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は
じ
め
に

仏
教
に
お
い
て
戒
律
は
、
戒
は
修
行
規
則
を
守
ろ
う
と
す
る
自
発
的
な
精

神
、
律
は
修
行
者
の
集
団
生
活
に
お
い
て
守
る
べ
き
規
則
を
い
う
。
特
に
律
は

仏
教
教
団
の
秩
序
を
維
持
す
る
生
活
規
範
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
親
鸞
の
師

匠
で
あ
る
法
然
が
作
製
し
、
弟
子
た
ち
へ
連
著
を
求
め
た
『
七
箇
条
起
請
文
』

の
文
中
に
は
、
念
仏
聖
集
団
内
の
戒
行
的
統
制
を
期
待
す
る
制
誡
も
見
ら
れ

る
1

。
し
か
し
親
鸞
が
弟
子
た
ち
を
ま
と
め
る
た
め
に
規
則
、
制
誡
を
製
作
し

た
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
親
鸞
が
持
戒
が
成
り
立
た
な
い
末
法
の
世
に

お
い
て
は
、
破
戒
、
無
戒
の
罪
業
が
あ
る
も
の
で
も
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
主

張
し
、
戒
律
を
持
つ
僧
は
自
力
の
行
、
自
力
の
善
で
あ
り
、
真
実
報
土
に
は
生

じ
な
い
と
説
い
た
た
め
で
あ
る

2

。

一
方
親
鸞
の
門
弟
た
ち
は
、
門
徒
集
団
を
ま
と
め
る
た
め
に
規
範
を
定
め
て

い
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
「
制
禁
」
か
ら
読
み
取
れ
る

3

。
先
行
研
究
で
は
、
彼

ら
の
念
仏
生
活
に
つ
い
て
、「
制
禁
」
を
も
と
に
研
究
さ
れ
て
き
た
が

4

、「
制

禁
」
以
外
の
資
料
か
ら
門
弟
た
ち
の
念
仏
生
活
を
追
究
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
従
来
の
研
究
で
は
、
高
田
門
徒
に
つ
い
て
論
究
し
て
い

な
い
な
ど
の
問
題
点
も
存
在
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
高
田
顕
智
が
記
し
た

『
聞
書
』
等
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
を
試
み
る
。
こ
れ
に
よ
り
高
田
門
徒
の
念

仏
生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

高
田
顕
智
の
戒
律
に
対
す
る
理
解

高
田
門
徒
は
下
野
高
田
（
栃
木
県
真
岡
市
）
を
中
心
に
活
躍
し
た
門
徒
集
団

で
あ
る
。
最
初
の
指
導
者
真
仏
（
一
二
〇
九
〜
一
二
五
八
）
は
、
親
鸞
面
授
の

弟
子
で
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
は
「
下
野
国
高
田
住
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、5

後
の
高
田
派
で
は
真
仏
は
大
内
国
春
の
長
男
で
椎
尾
弥
三
郎
と
称
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。6

ま
た
親
鸞
の
消
息
に
は
親
鸞
か
ら
真
仏
へ
送
っ
た
も

の
が
多
数
残
さ
れ

7

、
当
時
の
有
力
な
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
真
仏
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
高
田
顕
智
（
一
二
二
六
〜
一
三
一
〇
）
で

初
期
真
宗
に
お
け
る
無
戒
と
念
仏
生
活
―
高
田
顕
智
を
中
心
に

文
学
研
究
科
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
３
年　

板
敷　

真
純
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あ
り
、
真
仏
に
代
わ
り
高
田
門
徒
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
当
時
の
高
田

門
徒
に
つ
い
て
記
し
た
『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』
に
は
、
真
仏
、
顕
智
な
ど
が

三
河
地
方
の
薬
師
寺
を
拠
点
と
し
て
教
化
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

顕
智
の
代
に
は
、
高
田
門
徒
が
三
河
方
面
ま
で
教
線
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る

8

。
さ
ら
に
「
覚
信
尼
大
谷
敷
地
寄
進
状
」
や
「
信
海
等
、
念
仏
衆

に
告
状
」
な
ど
の
京
都
大
谷
廟
堂
設
立
の
文
書
に
顕
智
の
名
を
確
認
す
る
こ
と

が
出
来

9

、
顕
智
が
廟
堂
の
設
立
と
維
持
に
尽
力
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の

