
し
、

す
な
わ
ち
南
都
僧
綱
の
管
理
下
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最



澄
の
言
う
菩
薩
僧
の
止
住
す
る
一
向
大
乗
寺
と
し
て
叡
山
天
台
宗
を

真
に
南
都
仏
教
か
ら
独
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
向
大
乗
寺
に
住
す
る
菩
薩
僧
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
の
四
条
式

に
先
立
つ
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
五
月
撰
上
の
『
天
台
法
華
宗
年
分

学
生
式
（
六
条
式
）
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
釈
教
の
中
、
出
家
に
二
類
あ
り
。
一
に
は
小
乗
の
類
、
二
に
は

　
　
大
乗
の
類
な
り
。
道
心
あ
る
の
仏
子
、
即
ち
此
れ
こ
の
類
な
り
。

　
　
今
、
我
が
東
州
、
た
だ
小
像
の
み
あ
り
て
、
未
だ
大
類
あ
ら
ず
。

　
　
大
道
未
だ
弘
ま
ら
ず
、
大
人
興
り
難
し
。
誠
に
願
は
く
は
、
先

　
　
帝
の
御
願
、
天
台
の
年
分
、
永
く
大
類
と
な
し
、
菩
薩
僧
と
な

　
　
さ
ん
。
（
｝
1
1
1
）

こ
こ
で
最
澄
は
、
天
台
法
華
宗
の
年
分
学
生
は
す
べ
て
道
心
あ
る
仏

子
と
し
て
大
乗
の
類
で
あ
り
、
菩
薩
僧
と
な
そ
う
と
説
い
て
い
る
。

　
ま
た
同
式
で
、
菩
薩
を
「
道
心
あ
る
仏
子
を
、
西
に
は
菩
薩
と
称

し
」
と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
菩
薩
僧
と
は
道
心
あ
る

仏
子
た
る
僧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
日
本
に
は
た
だ
小
乗
の

類
が
い
る
だ
け
で
未
だ
大
乗
の
類
は
見
当
ら
な
い
と
言
い
、
そ
れ
は

大
乗
の
教
が
弘
ま
ら
な
い
か
ら
大
乗
の
修
行
者
が
現
れ
難
い
の
だ
と

し
て
、
以
後
、
天
台
宗
の
僧
を
菩
薩
僧
と
し
て
養
成
し
た
い
、
比
叡

山
寺
を
菩
薩
僧
育
成
の
寺
に
し
た
い
と
、
最
澄
は
こ
の
『
六
条
式
』

で
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
興
味
深
い
の
は
、
最
澄
自
身
は
律
令
国
家
の
従
来
の
制
度

に
則
っ
た
正
式
な
官
度
の
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
い
う
菩
薩
僧

を
従
来
の
制
度
に
は
依
ら
な
い
官
度
の
僧
と
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば

新
し
い
制
度
を
構
想
し
提
案
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
古
代
律
令
制
の
下
で
出
家
し
て
僧
に
な
る
た
め
に
は
、
国
家
の
許

可
を
必
要
と
す
る
官
度
制
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
が
、
今
日
そ
の
制
度
の
実
態
の
細
部
ま
で
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
先
行
研
究
に
導
か
れ
て
、

『
延
喜
式
」
の
玄
蕃
寮
に
関
す
る
規
定
に
記
載
さ
れ
た
年
分
度
者
の

得
度
法
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
畿
内
の
場
合
、
ま
ず
｝
定
の
修
行
を
経
て
何
が
し
か
の
課
試
を
終

え
た
者
が
得
度
を
願
い
出
る
た
め
に
、
経
業
を
記
し
た
貢
進
解
と
本

人
の
自
筆
の
手
実
を
作
成
し
、
恐
ら
く
各
寺
院
の
三
綱
か
ら
僧
綱
へ
、

僧
綱
か
ら
僧
尼
を
監
督
す
る
治
部
省
へ
申
請
し
て
許
可
を
得
る
こ
と

に
な
る
。
治
部
省
で
は
提
出
さ
れ
た
解
を
調
べ
て
太
政
官
に
申
請
す

る
と
と
も
に
、
民
部
省
所
管
の
戸
籍
で
勘
籍
ー
ー
本
人
確
認
を
し
た
上

で
問
題
が
な
け
れ
ば
度
牒
を
作
成
し
、
治
部
省
・
玄
蕃
寮
・
僧
綱
の

三
者
が
連
署
し
太
政
官
印
を
捺
し
た
も
の
を
下
付
、
同
時
に
民
部
省

所
管
の
俗
籍
か
ら
除
い
て
玄
蕃
寮
所
管
の
僧
籍
に
編
入
し
、
正
式
な

僧
に
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
許
可
を
得
た
者
は
正
月
宮
中
斎
会

の
最
終
日
に
宮
中
で
得
度
式
を
行
い
、
得
度
し
た
僧
は
、
沙
弥
と
呼

ば
れ
た
。
尼
僧
の
場
A
ロ
も
恐
ら
く
同
様
の
手
続
き
を
経
て
沙
弥
尼
に

な
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
以
上
は
後
代
の
も
の
だ
か
ら
、
延
暦
二
十

五
年
当
時
、
細
部
ま
で
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、

一
つ
の
目
安
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
授
戒
式
に
つ
い
も
細
部
は
不
明
で
あ
る
が
、
鑑
真
渡
来
以

後
に
整
備
さ
れ
た
方
式
を
推
定
す
れ
ば
、
得
度
後
さ
ら
に
何
年
か
の
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修
行
の
後
、
各
寺
院
か
ら
僧
綱
に
申
告
さ
れ
、
さ
ら
に
治
部
省
・
玄

蕃
寮
に
上
申
さ
れ
た
受
戒
資
格
者
の
沙
弥
に
対
し
護
国
経
典
に
関
す

る
課
試
を
行
い
、
僧
籍
を
勘
定
の
上
で
、
選
ば
れ
た
者
に
対
し
二
十

一
日
間
の
悔
過
を
修
せ
し
め
た
後
、
東
大
寺
戒
壇
院
で
三
月
か
ら
四

月
ご
ろ
、
省
・
寮
・
僧
綱
立
会
い
の
下
で
三
師
七
証
を
立
て
登
壇
受

戒
さ
せ
、
改
め
て
戒
牒
の
下
付
が
あ
っ
て
比
丘
と
呼
ば
れ
る
僧
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
得
度
も
受
戒
も
完
全
に
国
家
の
管
理
下
で
な
さ
れ

た
こ
と
か
ら
官
度
制
と
呼
ば
れ
、
私
度
の
僧
（
以
上
の
手
続
き
を
経

ず
私
的
に
僧
形
を
と
っ
て
い
る
者
）
と
そ
こ
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
得
度
受
戒
後
も
官
度
の
僧
は
全
て

国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
寺
院
各
々
の
自
立
性

は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
国
家
仏
教
と
称
さ
れ
る
所
以
の
一
つ
で
あ

る
。　

こ
れ
に
対
し
て
最
澄
が
主
張
し
た
得
度
法
は
、
ま
ず
、
僧
綱
の
手

を
経
ず
に
直
接
比
叡
山
寺
か
ら
官
に
対
し
得
度
の
申
告
が
で
き
、
そ

の
対
象
者
に
太
政
官
印
を
捺
し
た
正
式
な
度
牒
の
下
付
を
求
め
な
が

ら
、
得
度
し
た
僧
を
僧
籍
へ
編
入
せ
ず
、
俗
籍
に
仏
子
と
書
込
む
方

法
へ
変
更
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

　
授
戒
式
は
、
比
叡
山
寺
内
に
新
た
に
建
立
す
る
独
自
の
大
乗
戒
壇

院
で
菩
薩
戒
を
授
け
る
形
式
で
行
な
わ
れ
、
授
戒
後
は
菩
薩
僧
と
し

て
届
け
出
て
、
そ
の
戒
牒
に
は
同
様
に
太
政
官
印
を
求
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
天
台
宗
で
は
僧
綱
の
手
を
経
ず
そ
の
判
断
抜
き
で
得

度
授
戒
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
天
台
宗
で
の
判
断
を
官
に
申
告
す

れ
ば
よ
い
と
い
う
制
度
へ
の
変
革
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

従
来
に
は
な
い
僧
、
俗
籍
を
持
ち
な
が
ら
の
官
度
の
僧
と
し
て
大
乗

菩
薩
僧
を
位
置
づ
け
、
同
時
に
僧
綱
の
管
理
下
へ
菩
薩
僧
を
組
み
込

ま
な
い
よ
う
に
す
る
構
想
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
比
叡
山
寺
天
台
宗
の
、

南
都
か
ら
の
独
立
を
意
図
す
る
構
想
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
官
に
届
出
て
形
式
的
に
そ
の
管
轄
下
に
入

る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
澄
の

上
表
は
国
家
仏
教
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
変
革
の
要
求
で
は
な
く
、

目
指
し
た
の
は
ど
こ
ま
で
も
南
都
か
ら
の
独
立
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
『
六
条
式
』
が
菩
薩
僧
の
育
成
方
法
を
具
体
的
に
示
し
た

こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
受
戒
後
は
比
叡
山
に
十

二
年
間
籠
ら
せ
止
観
業
・
遮
那
業
を
修
学
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
十

二
年
の
籠
山
修
行
後
は
、
修
学
し
た
両
業
の
成
果
に
よ
っ
て
国
宝
．

国
師
・
国
用
の
三
種
に
分
け
、
各
々
の
分
に
応
じ
て
登
用
す
る
と
い

う
提
案
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
一
連
の
上
表
は
、
あ
る
構
想
の
下
に
か
な
り
計
画
的