よ
う
に
顕
智
は
当
時
の
初
期
真
宗
に
お
い
て
指
導
者
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
顕
智
は
戒
律
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

初
期
真
宗
に
お
い
て
大
き
な
活
躍
を
し
た
顕
智
で
あ
る
が
、
彼
の
教
学
理
解
に

つ
い
て
は
、
未
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
顕
智
に
は
親
鸞
の
著
作
の

書
写
や
『
聞
書
』、『
抄
出
』
な
ど
の
経
典
の
引
用
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の

た
め
顕
智
自
身
の
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
特
に
『
聞
書
』
な
ど
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
戒
律
や
食

事
に
関
す
る
典
籍
の
引
用
が
多
い
こ
と
か
ら
、
顕
智
は
、
戒
律
関
係
の
典
籍
に

関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た

10

。

さ
ら
に
顕
智
は
持
戒
堅
固
、
持
律
堅
固
で
あ
っ
た
と
す
る
文
献
も
あ
り

11

、

そ
れ
を
肯
定
す
る
先
行
研
究
も
多
数
あ
る

12

。
し
か
し
顕
智
に
は
戒
律
を
守
っ

て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い

13

。
一
方
江
戸
時
代
の
文
献
に

は
、
顕
智
の
持
戒
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
享
和
二
年
（
一

八
〇
三
）
に
脱
稿
の
奥
付
が
あ
る
高
田
派
真
淳
の
『
下
野
大
戒
秘
要
』
に
次
の

よ
う
に
見
る
こ
と
が
出
来
る

14

。

問
曰
、
畜
妻
、
通
儀
ニ
非
サ
ル
ヲ
所
談
ノ
如
ク
ナ
ラ
ハ
、
則
高
田
後
何
ソ

持
戒
ノ
人
無
ヤ
。
答
テ
曰
ク
我
カ
真
仏
、
顕
智
ノ
二
師
持
戒
之
精
密
ナ
ル

横
目
皆
之
ヲ
知
ル
。
豈
煩
ハ
シ
テ
辯
セ
ン
乎
。15

こ
の
『
下
野
大
戒
秘
要
』
は
、
江
戸
時
代
の
高
田
派
で
戒
律
復
興
運
動
が
盛
ん

で
あ
っ
た
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
親
鸞
の
門
流
と
し
て
戒
律
の
立
場
を

明
ら
か
に
し
、
戒
律
の
有
用
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
親
鸞

は
出
家
し
て
戒
律
を
受
け
た
身
で
あ
っ
た
が
、
僧
侶
と
し
て
始
め
て
妻
を
娶
っ

た
と
い
う
主
張
の
直
後
に
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
最
初
に
親
鸞
が
行
っ
た
妻
帯
は
一
般
的
に
僧
侶
が
行
う
こ
と
で

は
な
い
が
、
高
田
の
門
弟
の
中
に
持
戒
の
人
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問

い
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
回
答
と
し
て
、
真
仏
、
顕
智
の
二
師
は
、
戒
を
持

つ
こ
と
に
関
し
て
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
多
く
の
人
が

見
て
知
っ
て
い
た
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
顕
智
を
持
戒
の
人

と
記
し
て
お
り
、
ま
た
顕
智
だ
け
で
な
く
、
真
仏
も
戒
律
を
持
っ
て
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
顕
智
の
持
戒
の
記
述
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
文
献

に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
顕
智
が
戒
律
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
根
拠
に
は
な
ら

な
い

16

。
ま
た
顕
智
が
戒
律
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後
述
す
る
五

辛
や
肉
食
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
顕
智
の
戒
律
理
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。
顕
智
が
記
し
た
『
聞
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書
』
中
の
典
籍
の
引
用
に
は
、
戒
律
に
関
す
る
も
の
も
抜
き
出
し
て
い
る
。
以

下
は
『
聞
書
』
中
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』
の
引
用
で
あ
る
。

一　

戒
律
三
種
沙
弥
者

一
駈
烏
沙
弥
七
歳
従
リ
十
三
歳
至
ル
也

二
応
法
沙
弥
十
四
歳
従
リ
十
九
歳
至
ル
也

三
名
字
沙
弥
二
十
歳
従
リ
七
十
歳
至
ル
也

17

こ
こ
で
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
の
沙
弥
の
名
称
が
年
齢
に
よ
っ
て
三
種
に
変
遷
す