に
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
何
れ
に
せ
よ
こ
の
時

期
、
授
戒
法
の
変
革
と
新
た
な
寺
院
構
想
を
示
し
て
、
最
澄
は
天
台

宗
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
後
の
日
本
仏
教
の
展
開
に
と
り
重
要
な
意
味

を
持
つ
主
張
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
澄
が
こ
う
主
張
し
た
直
前
、
こ
の
『
六
条
式
』
を
上
表
す
る
三

ヶ
月
前
の
弘
仁
九
年
二
月
、
最
澄
は
弟
子
光
定
に
対
し
、
天
台
宗
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
と
し
て
大
乗
寺
の
建
立
を
告
げ
て
い
る
。
大
乗

寺
と
は
未
だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
光
定
に
対
し
、
最

澄
は
印
度
に
一
向
大
乗
寺
・
一
向
小
乗
寺
・
大
小
兼
行
寺
が
あ
る
と
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さ
　

言
い
、
大
乗
寺
建
立
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
最
澄
の
一
向
大

乗
寺
構
想
を
最
も
早
く
伝
え
る
記
事
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
、

公
に
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
更
に
同
年
三
月
、
最
澄
は
弟
子
た
ち
を
前
に
国
の
た
め
家
の
た
め

に
山
で
修
学
し
て
衆
生
を
利
益
し
仏
教
を
興
隆
す
べ
し
と
説
き
、
同

時
に
自
身
は
今
よ
り
以
後
声
聞
の
利
益
を
受
け
ず
、
官
度
の
僧
た
る

べ
く
仏
前
で
誓
願
し
た
二
百
五
十
戒
（
具
足
戒
）
を
小
乗
の
威
儀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乖
い
て
棄
捨
し
た
、
と
告
げ
た
。
こ
の
戒
律
棄
捨
の
宣
言
は
、
当
時

の
官
度
の
僧
と
し
て
、
あ
る
い
は
仏
教
僧
と
し
て
も
驚
く
べ
き
発
言

で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
時
、
南
岳
慧
思
・
天
台
智
顕
両
大
師
が
仏
よ
り
菩
薩
三

聚
浄
戒
を
受
け
、
そ
れ
が
灌
頂
・
智
威
か
ら
さ
ら
に
湛
然
・
道
遽
へ

と
次
第
し
て
最
澄
・
義
眞
に
伝
え
ら
れ
た
と
し
た
上
で
、
菩
薩
僧
や

菩
薩
の
威
儀
あ
る
い
は
一
向
大
乗
・
一
向
小
乗
に
つ
い
て
の
正
し
い

教
え
が
あ
る
の
で
、
今
後
、
天
台
宗
の
学
生
に
は
大
乗
の
戒
定
慧
の

教
え
を
開
示
し
て
、
永
く
小
乗
行
の
下
劣
を
顕
か
に
さ
せ
よ
う
と
考

え
、
表
式
を
製
り
許
し
を
請
い
た
い
、
と
弟
子
た
ち
に
告
げ
た
。
こ

こ
に
最
澄
の
強
い
危
機
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
を
伝
え
る
『
叡
山
大
師
伝
（
大
師
伝
）
』
は
、
古
来
最
澄
伝

の
根
本
資
料
と
し
て
信
頼
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

そ
の
史
料
的
信
葱
性
に
つ
い
て
疑
義
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
ヶ
月
後
に
『
六
条
式
』
を
最
澄
が

上
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
信
頼
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

同
年
五
月
上
表
さ
れ
た
『
六
条
式
』
は
、
『
一
心
戒
文
』
と
『
大
師

伝
』
の
記
述
に
呼
応
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
従
来
に
な
い
構
想
は
、
最
澄
に
お
い
て
弘
仁
九
年
初

め
ま
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

2

最
澄
に
よ
る
当
初
の
宗
派
構
想

　
こ
の
時
期
に
な
ぜ
最
澄
が
上
述
の
よ
う
な
行
動
に
で
た
か
を
考
え

る
た
め
に
、
最
澄
の
宗
派
意
識
そ
の
も
の
の
変
化
を
、
当
時
の
状
況

と
と
も
に
問
題
に
し
た
い
。

　
そ
の
検
討
の
始
め
を
、
ひ
と
ま
ず
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
正

月
三
日
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
、
最
澄
は
上
表
し
て
年
分
度

者
の
定
員
改
定
を
提
案
し
、
南
都
諸
宗
に
天
台
宗
を
も
加
え
た
、
従

来
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
宗
毎
の
年
分
度
者
配
分
案
を
示
し

た
。
す
な
わ
ち
、
華
厳
宗
二
名
・
律
宗
二
名
・
三
論
宗
三
名
（
内
一

名
は
小
乗
成
実
宗
分
）
・
法
相
宗
三
名
（
内
一
名
は
小
乗
倶
舎
宗
分
）

と
し
、
そ
れ
に
最
澄
が
立
て
よ
う
と
し
た
天
台
宗
二
名
分
を
加
え
て
、

自
宗
を
南
都
仏
教
の
各
宗
と
並
ぶ
教
理
研
究
学
派
の
一
つ
と
し
て
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
通
説
で
は
、
こ
れ
が
前
年
に
多
く

の
経
論
を
携
え
唐
か
ら
帰
朝
し
た
最
澄
に
よ
る
、
事
実
上
の
立
宗
宣

言
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
学
派
別
年
分
度
者
制
と
い
う
新
た
な
提
案
を
、
さ
し
た
る
批

判
も
反
対
も
せ
ず
当
時
の
僧
綱
が
承
認
し
て
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
上

表
を
二
日
後
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
少
し
前
、
延
暦
二
十
二
年

（
八
〇
三
）
正
月
に
三
論
宗
の
衰
退
を
考
え
法
相
宗
五
名
・
三
論
宗
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五
名
と
す
る
年
分
度
者
制
を
定
め
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
最
澄
に
よ
る
両
宗
の
年
分
度
者
数
削
減
提
案
へ
の
南
都
の
こ
の

対
応
は
、
い
か
に
も
鷹
揚
で
寛
容
に
み
え
る
。
が
、
桓
武
天
皇
の
最

澄
に
対
す
る
帰
依
の
深
さ
を
僧
綱
た
ち
が
考
慮
し
た
と
す
れ
ば
、
こ

れ
も
当
然
の
対
応
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
、
こ
れ
以
後
の
動
き

を
見
て
も
、
最
澄
の
提
案
と
そ
の
承
認
と
の
背
後
に
は
、
桓
武
天
皇

に
よ
る
最
澄
へ
の
絶
大
な
帰
依
が
微
妙
な
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
『
六
条
式
』
で
自
ら
の
提
案
を
語
っ
た
上
で
、
天
台
宗

の
興
隆
は
先
帝
桓
武
天
皇
の
御
願
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
さ
ら

に
明
確
な
史
料
と
し
て
『
菩
薩
の
出
家
と
な
す
を
請
う
の
表
』
が
上

　
　
　
　
ヨ
　

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
六
条
式
』
に
続
け
て
弘
仁
九
年
五
月
に
出
さ

れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
最
澄
は
「
先
帝
の
御
願
、
天
台
一
宗
に

あ
り
」
な
が
ら
未
だ
こ
の
国
に
充
分
な
広
ま
り
を
見
せ
ず
、
鐵
仰
さ

れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
桓
武
天
皇
の
御
霊
の

た
め
、
今
よ
り
以
後
天
台
の
年
分
は
毎
年
春
三
月
十
七
日
（
桓
武
天

皇
の
忌
日
）
に
勅
使
一
人
を
つ
か
わ
し
て
、
比
叡
山
院
に
お
い
て
大

乗
に
依
っ
て
得
度
さ
せ
た
い
、
と
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
弘
仁
十
年
、
『
四
条
式
』
上
表
の
同
じ
日
『
大
乗
戒
を
立
つ
る
こ

と
を
請
う
の
表
』
で
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
「
登
天
の
桓
武
聖
皇

帝
、
法
華
宗
に
帰
し
、
新
た
に
開
建
す
る
所
の
者
な
り
」
と
語
っ
て

い
る
の
が
「
法
華
宗
の
年
分
両
箇
の
得
度
者
」
に
つ
い
て
な
の
で

あ
馳
・

　
両
箇
と
い
う
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
止
観
業
と
遮
那
業
の
年
分
度
者

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
止
観
業
と
遮
那
業
と
の

両
業
を
法
華
宗
と
い
う
言
葉
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ

の
「
業
」
の
語
を
「
学
」
と
み
る
こ
と
は
内
容
的
に
許
さ
れ
る
と
思

う
が
、
そ
の
両
業
を
含
む
こ
こ
で
の
「
宗
」
の
語
は
、
あ
る
仏
教
教

理
に
関
す
る
特
定
の
学
派
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
え
ず
、
複
数
の
教

学
を
包
み
込
ん
だ
一
つ
の
「
宗
団
」
を
意
味
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

比
叡
山
寺
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
法
華
宗
」
の
寺
と
し
た
い
、

と
い
う
明
確
な
構
想
の
下
に
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
向
大
乗
寺
の
建
立
と
大
乗
戒
に
よ
る
受
戒
と
が

『
六
条
式
』
で
上
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
新
し
い
宗
派
意

識
の
、
少
な
く
と
も
原
型
の
成
立
と
考
え
た
い
。

　
こ
こ
で
い
う
新
し
い
宗
派
意
識
と
は
、
経
典
や
論
書
の
教
説
に
関

す
る
枢
要
な
教
義
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
教
義
を
学
ぶ
一
団
の
人
々

（
こ
の
立
場
を
「
学
派
」
と
呼
ん
で
い
る
）
を
も
っ
て
「
宗
」
の
意

味
と
す
る
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
仏
教
に
つ
い
て
、
あ
る
一
つ
の
立
場

か
ら
の
教
義
理
解
を
同
じ
く
尊
崇
す
る
人
々
の
一
団
を
「
宗
」
と
し

て
、
そ
れ
を
一
寺
院
全
体
の
立
場
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
寺

院
に
学
ん
だ
僧
侶
が
や
が
て
自
ら
の
寺
を
開
き
両
寺
院
の
間
に
深
い

関
係
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
後
に
本
寺
末
寺
の
関
係
に
な
っ
て
ゆ
く

と
思
う
）
が
保
た
れ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
に
「
宗
」
門
が
言
わ
れ
、

そ
こ
で
の
「
宗
」
学
1
1
宗
門
の
学
が
よ
り
確
固
と
し
た
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
こ
の
意
味
で
の
一
宗
門
中
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ

の
教
義
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
な
ど
か
ら
立
場
を
異
に
す
る
分
派
が

生
じ
た
時
に
、
こ
れ
を
「
派
」
と
み
る
と
い
う
意
識
を
意
味
し
て
い
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る
。　

つ
ま
り
基
本
は
一
寺
一
宗
門
と
み
る
こ
と
が
、
今
日
の
日
本
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

け
る
宗
派
理
解
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
無
論
、
い
ま
指

摘
し
た
よ
う
な
宗
派
意
識
が
こ
の
と
き
完
全
に
確
立
す
る
と
は
考
え

て
い
な
い
が
、
そ
こ
へ
向
け
て
大
き
な
転
回
点
と
な
る
宗
派
意
識
の

原
型
の
成
立
と
み
な
し
た
い
。

　
た
と
え
ば
比
叡
山
延
暦
寺
は
天
台
法
華
宗
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

法
華
経
を
所
依
の
本
経
と
し
、
そ
の
教
義
の
枢
要
を
中
国
天
台
宗
の

大
成
者
智
顎
の
教
説
に
基
づ
い
て
考
え
る
一
宗
団
と
言
え
る
。
同
時

に
日
本
天
台
宗
の
教
義
は
、
密
教
学
や
浄
土
学
、
あ
る
い
は
禅
学
や

戒
学
を
も
含
め
た
多
様
な
仏
教
教
理
を
包
摂
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
諸

学
に
統
一
的
な
解
釈
を
も
っ
て
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
宗
門
の
学

と
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
「
宗
」
の
語
の
意
味
内
容
は
、
特
定
の
経

典
や
論
書
に
関
す
る
教
学
を
意
味
す
る
奈
良
仏
教
の
「
学
派
」
と
異

な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
比
叡
山
延
暦
寺
を
総
本

山
と
し
て
宗
門
内
の
他
の
諸
寺
院
を
位
置
づ
け
、
宗
学
を
義
務
づ
け

る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。
後
に
こ
の
一
宗
門
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
派
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
は
勿
論
、
い
ま
だ
最
澄
の
時
代
の
こ
と
で
は
な
い
。
が
、

こ
の
よ
う
な
教
団
全
体
を
「
宗
派
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
る
こ
と
が
、

最
澄
の
一
向
大
乗
寺
構
想
の
内
に
萌
芽
し
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
考
え
た
時
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
最
澄
が
、
法
華
宗
と
い
う
言
葉
を
弘
仁
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
く
、

先
に
指
摘
し
た
延
暦
二
十
五
年
正
月
の
上
表
中
で
も
使
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
上
表
の
題
か
ら
し
て
『
ま
さ
に
絶
え
ん
と
す

る
諸
宗
を
続
け
、
さ
ら
に
法
華
宗
を
加
へ
ん
こ
と
を
請
う
の
表
一
首
』

で
あ
っ
て
、
こ
の
「
宗
」
が
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
な
い
こ
と
を
最
澄

は
承
知
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
最
澄
の
立

宗
宣
言
と
看
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
と
き
最
澄
が
用
い
た
「
法
華
宗
」
の
言
葉
が
、
果

し
て
弘
仁
九
年
に
な
っ
て
用
い
て
い
る
意
味
と
同
じ
と
言
え
る
か
と

い
う
と
、
そ
れ
を
検
討
で
き
る
ほ
ど
最
澄
自
身
が
明
確
に
語
っ
て
い

な
い
し
、
周
辺
の
記
事
に
も
検
討
し
得
る
よ
う
な
も
の
を
見
出
せ
な

い
の
で
、
実
に
微
妙
な
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
延
暦

二
十
五
年
の
段
階
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
、
従
来
の

「
学
派
」
の
意
味
で
、
つ
ま
り
上
表
で
並
べ
た
三
論
宗
や
法
相
宗
・

華
厳
宗
な
ど
と
同
列
に
「
宗
」
の
語
を
用
い
て
い
る
と
み
て
、
あ
え

て
教
理
研
究
学
派
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
考
え
た
理
由
は
、
や
は
り
延
暦
二
十
五
年
正
月
の
上
表
に
み

え
る
最
澄
の
次
の
言
葉
の
解
釈
か
ら
で
あ
る
。

　
　
最
澄
聞
く
、
一
目
の
羅
は
鳥
を
得
る
こ
と
能
は
ず
と
。
一
両
の

　
　
宗
、
何
ぞ
普
く
汲
む
に
足
ら
ん
。
徒
に
諸
宗
の
名
の
み
有
り
て
、

　
　
忽
ち
伝
業
の
人
を
絶
つ
。
誠
に
願
く
は
十
二
律
呂
に
準
じ
て
年

　
　
分
度
者
の
数
を
定
め
、
六
波
羅
蜜
に
法
り
て
授
業
諸
宗
の
員
を

　
　
分
け
、
両
曜
の
明
に
則
り
て
宗
別
に
二
人
を
度
せ
ん
。
（
一
1

　
　
5
）

仏
の
教
え
は
広
大
な
の
で
、
ひ
と
目
の
鳥
網
で
は
鳥
を
捕
ら
え
る
こ

と
が
出
来
な
い
よ
う
に
、
一
つ
二
つ
の
宗
（
学
派
と
解
釈
す
る
）
で
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は
仏
の
教
え
を
普
く
汲
む
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
は

徒
ら
に
諸
宗
の
名
の
み
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
業
を
良
く
伝
え
て
い
る

者
は
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
年
分
度
者
の
総
数
を
定
め
、

仏
の
六
波
羅
蜜
行
の
教
え
を
踏
ま
え
、
業
を
授
け
る
諸
学
派
の
数
を

定
め
分
け
て
各
学
派
別
二
人
の
配
分
案
に
す
る
、
と
上
表
し
た
の
で

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
陛
下
（
桓
武
天
皇
）
の
法
施
の
徳
は
一
人
古
今

に
秀
で
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
衆
生
を
仏
法
の
材
と
す
る
働
き
は

未
来
永
劫
に
わ
た
り
尽
き
る
こ
と
が
な
い
、
と
説
く
。
法
施
と
は
、

布
施
波
羅
蜜
に
お
け
る
中
心
的
な
行
で
、
仏
の
教
え
を
こ
の
世
に
伝

え
施
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
法
施
の
徳
を
桓
武
天
皇
の
徳
と
す

る
と
願
い
出
た
の
だ
か
ら
、
太
政
官
も
僧
綱
も
最
澄
の
上
表
を
無
視

す
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
天
皇
お
よ
び
太
政
官
に
配

慮
し
た
か
ら
、
直
ち
に
こ
の
提
案
を
南
都
側
が
認
め
た
と
言
い
難
い

面
が
あ
る
。
先
ほ
ど
何
と
も
鷹
揚
な
対
応
と
評
し
た
が
、
次
の
よ
う

な
上
表
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
仰
ぎ
惟
ん
み
る
に
、
無
上
世
尊
は
こ
れ
大
医
王
な
り
。
類
に
随

　
　
ひ
て
教
を
設
け
、
苦
を
抜
き
楽
を
与
ふ
。
八
万
の
法
蔵
、
権
あ

　
　
り
実
あ
り
。
始
め
殊
な
る
に
似
た
り
と
錐
も
、
終
り
皆
な
揆
を

　
　
一
に
す
。
衆
生
の
病
既
に
異
な
れ
ば
、
与
ふ
る
所
の
薬
同
じ
か

　
　
ら
ず
。
有
情
を
済
く
は
ん
と
欲
す
る
に
、
一
だ
に
も
廃
す
る
は

　
　
不
可
な
り
。
悉
く
皆
な
勧
励
し
て
、
す
な
わ
ち
群
迷
を
す
く
う
。

　
　
（
一
ー
6
）

僧
綱
た
ち
の
連
署
に
よ
る
『
内
裏
、
諸
宗
の
年
分
一
十
二
人
を
問
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

定
め
ら
る
所
を
賀
す
る
表
一
首
』
の
言
葉
で
、
こ
こ
で
南
都
の
高
僧

た
ち
は
そ
の
理
由
を
、
世
尊
は
大
医
王
で
あ
り
類
に
随
っ
て
教
え
を

設
け
苦
を
抜
き
楽
を
与
え
る
の
だ
が
、
そ
の
八
万
の
法
蔵
に
権
実
が

あ
り
、
一
見
異
な
っ
て
見
え
て
も
結
局
は
皆
一
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
衆
生
の
病
が
異
な
れ
ば
与
え
る
薬
が
同
じ
で
な
い
よ
う
な
も
の
だ

か
ら
、
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
す
る
な
ら
一
も
廃
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
語
っ
て
い
る
。

　
内
実
は
置
く
と
し
て
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
ど
こ
ま
で
も

仏
教
教
理
上
か
ら
の
承
認
で
あ
り
、
最
澄
に
対
す
る
天
皇
の
帰
依
な

ど
へ
配
慮
し
た
も
の
と
は
読
め
な
い
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
が
先
に
引

用
し
た
最
澄
の
上
表
文
の
言
葉
に
呼
応
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