る
こ
と
を
説
く
文
を
引
用
し
て
い
る

18

。
沙
弥
と
は
出
家
し
て
十
戒
を
受
持

し
、
具
足
戒
を
受
け
る
ま
で
の
男
子
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
七
歳
か
ら
十
三
歳

ま
で
が
駈
烏
沙
弥
、
十
四
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
が
応
法
沙
弥
、
二
十
歳
か
ら
七

十
歳
ま
で
が
名
字
沙
弥
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
戒
律
を
否
定
し
た
親
鸞
の

門
下
が
沙
弥
の
名
称
に
つ
い
て
の
典
籍
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

次
に
顕
智
が
記
し
た
『
大
名
目
』
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
『
大
名
目
』

は
、『
観
無
量
寿
経
』
と
善
導
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
出
る
基
本
的
な
仏
教

用
語
を
図
式
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

19

。
最
初
に
聖
道
門
と
浄
土
門
が
分
け

ら
れ
、
次
に
定
善
と
散
善
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
散
善
中
の
戒
善
の
部
分

は
、
非
常
に
細
か
く
戒
が
分
け
ら
れ
て
い
る
。

顕
智
『
大
名
目
』　

末
尾
の
図
表
を
参
照

ま
ず
小
乗
戒
に
は
、
五
戒
、
二
百
五
十
戒
、
五
百
戒
、
沙
弥
戒
な
ど
が
記
さ

れ
、
大
乗
戒
で
は
、
三
聚
浄
戒
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
横
に
は
十
無

尽
戒
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
い
簡
単
な
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
、
顕
智
が
戒
に
つ
い
て
詳
細
に
知
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
う
し
た
戒
律
に
関
す
る
細
か
な
文
献
は
、
親
鸞
や
他
の
門
弟
た
ち
に
は

見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
顕
智
は
持
戒
持
律
の
人
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
顕
智
が

記
し
た
『
聞
書
』
や
『
抄
出
』
に
は
、
顕
智
が
戒
律
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
後
年
の
江
戸
時
代
の
真
淳
の
『
下
野
大

戒
秘
要
』
に
は
、
真
仏
、
顕
智
が
戒
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
『
聞
書
』
や
『
大
名
目
』
の
記
述
か
ら
戒
律
に
つ
い
て
精
通
し
て
い

た
点
が
確
認
出
来
る
。

二　
『
聞
書
』
の
引
用
典
籍
よ
り
見
る
高
田
顕
智
の
念
仏
生
活

1　

五
辛
に
つ
い
て
の
引
用

顕
智
の
『
聞
書
』
は
食
物
関
係
や
戒
律
関
係
の
典
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た

20

。
そ
れ
で
は
顕
智
は
ど
の
よ
う
な

念
仏
生
活
を
実
践
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
聞
書
』
の
典
籍
の

引
用
か
ら
顕
智
が
目
指
し
た
念
仏
生
活
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
。

最
初
に
五
辛
に
つ
い
て
の
典
籍
の
引
用
を
論
究
す
る
。『
聞
書
』
で
は
、『
根
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書
』
中
の
典
籍
の
引
用
に
は
、
戒
律
に
関
す
る
も
の
も
抜
き
出
し
て
い
る
。
以

下
は
『
聞
書
』
中
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』
の
引
用
で
あ
る
。

一　

戒
律
三
種
沙
弥
者

一
駈
烏
沙
弥
七
歳
従
リ
十
三
歳
至
ル
也

二
応
法
沙
弥
十
四
歳
従
リ
十
九
歳
至
ル
也

三
名
字
沙
弥
二
十
歳
従
リ
七
十
歳
至
ル
也

17

こ
こ
で
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
の
沙
弥
の
名
称
が
年
齢
に
よ
っ
て
三
種
に
変
遷
す

る
こ
と
を
説
く
文
を
引
用
し
て
い
る

18

。
沙
弥
と
は
出
家
し
て
十
戒
を
受
持

し
、
具
足
戒
を
受
け
る
ま
で
の
男
子
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
七
歳
か
ら
十
三
歳

ま
で
が
駈
烏
沙
弥
、
十
四
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
が
応
法
沙
弥
、
二
十
歳
か
ら
七

十
歳
ま
で
が
名
字
沙
弥
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
戒
律
を
否
定
し
た
親
鸞
の

門
下
が
沙
弥
の
名
称
に
つ
い
て
の
典
籍
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