っ
て
、
南
都
側
も
最
澄
の
提
案
す
る
天
台
宗
が
、
彼
ら
が
寺
院
内
に

抱
え
る
三
論
宗
や
法
相
宗
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、

こ
の
上
表
を
し
た
の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
年
分
度

者
制
に
宗
1
1
学
派
の
考
え
方
が
最
初
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
延
暦
二

十
年
四
月
の
改
訂
の
折
で
あ
り
、
年
分
度
者
の
資
格
試
験
の
改
訂
や

年
齢
制
限
の
緩
和
と
と
も
に
示
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
延
暦
二
十
五
年
正
月
に
至
る
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
お
い
て
見

ら
れ
る
「
宗
」
の
考
え
方
は
、
先
ほ
ど
示
し
た
、
後
に
定
着
す
る
一

寺
一
宗
門
の
理
解
に
通
じ
る
よ
う
な
考
え
方
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
端
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
当
時
の
東
大
寺
に
は
い

わ
ゆ
る
南
都
六
宗
全
て
が
存
在
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
異
な
る
教
学

を
統
一
的
に
再
構
成
し
て
一
宗
学
に
す
る
と
言
う
構
想
は
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
南
都
の
寺
で
も
数
こ
そ
違
え
複
数
の

宗
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
例
え
ば
三
論
宗
は
東
大
寺
・
大
安
寺
・
法
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隆
寺
・
元
興
寺
に
あ
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

三
論
宗
の
衰
退
を
止
め
る
た
め
年
分
度
者
を
五
名
に
定
め
る
と
し
た

時
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
寺
院
に
対
し
て
な
さ
れ
た
制
度
の
改
訂
で

は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
南
都
仏
教
は
全
体

と
し
て
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
う
｝
点
、
南
都
仏
教
に
お
け
る
宗
に
関
し
て
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
例
え
ば
東
大
寺
僧
の
全
て
が
六
宗
の
ど
れ
か
に
所
属
し
て

い
た
と
、
今
日
の
「
宗
」
に
つ
い
て
の
常
識
か
ら
す
る
と
考
え
が
ち

で
あ
る
が
、
む
し
ろ
限
ら
れ
た
数
の
僧
だ
け
が
、
そ
の
学
派
の
教
理

研
究
を
し
て
い
た
と
見
た
方
が
よ
い
こ
と
を
論
じ
た
先
行
研
究
も

　
　
お
ソ

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
宗
十
一
人
か
ら
十
二
人
、
六
宗
あ
わ
せ

て
六
十
六
～
七
人
く
ら
い
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
僅
か
な
数
の
者
だ
け

が
東
大
寺
で
各
宗
の
宗
学
に
当
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

毎
年
二
～
三
人
の
年
分
度
者
が
あ
れ
ば
、
十
分
宗
学
を
維
持
し
て
ゆ

け
る
状
況
の
中
で
出
さ
れ
た
、
延
暦
二
十
五
年
正
月
の
最
澄
の
上
表

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
延
暦
二
十
五
年
時
点
で
南
都
側

と
最
澄
と
の
間
で
、
年
分
度
者
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
た
「
宗
」
の
考
え

方
に
つ
い
て
、
大
き
な
差
違
は
な
か
っ
た
と
見
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
僧
綱
た
ち
は
直
ち
に
賛
同
し
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
場
合
で
さ
え
も
、
桓
武
天
皇
の
最
澄
へ
の
深
い
帰
依
が
、
僧
綱

た
ち
に
、
そ
の
教
学
上
か
ら
の
判
断
に
対
す
る
傾
き
を
与
え
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
最
澄
の
桓
武
天
皇
の
御
願
と
い
う
言

葉
の
繰
り
返
し
は
、
そ
れ
を
十
分
意
識
し
た
政
事
的
意
味
合
い
を
も

含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
た
だ
し
、
最
澄
も
南
都
側
も
宗
別
年
分
度
者
制
の
施
行
に
際
し
、

こ
の
時
点
で
そ
の
宗
派
意
識
に
大
差
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
何
処
ま

で
最
澄
が
以
下
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
か
確
認
し
よ
う
が
な
い
の

だ
が
、
南
都
に
お
け
る
宗
が
南
都
の
各
寺
院
に
一
旦
る
も
の
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
天
台
宗
は
比
叡
山
寺
一
寺
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白

な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
の
｝
寺
皿
宗
門
と
い
う
考
え
方
を
定
着

さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
筈
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
注

目
し
て
置
く
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
経
緯
が
あ
っ
て
、
延
暦
二
十
五
年
正
月
二
十
六
日
、
最
澄

の
提
案
通
り
太
政
官
符
が
発
せ
ら
れ
、
天
台
宗
に
も
年
分
度
者
二
名

の
承
認
が
あ
り
、
内
一
名
は
大
日
経
を
読
ま
せ
る
遮
那
業
、
も
う
一

名
は
摩
詞
止
観
を
読
ま
せ
る
止
観
業
と
、
度
者
の
本
業
も
定
め
ら
れ
、

同
時
に
他
宗
の
年
分
度
者
に
も
各
々
相
応
の
本
業
が
定
め
ら
れ
た
。

天
台
宗
が
こ
こ
に
公
認
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
こ
の
官
符
の
中
で
課
試
制
度
も
明
確
に
さ
れ
、
各
々
本
業

の
疏
に
よ
っ
て
法
華
経
・
最
勝
王
経
の
護
国
経
典
を
読
む
こ
と
を
義

務
づ
け
、
経
論
中
よ
り
大
義
十
条
を
問
い
内
五
問
正
解
以
上
に
得
度

を
許
す
と
し
た
。
こ
の
試
験
に
及
第
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
年
の
学
派

年
分
度
者
数
が
満
た
さ
れ
ず
に
終
わ
り
、
及
第
を
待
っ
て
後
年
得
度

さ
せ
る
と
い
う
厳
し
い
規
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
戒
壇
院
で
受
戒
の

後
、
二
部
の
戒
本
（
四
分
律
比
丘
戒
本
と
比
丘
尼
戒
本
）
の
読
諦
を

義
務
づ
け
、
掲
磨
四
分
律
鋤
を
諸
じ
る
ま
で
に
さ
せ
た
上
で
、
本
業

十
条
・
戒
律
二
条
の
試
験
を
行
な
い
、
七
間
正
解
以
上
の
者
を
諸
国
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の
講
師
や
立
義
な
ど
に
任
命
す
る
こ
と
と
し
、
戒
律
を
習
わ
な
け
れ

ば
本
業
に
通
じ
た
者
で
も
任
用
を
許
さ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
従

来
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
厳
し
い
官
符
に
対
し
、
南
都
が
異

論
を
申
し
立
て
た
節
は
み
え
な
い
し
、
最
澄
も
こ
の
段
階
で
は
四
分

律
に
基
づ
く
南
都
仏
教
以
来
の
授
戒
と
戒
律
の
修
習
に
異
を
唱
え
ず
、

そ
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
に
お

い
て
南
都
と
最
澄
の
間
に
大
き
な
齪
齪
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

否
、
日
本
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
当
時
の
仏
教
界
で
は
、

そ
れ
が
戒
律
に
対
す
る
当
然
の
考
え
方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
が
、
同
時
に
注
意
し
た
い
の
は
、
入
唐
中
、
最
澄
は
弟
子
義
眞
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

と
も
に
天
台
伝
法
の
師
道
遼
よ
り
天
台
円
教
菩
薩
戒
を
受
戒
し
、
後

に
主
張
し
始
め
る
大
乗
戒
に
つ
い
て
延
暦
の
こ
の
上
表
の
時
点
で
既

に
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
段
階
で
は
、
そ
の
菩

薩
戒
を
以
て
天
台
宗
の
修
行
僧
を
受
戒
さ
せ
独
自
に
菩
薩
僧
を
育
成

す
る
こ
と
を
最
澄
は
未
だ
考
え
て
い
な
い
、
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
彼
が
こ
の
時
点
で
構
想
し
た
天
台
宗
は
、
や
は
り
南
都
仏
教
の

各
宗
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
を
最
澄
の
立
宗
宣
言
と
見
る
に
し
て
も
、

な
お
そ
れ
は
南
都
仏
教
の
各
宗
と
並
ぶ
教
理
研
究
学
派
の
一
つ
を
立

て
る
こ
と
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
延
暦
二
十
五
年
に
立
宗
宣
言
と
も
い
え
る
学
派
別

年
分
度
者
を
願
い
出
た
、
そ
の
十
二
年
後
の
弘
仁
九
年
二
月
に
、
最

澄
は
天
台
宗
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
と
し
て
弟
子
光
定
に
一
向
大
乗

寺
の
構
想
を
話
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
間
に
最
澄
の
中
で
大
き
く
構

想
の
変
化
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

3

南
都
仏
教
と
の
相
違
の
明
確
化
と
変
革
の
構
想

　
上
述
の
十
二
年
間
に
最
澄
の
宗
派
構
想
を
こ
れ
ほ
ど
変
化
さ
せ
た

原
因
と
し
て
、
法
相
宗
僧
徳
一
と
三
一
権
実
論
争
を
続
け
る
過
程
で

生
じ
た
、
天
台
教
学
に
基
づ
く
大
乗
仏
教
理
解
の
深
ま
り
、
言
い
か

え
れ
ば
仏
性
理
解
の
深
ま
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
梵
網
菩
薩
戒
を
以
て
大
僧
戒
と
し
、
大
乗
の
菩
薩
僧
を
育
成
し

一
向
大
乗
寺
つ
ま
り
比
叡
山
寺
に
止
住
さ
せ
る
と
い
う
構
想
へ
と
最

澄
の
思
い
が
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
る
第
一
の
理
由
は
、
最
澄
の
思
想
形
成
の
過
程
と
し
て
、

ま
ず
三
一
権
実
論
争
が
先
行
し
、
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
大
乗
戒
・
菩

薩
僧
の
上
表
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
南
都
仏

教
の
あ
り
方
が
、
最
澄
に
は
い
わ
ば
大
乗
と
小
乗
と
の
混
濡
折
衷
の

よ
う
に
見
え
て
く
る
過
程
で
あ
り
、
真
の
大
乗
仏
教
は
い
か
に
あ
る

べ
き
か
、
天
台
宗
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
へ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

最
澄
の
思
考
が
収
敏
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
大
乗
仏
教
の
大
乗
た
る
所
以
は
一
切
皆
成
を
説
く
こ
と
、
す
な
わ

ち
一
切
衆
生
が
成
仏
で
き
る
と
説
く
こ
と
、
そ
の
意
味
で
一
切
平
等

で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
主
張
し
得
る
根
拠
が
、

一
切
衆
生
に
例
外
な
く
仏
性
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
浬
禦
経
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
乗
教
の
立
場
で
あ
る
法
相
宗
を
初
め
と
す
る
南
都
仏
教

は
、
そ
の
湿
葉
経
説
を
む
ろ
ん
承
認
し
な
が
ら
も
衆
生
の
皆
成
仏
説
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を
と
ら
な
い
の
に
対
し
、
一
乗
教
の
立
場
を
と
る
天
台
宗
は
衆
生
の

一
切
皆
成
を
説
き
、
そ
の
点
で
仏
教
の
教
え
は
平
等
な
衆
生
の
一
つ

の
乗
り
物
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
相
対
立
す
る
両
者
の
立
場
に
対
し
、

ど
ち
ら
が
権
教
か
実
教
か
を
問
う
の
が
三
一
権
実
論
争
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ま
さ
に
皆
成
の
根
拠
と
な
る
仏
性
の
問
題
を
廻
っ
て
の
論
争

で
あ
っ
た
。

　
論
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
古
代
仏
教
史
に
お
い
て
よ
く

知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
出
来
る
だ
け
簡
単
に
ま
と
め

て
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
南
都
法
相
宗
と
最
澄
と
の
論
争
は
、
弘
仁

四
年
（
八
＝
二
）
六
月
興
福
寺
で
藤
原
冬
嗣
を
前
に
、
天
台
の
奥
義

は
諸
宗
の
教
え
よ
り
秀
で
て
い
る
と
最
澄
が
説
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。

そ
の
三
ヶ
月
後
に
は
『
依
愚
天
台
義
集
』
一
巻
が
纏
め
ら
れ
先
の
主

張
へ
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
三
年
後
の
弘
仁
七
年
に
は

『
依
愚
天
台
集
序
』
が
記
さ
れ
た
。

　
そ
の
序
に
、
天
台
宗
の
伝
法
は
諸
宗
の
明
鏡
で
あ
っ
て
、
我
が
国

で
も
天
下
に
円
機
が
熟
し
円
教
1
1
天
台
宗
が
遂
に
興
っ
た
の
だ
が
、

他
宗
派
で
は
自
説
に
執
し
て
天
台
の
妙
法
を
破
し
、
天
台
の
四
教
は

外
道
の
説
だ
と
批
判
し
た
、
と
最
澄
は
言
う
。
そ
こ
で
、
諸
宗
の
依

愚
す
る
所
を
比
較
検
討
し
て
後
代
の
鏡
と
す
る
、
と
説
い
て
天
台
宗

最
勝
の
自
説
を
展
開
し
た
。
こ
の
『
依
愚
天
台
宗
』
に
対
し
東
国
に

い
た
法
相
宗
の
僧
徳
一
が
『
仏
性
抄
』
を
著
し
天
台
宗
を
権
教
と
す

る
立
場
か
ら
反
論
し
た
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
論
争
が
始
ま
る
。
最

澄
は
、
そ
れ
に
『
照
権
実
鏡
』
（
弘
仁
八
年
）
を
も
っ
て
反
論
し
た

の
に
対
し
、
徳
一
は
『
中
辺
義
鏡
』
を
著
し
て
再
反
論
し
た
。
こ
れ

に
対
し
最
澄
は
『
守
護
国
界
章
』
（
弘
仁
九
年
）
、
さ
ら
に
『
決
権
実

論
』
（
成
立
年
不
明
だ
が
、
こ
の
間
と
推
定
）
、
そ
し
て
『
法
華
秀
句
』

（
弘
仁
十
二
年
）
に
よ
っ
て
、
徳
一
の
法
相
義
を
論
破
す
る
。
こ
れ

に
対
し
徳
～
は
さ
ら
な
る
反
論
を
企
て
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
出

さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。
翌
、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
最
澄

の
死
に
よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
論
争
中
に
な
さ
れ
た
一
乗
天
台
・
三
乗
法
相
の
権
実
を
め
ぐ

る
両
者
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の
論
点
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
両

者
の
争
点
は
成
仏
の
根
拠
た
る
仏
性
の
理
解
に
お
け
る
相
違
で
あ
り
、

そ
れ
が
一
切
皆
成
と
無
性
不
成
仏
と
の
相
違
に
帰
結
す
る
こ
と
で

　
　
お
　

あ
る
。

　
仏
性
は
理
と
し
て
一
切
衆
生
に
具
足
す
る
こ
と
は
浬
葉
経
に
説
く

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
認
す
る
立
場
に
両
者
の
違
い
は
な
い
が
、

そ
の
仏
性
を
顕
し
成
仏
へ
の
道
を
開
く
行
を
な
し
得
る
因
と
な
る
行

仏
性
を
持
た
な
い
衆
生
が
あ
る
と
し
て
、
法
相
宗
の
重
要
な
教
義
で

あ
る
五
性
各
別
説
を
徳
一
は
擁
護
す
る
。
し
か
し
理
と
し
て
の
仏
性

を
認
め
れ
ば
、
一
切
の
衆
生
に
覚
知
性
を
認
め
ざ
る
を
得
ま
い
。
し

た
が
っ
て
行
を
な
し
成
仏
し
う
る
可
能
性
が
全
て
の
衆
生
に
開
か
れ

て
い
る
、
と
最
澄
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
台
宗
の
立

場
か
ら
徳
一
説
を
批
判
す
れ
ば
、
衆
生
の
成
不
成
を
説
く
立
場
は
権

教
方
便
説
で
あ
り
小
乗
義
を
挿
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
真
に
大
乗

仏
教
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
法
華
実
教
の
よ
う
に

一
仏
乗
と
し
て
五
性
の
別
な
く
悉
皆
成
仏
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
最
澄
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
大
乗
義
を
鮮
明
に
す
る
た
あ
に
最
澄
は
『
守
護
国
界
章
』
の

中
で
、
衆
生
の
有
性
無
性
を
各
別
す
る
論
拠
と
し
て
の
行
仏
性
説
を

論
破
す
る
の
に
、
法
相
宗
の
祖
世
親
1
1
天
親
『
仏
性
論
』
を
引
用
し

て
、
実
大
乗
を
標
榜
す
る
法
相
宗
に
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
徳
一

は
、
無
仏
性
を
説
く
立
場
が
衆
生
の
中
に
行
仏
性
の
な
い
こ
と
が
あ

る
点
に
論
拠
を
置
く
の
に
対
し
て
、
理
と
し
て
の
衆
生
の
皆
成
仏
が

悉
有
真
如
仏
性
に
論
拠
を
置
く
と
言
う
の
で
あ
ら
ば
、
最
澄
は
ま
さ

に
そ
の
衆
生
の
悉
有
真
如
仏
性
ゆ
え
に
皆
成
仏
を
言
い
う
る
の
だ
と

反
論
す
る
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
と
し
て
天
親
の
『
仏
性
論
』
を
あ
げ
、

真
如
仏
性
で
あ
れ
ば
三
仏
性
を
具
え
て
い
る
と
い
う
天
親
説
を
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

し
て
自
説
を
弁
護
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
一
の
法
相
宗
学

に
と
っ
て
重
要
な
論
書
で
す
ら
、
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う

批
判
に
よ
っ
て
、
徳
一
の
主
張
す
る
立
場
が
い
か
に
脆
弱
で
あ
る
か

を
明
か
す
の
で
あ
る
。

　
ま
た
最
澄
が
『
法
華
秀
句
』
で
問
題
に
し
た
よ
う
に
、
仏
性
論
は

古
来
仏
教
教
理
に
お
け
る
中
心
問
題
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
問

題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
印
度
中
国
日
本
と
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、
仏
性
の
理
解
如
何
が
大
乗
の
立
場
の
理
解
へ
直
結
す
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
実
大
乗
を
説
い
て
譲
ら
な
い
南
都
の

学
僧
た
ち
は
、
衆
生
の
悉
有
仏
性
を
小
分
（
限
定
的
）
で
あ
る
と
理

解
し
て
、
限
ら
れ
た
選
ば
れ
た
者
だ
け
の
成
仏
を
考
え
る
小
乗
義
を

も
併
せ
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
に
小
乗
仏
教
の
中
で
纏
め
ら

れ
た
具
足
戒
へ
の
疑
間
も
な
く
、
そ
れ
に
よ
る
受
戒
に
も
印
度
中
国

以
来
の
伝
統
だ
と
し
て
疑
い
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
乗
を
理

解
し
よ
う
と
し
て
大
乗
経
典
の
読
み
解
き
に
立
ち
帰
る
な
ら
、
一
切

衆
生
の
悉
有
仏
性
悉
皆
成
仏
が
そ
の
教
理
の
基
本
で
あ
る
こ
と
は
論

ず
る
ま
で
も
な
い
、
と
す
る
の
が
最
澄
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
に
も

拘
ら
ず
、
修
行
の
困
難
さ
・
成
仏
の
困
難
さ
を
思
う
時
、
成
仏
が
可

能
で
あ
る
の
は
釈
迦
の
よ
う
な
特
別
な
存
在
だ
け
で
あ
る
と
す
る
理

解
が
、
印
度
中
国
に
も
日
本
に
も
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
当
時
、
最
澄
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
成
仏
す
る
こ
と