次
に
顕
智
が
記
し
た
『
大
名
目
』
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
『
大
名
目
』

は
、『
観
無
量
寿
経
』
と
善
導
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
出
る
基
本
的
な
仏
教

用
語
を
図
式
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

19

。
最
初
に
聖
道
門
と
浄
土
門
が
分
け

ら
れ
、
次
に
定
善
と
散
善
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
散
善
中
の
戒
善
の
部
分

は
、
非
常
に
細
か
く
戒
が
分
け
ら
れ
て
い
る
。

顕
智
『
大
名
目
』　

末
尾
の
図
表
を
参
照

ま
ず
小
乗
戒
に
は
、
五
戒
、
二
百
五
十
戒
、
五
百
戒
、
沙
弥
戒
な
ど
が
記
さ

れ
、
大
乗
戒
で
は
、
三
聚
浄
戒
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
横
に
は
十
無

尽
戒
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
い
簡
単
な
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
、
顕
智
が
戒
に
つ
い
て
詳
細
に
知
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
う
し
た
戒
律
に
関
す
る
細
か
な
文
献
は
、
親
鸞
や
他
の
門
弟
た
ち
に
は

見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
顕
智
は
持
戒
持
律
の
人
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
顕
智
が

記
し
た
『
聞
書
』
や
『
抄
出
』
に
は
、
顕
智
が
戒
律
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
後
年
の
江
戸
時
代
の
真
淳
の
『
下
野
大

戒
秘
要
』
に
は
、
真
仏
、
顕
智
が
戒
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
。
ま
た
『
聞
書
』
や
『
大
名
目
』
の
記
述
か
ら
戒
律
に
つ
い
て
精
通
し
て
い

た
点
が
確
認
出
来
る
。

二　
『
聞
書
』
の
引
用
典
籍
よ
り
見
る
高
田
顕
智
の
念
仏
生
活

1　

五
辛
に
つ
い
て
の
引
用

顕
智
の
『
聞
書
』
は
食
物
関
係
や
戒
律
関
係
の
典
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た

20

。
そ
れ
で
は
顕
智
は
ど
の
よ
う
な

念
仏
生
活
を
実
践
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
聞
書
』
の
典
籍
の

引
用
か
ら
顕
智
が
目
指
し
た
念
仏
生
活
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
。

最
初
に
五
辛
に
つ
い
て
の
典
籍
の
引
用
を
論
究
す
る
。『
聞
書
』
で
は
、『
根

本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』、『
梵
網
経
』、『
諸
経
要
集
』「
五
辛
縁
第
五
」、

「
僧
尼
令
」
を
引
用
し
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
文
献
名
が
記
さ
れ
て
い

な
い
「
五
辛
ミ
ナ
七
日
七
日
」
と
い
う
引
用
も
見
ら
れ
る
。
以
下
に
引
用
さ
れ

た
典
籍
を
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

一　

 

五
辛
ミ
ナ
七
日
七
日
ト
云
ヘ
リ　

是
ハ
行
ナ
ム
ト
ス
ル
事
也
ト

云
2々1

一　

僧
尼
令
ニ
云
ハ
ク

　
　

僧
尼
五
辛
ヲ
食
ス
レ
ハ
三
十
日
苦
使

22

一　

五
辛
報
応
経
ニ
云
ハ
ク

病
開
ト
キ
伽
藍
ノ
外
白
衣
家
ニ
在
リ
テ
、
服
ス
ル
ニ
已
ニ
四
十
九
日
ヲ
満

ト
。
沐
浴
ノ
後
ハ
許
ス
云

2々3

一　

毘
奈
耶
雑
経
ニ
云
ハ
ク

蒜
七
日
夜　

荵
三
日
夜　

韮
一
日
夜

24

一　

五
辛
梵
網
経
ニ
之
ヲ
説
ク

一
大
蒜　

二
慈
葱　

三
角
葱　

四
蘭
葱　

五
興
蕖

25

最
初
に
出
典
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
典
籍
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ

こ
で
引
か
れ
る
「
五
辛
ミ
ナ
七
日
七
日
」
と
い
う
典
籍
は
、
文
献
名
が
明
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
に
こ
れ
は
修
行
を
す
る
の
は
七
日
七
日
の
後
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
こ
の
引
用
の
後
は
五
辛
を
食
し
た
後
の
僧
侶
の
修
行
を
禁
止
す