が
多
く
の
衆
生
に
と
っ
て
全
く
困
難
な
こ
と
だ
と
す
る
、
こ
う
し
た

現
実
的
な
見
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
南
都
仏
教
の
立
場
に
対
し
、
最
澄
は
仏
の
説
い
た
悉
有
仏
性

一
切
皆
成
を
　
切
の
衆
生
に
起
る
こ
と
だ
と
信
じ
よ
う
と
し
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
信
を
愚
か
な
理
想
主
義
と
言
う
こ
と

は
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
に
立
つ
な
ら
、
如
何
に
し

て
宗
教
は
成
立
し
得
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
宗
教
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
信
に
基
づ
く
自
他
救
済
の
実
践

の
行
為
に
お
い
て
、
そ
の
意
義
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　
最
澄
か
ら
す
れ
ば
、
上
述
の
仏
性
理
解
に
基
づ
い
て
、
一
切
衆
生

悉
皆
成
仏
を
信
じ
利
他
行
に
励
ん
で
成
仏
へ
の
道
を
歩
む
者
が
菩
薩

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
大
乗
の
立
場
だ
と
い
う
理
解
に
他

な
る
ま
い
。
こ
の
時
、
一
切
衆
生
に
は
何
の
差
別
も
な
く
平
等
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
行
に
お
い
て
出
家
と
在
家
の
別
も
立
た
な
い
し
、

比
丘
と
沙
弥
と
俗
人
と
の
差
別
も
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
決
意
を
受
戒
で
示
す
の
で
あ
れ
ば
、

大
乗
菩
薩
戒
こ
そ
が
相
応
し
い
。
こ
れ
が
最
澄
の
考
え
た
こ
と
で
は
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な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
い
う
十
二
年
間
の
経
過
の

う
ち
に
、
最
澄
に
一
向
大
乗
寺
を
構
想
さ
せ
た
、
彼
自
身
の
仏
教
理

解
の
展
開
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
菩
薩
で
あ
る
僧
と
は
仏
教

者
と
し
て
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
出
家
と
在
家
は
、
大
乗
の

立
場
で
各
々
い
か
な
る
意
味
を
担
い
得
る
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が
最
澄

の
新
た
な
構
想
に
対
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
す
る
最
澄
の
答
え
が
、
在
家
の
菩
薩
と
異
な
る
、
菩
薩

僧
に
対
す
る
十
二
年
間
の
厳
し
い
籠
山
修
行
と
そ
の
後
の
利
他
行
実

践
の
義
務
づ
け
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ぬ
者
は
僧
と

し
て
の
資
格
を
持
た
な
い
。
い
わ
ゆ
る
『
山
家
学
生
式
』
は
、
全
体

と
し
て
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
よ
う
。
在
家
で
あ
れ
ば
持
戒
と
利
他

行
の
実
践
は
あ
る
べ
き
望
ま
し
い
理
想
の
姿
で
あ
ろ
う
が
、
僧
に
は

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
考
え
る
、
そ
の
決
意
を
早
く
も
最
澄
の
最

初
の
著
作
『
願
文
』
に
見
て
と
れ
る
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
す
る
ま

で
も
な
か
ろ
う
。

　
東
大
寺
戒
壇
院
で
の
受
戒
後
、
正
式
に
近
江
国
分
寺
の
僧
と
な
っ

た
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
七
月
、
最
澄
は
国
分
寺
を
離
れ
比
叡
山
に

入
っ
て
山
林
修
行
を
始
め
た
の
だ
が
、
こ
の
入
山
は
後
年
最
澄
が
抱

く
具
足
戒
に
よ
る
受
戒
へ
の
疑
問
か
ら
で
は
な
く
、
国
分
寺
僧
と
し

て
鎮
護
国
家
の
法
要
を
行
な
う
自
ら
の
在
り
方
に
疑
問
を
抱
い
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
修
行
も
未
熟
で
戒
律
も
満
足
に
具
わ
っ
て
い
な

い
愚
痩
の
者
で
あ
り
な
が
ら
、
官
度
の
国
分
寺
僧
と
し
て
四
事
す
な

わ
ち
衣
服
・
飲
食
・
臥
具
・
湯
薬
の
労
わ
り
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ

の
反
省
が
、
そ
の
ま
ま
国
分
寺
僧
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
疑
問
を
抱

か
せ
た
と
思
わ
せ
る
記
事
が
『
願
文
』
に
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
寺
を
で
て
山
林
に
篭
り
修
行
を
重
ね
て
、
浄
戒
を
具
足

し
般
若
の
知
恵
を
得
て
、
修
行
の
成
果
と
し
て
功
徳
を
得
た
な
ら
ば
、

そ
れ
を
一
人
己
が
身
に
受
け
ず
に
衆
生
に
施
し
て
悉
く
無
上
菩
提
を

得
さ
せ
ん
と
す
る
、
そ
れ
が
叶
う
ま
で
世
俗
と
交
わ
ら
ぬ
こ
と
を
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

に
誓
っ
た
の
が
『
願
文
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
僧
と
し
て
の

最
澄
の
あ
り
方
は
、
そ
の
当
初
か
ら
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
と

言
い
得
る
。

　
そ
う
し
た
菩
薩
僧
を
養
成
す
る
従
来
に
な
い
天
台
宗
の
立
宗
と
い

う
重
い
決
意
に
よ
っ
て
提
案
し
実
現
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
延
暦
二
十

五
年
1
1
大
同
元
年
に
認
め
ら
れ
た
天
台
宗
年
分
度
者
は
、
大
同
二
年

か
ら
五
年
ま
で
の
四
年
分
が
ま
と
め
て
得
度
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の

八
名
分
の
う
ち
得
度
後
比
叡
山
に
止
住
し
た
僧
は
止
観
業
の
光
定
た

だ
一
人
で
あ
り
、
他
は
一
名
が
死
去
、
一
名
が
老
母
を
養
う
た
め
、

一
名
は
巡
遊
修
行
の
た
め
山
に
止
ま
ら
ず
、
四
名
が
法
相
宗
に
転
宗

　
　
　
　
ね
　

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
『
学
生
名
帳
』
に
記
載
の
あ
る
弘
仁

十
年
に
至
る
十
三
年
間
分
二
十
六
名
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
住
山

の
僧
十
名
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
内
、
七
名
に
つ
い
て
は
僧

で
は
な
く
一
乗
沙
弥
と
冠
し
て
い
る
か
ら
、
未
だ
具
足
戒
受
戒
の
た

め
に
東
大
寺
へ
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
受

戒
し
た
僧
十
九
名
の
う
ち
比
叡
山
止
住
の
僧
は
僅
か
に
五
名
で
あ
り
、

山
を
去
っ
た
十
四
名
の
う
ち
法
相
宗
相
奪
と
あ
る
の
は
六
名
を
数
え

　
　
　
の
　

て
い
る
。
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受
戒
僧
た
ち
の
天
台
宗
離
反
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
夫
々

に
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
南
都
で
の
官

僧
と
し
て
の
生
活
と
、
最
澄
の
い
う
十
二
年
間
の
籠
山
修
行
と
の
間

に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
今
日
で
さ

え
、
比
叡
山
の
冬
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
最
澄
当
時
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
想
像
さ
え
困
難
な
想
い
が
す
る
。
そ

れ
に
耐
え
ら
れ
ぬ
者
を
比
叡
山
寺
の
僧
と
見
な
さ
い
と
最
澄
が
考
え

る
な
ら
、
最
澄
の
も
と
を
離
れ
南
都
に
止
ま
る
僧
が
増
え
る
の
も
、

避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
が
、
や
は
り
、
こ
う
し
た
受
戒
僧
た
ち
の
離
山
は
天
台
宗
興
隆
を

考
え
て
い
る
最
澄
に
と
っ
て
放
置
で
き
ぬ
由
々
し
き
事
態
で
あ
っ
た
。

受
戒
の
た
め
南
都
へ
数
ヶ
月
間
派
遣
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
重
大

さ
を
、
最
澄
は
厳
し
く
受
け
止
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
天
台
宗
を

維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も
上
述
の
事
態
を
解
決
せ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
最
澄
の
課
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
乗
菩
薩
戒
受
戒
に
よ
る
菩
薩
僧
育
成
の
一

向
大
乗
寺
構
想
は
、
弘
仁
九
年
～
十
年
に
か
け
て
、
明
白
な
主
張
と

な
っ
て
表
明
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
仏
教
を

そ
れ
ま
で
に
な
い
方
向
へ
と
導
く
大
き
な
転
回
点
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
し
、
一
寺
一
宗
門
と
い
う
、
こ
れ
も
従
来
に
な
い
寺
の
あ
り
方

を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

4

結
び
ー
最
澄
上
表
の
帰
結

　
し
か
し
、
こ
の
弘
仁
九
年
～
十
年
に
最
澄
が
行
な
っ
た
上
表
は
、

結
局
す
ぐ
に
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
南
都
の
僧
で
固
め
た
僧
綱
の

賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
単
に
南
都
僧
た
ち
は
こ
れ
を
黙
殺
し
た
の
で
は
な
く
、
護
命

を
始
め
と
す
る
僧
綱
た
ち
が
連
署
し
て
『
大
日
本
国
六
統
表
』
を
上

表
し
、
『
四
条
式
』
に
教
義
の
観
点
か
ら
批
判
し
た
。
こ
の
『
六
統

表
』
に
対
し
最
澄
は
直
ち
に
反
論
を
企
て
て
『
顕
戒
論
』
を
書
上
げ
、

『
血
脈
譜
』
と
と
も
に
内
裏
に
奏
上
し
た
の
が
翌
弘
仁
十
一
年
二
月

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
『
顕
戒
論
』
は
、
僧
綱
た
ち
の
『
四
条
式
』

に
対
す
る
批
判
に
対
し
、
梵
網
経
・
観
普
賢
経
な
ど
の
経
や
論
を
上

げ
て
逐
条
的
に
反
論
す
る
構
成
で
あ
り
、
『
四
条
式
』
に
対
す
る
大

部
の
補
足
説
明
の
書
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
澄
の

反
論
に
対
す
る
南
都
側
か
ら
の
再
反
論
に
は
周
到
な
準
備
が
予
想
さ

れ
る
が
、
僧
綱
か
ら
は
そ
れ
が
為
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
に
『
顕
戒
論
』
は
黙
殺
さ
れ
た
形
と
な
り
、
最
澄
の
要

求
し
た
一
向
大
乗
寺
構
想
に
と
っ
て
不
可
欠
な
大
乗
戒
壇
院
の
設
立

は
弘
仁
十
三
年
最
澄
が
死
ぬ
ま
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
大
乗
戒
壇
院
の
叡
山
内
造
立
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
皮
肉
な
こ
と

に
最
澄
の
初
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
意
地
悪
く
考
え
れ
ば
、
最
澄
が

死
ぬ
の
を
待
っ
て
い
た
の
か
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
、
最
澄
の
死
を
悼
ん
で
の
供
養
の
意
味
が
強
か
っ
た
勅
許
で
あ
っ

た
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
、
南
都
の
僧
綱
が
官
に
対
し
直
ち
に

異
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
何
処
ま
で
も
教
理
的
に
最
澄
の
構

想
に
非
が
あ
る
な
ら
、
む
し
ろ
そ
う
し
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
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わ
れ
る
が
、
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
こ
と
は
最
澄
の
主
張
が
教
学
的
な
正
当
性
を
結
果
的
に
保
証
さ
れ

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
単
純
に
教
学
論
争
の
勝
利
と
看
倣
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

　
何
故
な
ら
ば
、
最
澄
が
主
張
す
る
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
を
も

っ
て
大
僧
戒
と
す
る
説
は
、
最
澄
自
身
「
そ
の
戒
広
大
に
し
て
真
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

｝
貫
す
。
故
に
法
華
経
に
二
種
の
菩
薩
を
列
ぬ
」
と
し
て
、
文
殊
・

弥
勒
等
の
出
家
の
菩
薩
と
践
陀
婆
羅
等
の
在
家
の
菩
薩
を
上
げ
て
い

る
よ
う
に
、
菩
薩
が
そ
も
そ
も
在
家
と
出
家
を
分
か
た
ぬ
仏
教
徒
を

呼
ぶ
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
菩
薩
全
体
に
仏
教
徒
と
し
て
守
る
べ
き
戒

と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
菩
薩
戒
は
そ
も

そ
も
仏
教
教
理
的
に
は
出
家
者
の
戒
1
1
僧
戒
と
し
て
成
立
し
が
た
い

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
梵
網
経
の
示
す
自
誓
受
戒
も
、
そ
う
し
た
意

味
で
の
菩
薩
の
存
在
を
前
提
に
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
最
澄
が
主
張
す
る
梵
網
経
・
観
普
厳
経
に
依
拠
し
た
菩

薩
僧
た
ら
し
め
る
大
乗
菩
薩
戒
受
戒
の
法
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
印

度
中
国
に
も
例
を
見
な
い
新
た
な
主
張
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
確

認
す
べ
き
最
重
要
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
最
澄
は
、
自
ら
が
受

け
た
南
岳
慧
思
・
天
台
智
顕
以
来
の
菩
薩
戒
の
正
統
性
を
主
張
し
た

が
、
そ
の
中
国
に
お
い
て
さ
え
も
僧
戒
は
旦
ハ
足
戒
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

彼
自
身
が
共
に
入
唐
し
た
弟
子
義
眞
の
受
戒
の
公
験
を
『
顕
戒
論
縁

起
』
に
載
せ
、
そ
れ
が
大
唐
天
台
山
国
清
寺
で
の
具
足
戒
に
よ
る
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

戒
で
あ
っ
た
と
明
か
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
最
澄
と
義
眞
は
と
も
に
道
遼
の
下
で
さ
ら
に
大
乗
菩
薩
戒

を
受
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
義
眞
が
菩
薩
戒
の
み
で
僧
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
と
、
最
澄
は
明
瞭
に
主
張
し
て
も
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
同
時
に
、
次
の
点
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

最
澄
が
入
唐
し
て
大
乗
菩
薩
戒
を
受
戒
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き

初
め
て
具
足
戒
以
外
の
戒
律
に
つ
い
て
知
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最

澄
は
既
に
入
唐
以
前
か
ら
、
南
都
仏
教
の
教
学
に
よ
っ
て
梵
網
経
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

説
く
十
重
禁
戒
・
四
十
八
軽
戒
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
向
大
乗
寺
の
構
想
を
抱
く
ま
で
、
最
澄
は
そ
れ
を

も
っ
て
僧
戒
と
す
る
こ
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
と
言
い
う
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
最
澄
の
い
う
菩
薩
僧
育
成
と
大
乗

戒
に
よ
る
受
戒
法
と
菩
薩
僧
止
住
の
～
向
大
乗
寺
と
は
、
本
稿
に
お

い
て
既
に
繰
り
返
し
て
確
認
し
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
大
乗
仏

教
理
解
、
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
の
皆
成
仏
を
説
く
一
乗
の
教
え
が
法

華
経
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
ぶ
天
台
宗
こ
そ
が
真
の
大
乗
仏
教
で
あ
る

の
だ
と
い
う
確
信
に
深
く
関
わ
っ
た
、
独
自
の
改
革
の
主
張
で
あ
っ

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
伝
統
的
授
戒
法
に
対
し
最
澄
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
独
自

の
改
革
を
主
張
し
た
意
図
も
、
こ
う
考
え
る
理
由
も
、
既
に
記
述
し

た
の
で
繰
り
返
し
は
避
け
る
が
、
た
だ
一
点
、
こ
れ
ら
一
連
の
所
謂

『
山
家
学
生
式
』
を
上
表
す
る
前
提
と
し
て
、
最
澄
と
南
都
仏
教
諸

宗
と
り
わ
け
法
相
宗
と
の
間
で
三
一
権
実
論
争
を
続
け
て
お
り
、
そ

の
中
心
的
な
著
作
『
守
護
国
界
章
』
の
成
立
が
ま
さ
に
弘
仁
九
年
で

あ
る
と
い
う
指
摘
だ
け
を
再
度
し
て
お
く
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
弘
仁
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九
年
五
月
の
六
条
式
の
上
表
を
も
っ
て
、
最
澄
に
よ
る
真
の
立
宗
宣

言
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
最
澄
が
こ
の
時
点
で
、

従
来
に
な
い
新
し
い
宗
派
意
識
を
抱
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
最
澄
の
一
向
大
乗
寺
の
構
想
が
成
立
す
る
過
程
か
ら
、
日

本
に
お
け
る
新
し
い
宗
派
意
識
の
い
わ
ば
原
型
が
成
立
す
る
こ
と
を

見
て
と
れ
る
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
後
の
一
寺
一
宗
門
と
い
う
考
え
方
の
確
立
に
至
る
過
程

の
検
討
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
論
考
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

論
ず
べ
き
点
と
し
て
、
例
え
ば
鎌
倉
新
仏
宗
派
の
確
立
と
展
開
、
そ

し
て
近
世
に
お
け
る
寺
檀
制
の
確
立
な
ど
、
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

注
（
1
）
　
本
稿
に
お
け
る
最
澄
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
ぬ
限
り

　
　
す
べ
て
叡
山
学
院
編
『
伝
教
大
師
全
集
』
全
五
巻
、
世
界
聖
典
刊
行

　
　
協
会
、
一
九
七
五
年
四
月
刊
行
の
復
刻
版
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
以

　
　
下
、
本
文
中
の
引
用
末
尾
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
『
全
集
』
の
巻
数

　
　
と
頁
数
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
な
お
、
書
き
下
し
は
全
て
筆
者
が
行

　
　
っ
て
い
る
。
ま
た
翻
字
の
便
宜
上
、
正
字
を
新
字
体
に
改
め
て
い
る

　
　
こ
と
も
あ
る
。

（
2
）
　
比
叡
山
寺
、
後
の
延
暦
寺
に
お
い
て
は
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）

　
　
に
造
営
さ
れ
た
法
華
三
昧
堂
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う
の
が
、
最

　
　
澄
の
構
想
と
み
て
良
か
ろ
う
。

（
3
）
　
土
橋
秀
高
「
大
乗
戒
と
小
乗
戒
」
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
に
お

　
　
け
る
戒
の
問
題
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
二
年
三
月
刊
。

（
4
）
　
中
井
真
孝
「
奈
良
時
代
の
得
度
制
度
－
特
に
公
験
制
を
中
心
に
」

　
　
速
水
侑
編
『
論
集
日
本
仏
教
史
第
二
巻
奈
良
時
代
』
雄
山
閣
　
一
九

　
　
八
六
年
三
月
刊
。

（
5
）
　
光
定
『
伝
述
一
心
戒
文
（
一
心
戒
文
）
』
成
立
年
不
詳
、
『
伝
教
大

　
　
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
五
三
二
頁
。

（
6
）
　
『
叡
山
大
師
伝
（
大
師
伝
）
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
（
前
出
）

　
　
三
二
か
ら
三
三
頁
。

（
7
）
　
嗣
永
芳
照
「
伝
教
大
師
伝
に
関
す
る
一
、
二
の
考
察
」
『
歴
史
教

　
　
育
』
第
＝
二
巻
五
号
、
一
九
六
五
年
五
月
刊
。
福
井
康
順
「
新
修
伝

　
　
教
大
師
伝
考
」
天
台
学
会
編
『
伝
教
大
師
研
究
』
別
巻
、
早
稲
田
大

　
　
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
刊
。

（
8
）
　
『
天
台
法
華
宗
年
分
縁
起
（
年
分
縁
起
）
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第

　
　
一
巻
（
前
出
）
五
頁
。

（
9
）
　
『
請
菩
薩
出
家
表
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
二
二
頁
。

（
1
0
）
　
『
請
立
大
乗
戒
表
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
二
四
八

　
　
か
ら
二
四
九
頁
。

（
1
1
）
　
し
か
し
、
日
本
の
全
て
の
寺
院
が
そ
う
だ
と
は
言
え
ず
、
た
と
え

　
　
ば
長
野
善
光
寺
の
場
合
な
ど
は
特
異
な
例
と
し
て
、
そ
の
経
緯
を
改

　
　
め
て
検
討
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
『
年
分
縁
起
』
前
出
　
五
か
ら
七
頁
。

（
1
3
）
　
二
葉
憲
香
「
日
本
古
代
仏
教
に
お
け
る
三
学
と
六
宗
」
二
葉
憲
香

　
　
編
『
国
家
と
仏
教
』
永
田
文
昌
堂
　
一
九
七
九
年
刊
（
速
水
侑
編

　
　
『
論
集
奈
良
仏
教
第
一
巻
奈
良
仏
教
の
展
開
』
雄
山
閣
　
一
九
九
四

　
　
年
刊
に
所
収
の
も
の
参
照
）

（
1
4
）
　
『
内
讃
仏
法
相
承
血
脈
譜
（
血
脈
譜
）
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
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巻
（
前
出
）
二
三
六
頁

（
1
5
）
　
拙
稿
「
最
澄
の
大
乗
戒
論
ー
そ
の
伝
統
継
承
と
変
革
へ
の
導
因
」

　
　
石
毛
忠
編
『
伝
統
と
革
新
－
日
本
思
想
史
の
探
求
』
ぺ
り
か
ん
社

　
　
二
〇
〇
四
年
三
月
刊
。

（
1
6
）
　
拙
稿
「
最
澄
に
お
け
る
仏
性
理
解
」
日
本
思
想
史
学
会
編
『
日
本

　
　
思
想
史
学
』
第
二
一
号
　
　
九
八
九
年
刊
。

（
1
7
）
　
『
守
護
国
界
章
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
二
巻
（
前
出
）
六
九
三
～

　
　
四
頁
。

（
1
8
）
　
『
願
文
』
（
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
所
収
）
を
見
て

　
　
み
る
と
、
明
ら
か
に
三
聚
浄
戒
や
梵
網
経
所
説
の
十
重
禁
戒
四
十
八

　
　
軽
戒
を
意
識
し
た
立
願
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
コ
ニ
界
は
純
ら
苦
に
し
て
安
き
こ
と
な
く
、
四
生
は
た
だ
患
い
に
し

　
　
て
楽
し
か
ら
ず
」
、
「
風
命
は
保
ち
が
た
く
露
の
体
は
消
え
や
す
し
」

　
　
と
衆
生
の
四
苦
と
諸
法
無
常
を
理
と
し
て
自
覚
し
た
上
で
、
「
得
難

　
　
く
し
て
移
り
易
き
は
そ
れ
人
身
、
発
し
難
く
し
て
忘
れ
易
き
は
こ
れ

　
　
善
心
な
り
」
と
考
え
「
伏
し
て
己
が
行
跡
を
尋
ね
思
ふ
に
、
無
戒
に

　
　
し
て
窟
か
に
四
事
の
労
り
を
受
け
、
愚
癬
に
し
て
ま
た
四
生
の
怨
と

　
　
な
る
」
を
自
省
し
て
「
然
れ
ば
則
ち
、
苦
因
を
知
り
て
而
も
苦
果
を

　
　
畏
れ
ざ
る
を
釈
尊
は
閾
提
と
遮
し
、
人
身
を
得
て
徒
に
善
業
を
作
さ

　
　
ざ
る
を
聖
教
に
空
手
と
噴
め
た
り
」
と
言
い
、
諸
善
行
の
実
践
を
強

　
　
く
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
自
覚
か
ら
五
心
願
を
立
て
、
そ
れ
が
「
解

　
脱
の
味
独
り
飲
ま
ず
、
安
楽
の
果
独
り
謹
さ
ず
、
法
界
の
衆
生
と
同

　
　
じ
く
妙
覚
に
登
り
、
法
界
の
衆
生
と
同
じ
く
妙
味
を
服
さ
ん
」
た
め

　
　
で
あ
る
と
し
て
、
衆
生
済
度
の
利
他
行
実
践
を
自
ら
に
強
く
課
し
て

　
　
い
る
。
そ
れ
故
、
五
心
願
は
持
戒
の
誓
い
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か

　
も
、
そ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
戒
、
と
り
わ
け
梵
網
経
四
十
八
軽
戒

　
　
の
第
三
十
六
戒
に
み
え
る
十
三
の
作
願
と
五
心
願
と
の
内
容
的
な
呼

　
　
応
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
終
に
破
戒
の
身
を
以
て
信
心
檀
越
の

　
　
一
切
衣
服
を
受
け
じ
・
百
味
の
飲
食
を
受
け
じ
・
百
種
床
座
を
受
け

　
　
じ
・
百
味
医
薬
を
受
け
じ
・
千
種
の
房
舎
屋
宅
園
林
田
地
を
受
け
じ
・

　
　
恭
敬
礼
拝
を
受
け
じ
と
い
い
、
作
願
最
後
に
「
願
く
は
一
切
衆
生
悉

　
　
く
成
仏
を
得
し
め
ん
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
最
澄
の
五
心
願
の
内

　
　
容
と
梵
網
経
の
戒
論
と
の
類
似
は
、
偶
然
の
一
致
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
　
明
ら
か
に
最
澄
は
梵
網
戒
を
こ
の
時
点
で
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏

　
　
ま
え
て
『
願
文
』
を
構
想
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
菩
薩
た
ら
ん
と
し

　
　
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
『
天
台
法
華
宗
年
分
度
学
生
名
帳
（
学
生
名
帳
）
』
「
伝
教
大
師
全

　
　
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
二
五
〇
か
ら
二
五
一
頁
。

（
2
0
）
　
同
前
、
二
五
〇
か
ら
二
五
三
頁
。
石
田
瑞
麿
『
日
本
仏
教
に
お
け

　
　
る
戒
律
の
研
究
』
、
中
山
書
房
、
一
九
六
三
年
八
月
刊
を
参
考
。

（
2
1
）
　
『
四
条
式
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
一
九
頁
。

（
2
2
）
　
『
顕
戒
論
縁
起
』
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一
巻
（
前
出
）
二
八
八
頁
。

（
2
3
）
　
拙
稿
「
最
澄
の
大
乗
戒
論
1
そ
の
伝
統
継
承
と
変
革
へ
の
導
因
」

　
　
前
出
。

付
記
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
一
日
学
習
院
大
学
で
開
催
さ
れ

　
　
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
、
平
成
十
八
年
度
第
二
回
東
ア
ジ
ア
海
文

　
　
明
セ
ミ
ナ
ー
「
階
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
宗
派
意
識
」
に
お
け
る
口

　
　
頭
発
表
を
も
と
に
、
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Formation　of　the　Tendai　School　in　Japan　by　Saicho

　　－lnvestigating　Saicho’s　concept　for　the　temple　of．M餉の伽α

　　　　Buddhism一

SHINKAWA　Tetsuo

Keyword：school（宗派），　monastic　community（学派），　precepts　of

Mαhdydnα　bodhisαttvα（大乗菩薩戒），　temple　of　Mαhdγdnα　Buddhism

（一向大乗寺），bodhisαttvα　monk（菩薩僧）

　　　The　present　study／bcμSθS　Oη伽プbrrrtation　of　the　Tendαi　School　by

Sαicho　（767L822）　（iuring亡んθperiod（ゾ806L818・4．1）．　concentrαting　on

inves亡igαting亡んθestαblishment　of　the　Schoolわαsed　on　i亡8！bunde〆S

conceρ亡（ゾ“The　Ternple（ゾMαん¢y伽αBuddhism”．

　　　On　818　A．　D．　Saicho　decided　to　reorganize　the　Hieizαn一ブεTemple

（later　known　as　EnTッαhu－jのto　become　the　only　temple　of　Mαんの碗α

Buddhism　in　Japan　training　the　Bodんisαttvα　monks　as　opposed　to　the

αrんα亡monks　in　monastic　Hiinのノ伽αBuddhism．　For　this　purpose　he

planned　to　build　a　completely　new　sub－temple　for　the　initiation　of　the

Buddhists　precepts　（Kαidαn－in）at　the　Hieizαn一ゾ’i　in　addition　to　the

existing　Kαidαn－in　at　the　Todαi－j’i　Temple　of　Nara．　His　aim　was　to

diminish　the　influence　of　the　Nara　Monastic　Community　over　his

disciples　as　well　as　to　persuade　monks　in　Hieizαn－」’‘to　become

Bodhisαttvα　monks　and　thus　effectively　free　his　order　from　influences

of　Nara．

　　　By　fulfilling　his　vision，　Saicho　established　a　completely　new

independent　School　of　Buddhism　in　Japan　that　was　to　become　the　most

powerful　and　influential　school　of：Japanese　Buddhism　for　centuries

and　therefore　it　can　be　said　he　established　the　new　form　for　Buddhism

in　Heian－period　Japan．　On　the　basis　of　this　School，　various　influential

Japanese　Schools　of　Buddhism　emerged　in　the　following　periods．
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