る
文
章
が
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
献
も
同
様
に
五
辛
を
食
べ

た
後
に
行
を
禁
ず
る
も
の
を
抜
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
出
典
不
明
の
典
籍
は
ど
こ
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
献
な
の
だ
ろ

う
か
。
先
行
研
究
で
は
後
述
す
る
『
聞
書
』
中
の
『
諸
経
要
集
』
と
同
様
の
引

用
が
、
良
忠
（
一
一
九
九
〜
一
二
八
七
）
の
『
観
念
法
門
私
記
』
に
も
見
ら
れ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

26

。
こ
の
『
観
念
法
門
私
記
』
は
良
忠
が
建
治
二

年
（
一
二
七
六
）
ご
ろ
に
執
筆
し
た
『
般
舟
讃
私
記
』
と
同
時
期
の
成
立
で
あ

る
。
以
下
に
『
観
念
法
門
私
記
』
の
該
当
箇
所
を
見
て
い
き
た
い
。

五
辛
報
應
經
云
滿
四
十
九
日
已
上
。
南
海
傳
云
五
辛
皆
七
七
日
。27

こ
の
『
観
念
法
門
私
記
』
に
は
、「
五
辛
報
應
経
云
滿
四
十
九
日
」
と
し
て
お

り
、
後
述
す
る
五
辛
を
食
べ
た
後
は
伽
藍
で
修
行
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
文

の
中
で
四
十
九
日
間
と
い
う
日
数
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る

28

。
注
目
す
べ
き
は
、

そ
の
直
後
に
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
引
用
と
し
て
「
五
辛
皆
七
七
日
」
と
記

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
引
用
は
『
聞
書
』
に

あ
る
出
典
不
明
の
経
典
に
あ
る
「
五
辛
ミ
ナ
七
日
七
日
ト
云
ヘ
リ　

是
ハ
行
ナ

ム
ト
ス
ル
事
也
ト
云
々
」
と
酷
似
し
て
い
る
。

し
か
し
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
除
其
弊
薬
」
の
本
文
は
、
以
下
の
通
り
で
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あ
る
。且

つ
葱
蒜
の
如
き
は
服
す
る
を
許
す
も
、
尚
ほ
自
ら
遣
し
て
邊
房
に
在
る

こ
と
、
七
日
に
し
て
身
を
浄
め
洗
浴
し
て
而
進
む
。
身
若
し
未
だ
淨
か
ら

ざ
れ
ば
衆
中
に
入
ら
ず
。
塔
を
遶
る
べ
か
ら
ず
、
應
に
禮
拜
す
べ
か
ら
ず
。

其
の
臭
穢
な
る
を
以
て
病
に
非
ざ
れ
ば
聽
さ
ざ
る
な
り
。

（
且
如
葱
蒜
許
服
尚
自
遣
在
邊
房
。
七
日
淨
身
洗
浴
而
進
。
身
若
未
淨
不

入
衆
中
。
不
合
遶
塔
不
應
禮
拜
。
以
其
臭
穢
非
病
不
聽
。）29

こ
の
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
本
文
で
は
、
ニ
ラ
や
ネ
ギ
を
食
し
た
僧
侶
が
は

ず
れ
の
房
舎
で
身
体
を
洗
う
期
間
は
七
日
と
記
し
て
お
り
、『
観
念
法
門
私
記
』

や
『
聞
書
』
の
よ
う
に
「
七
七
日
」
や
「
七
日
七
日
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な

い
30

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
顕
智
が
良
忠
の
『
観
念
法
門
私
記
』
と
同
じ

よ
う
に
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

31

。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
『
聞
書
』
中
の
出
典
不
明
の
典
籍
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
引
用

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

32

。

次
に
「
僧
尼
令
」
の
引
用
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
五
辛
を
食
べ
た
僧

は
寺
院
の
清
掃
な
ど
の
三
十
日
間
の
罰
則
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

次
に
道
世
の
『
諸
経
要
集
』「
五
辛
縁
第
五
」
の
引
用
を
見
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
は
、
病
床
の
時
に
五
辛
を
食
べ
た
場
合
、
そ
の
後
四
十
九
日
は
伽
藍
の

外
の
白
衣
家
に
滞
在
し
修
行
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
四
十

九
日
後
の
沐
浴
の
後
は
伽
藍
に
戻
っ
て
も
良
い
と
記
し
て
い
る
。

次
に
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
引
用
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ

で
は
特
定
の
野
菜
を
食
べ
た
場
合
、
僧
侶
の
修
行
を
禁
ず
る
期
間
を
記
し
て
い

る
。
禁
止
す
る
野
菜
と
期
間
は
、
ノ
ビ
ル
が
七
日
間
、
ネ
ギ
が
三
日
間
、
ニ
ラ

が
一
日
と
し
て
い
る
。

最
後
に
『
梵
網
経
』
の
引
用
を
見
て
い
き
た
い

33

。
こ
こ
で
は
僧
侶
が
食
べ

る
こ
と
を
禁
ず
る
五
辛
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
五
辛
で
あ
る
ニ
ン
ニ
ク
、
ネ

ギ
、
ア
サ
ツ
キ
、
ア
ラ
ラ
ギ
、
ニ
ラ
を
挙
げ
て
い
る
点
が
確
認
出
来
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
五
点
の
引
用
は
全
て
五
辛
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』、「
僧
尼
令
」、『
諸
経
要
集
』、

『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
典
籍
は
、
そ
の
多
く
が
五
辛
を
食
べ
た

後
の
規
定
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
顕
智
が
場
合
に
よ
っ
て
は
五

辛
を
食
べ
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
処

置
を
行
う
の
か
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
顕
智
の
典
籍
の
引

用
は
、
良
忠
の
『
観
念
法
門
私
記
』
に
あ
る
文
章
と
酷
似
し
た
文
も
見
ら
れ
る
。

2　

肉
食
に
つ
い
て
の
引
用

次
に
肉
食
に
関
す
る
典
籍
の
引
用
と
し
て
、『
律
宗
新
学
名
句
』、『
大
般
涅

槃
経
』
巻
四
、
巻
十
六
、
巻
三
十
を
引
用
し
て
い
る
。
以
下
に
こ
の
四
点
を
詳

し
く
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
『
律
宗
新
学
名
句
』
の
引
用
で
あ
る

34

。

一　

律
師
新
学
名
句
ニ
云
ワ
ク
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戒
名
ニ
云
ク　

五
種
正
食

一　

飯　

二　

乾
飯　

三
麨　

四
魚　

五
肉　

音
ア
ル
モ
ノ
足
ア
ル
モ
ノ

コ
レ
ヲ
イ
マ
ス

35

こ
こ
で
は
、
僧
侶
が
食
す
べ
き
五
種
正
食
と
し
て
、
飯
、
乾
飯
、
麨
、
魚
、
肉

の
五
点
を
あ
げ
て
い
る
。

次
に
「
肉
食
事
」
か
ら
始
ま
る
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
四
を
見
て
い
き
た

い
36

。肉
食
事

一　

大
般
涅
槃
経

善
男
子
。
今
日
従
始
テ
聲
聞
弟
子
食
肉
聽
サ
ス
。
若
シ
檀
越
信
施
ヲ
受
ケ

ム
時
ニ
ハ
。
應
是
ノ
食
ハ
、
子
肉
ノ
想
ノ
如
シ
ト
觀
ス
ヘ
シ
。
迦
葉
菩
薩

復
佛
白
シ
テ
言
ク
。
世
尊
云
何
ソ
如
來
食
肉
ヲ
聽
シ
下
ハ
サ
ル
ト
。
善
男

子
夫
レ
食
肉
ハ
大
慈
ノ
種
ヲ
斷
ス
レ
ハ
也
。
迦
葉
又
如
来
ニ
言
サ
ク
。
何

カ
故
ソ
先
ニ
比
丘
三
種
ノ
淨
肉
ヲ
食
セ
ム
コ
ト
ヲ
聽
シ
下
フ
ヤ
。
迦
葉
是

ノ
三
種
ノ
淨
肉
ハ
事
ニ
隨
テ
漸
制
ス
。
乃
至

善
男
子
。
應
彼
ノ
尼
乾
ノ
所
見
ニ
同
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
如
來
制
シ
下
フ
所
ノ

一
切
禁
戒
ニ
各
意
異
意
有
リ
。
故
ニ
三
種
ノ
淨
肉
ヲ
食
コ
ト
ヲ
聽
ス
。
異

想
ノ
故
ニ
十
種
ノ
肉
ヲ
斷
ス
、
異
想
ノ
故
ニ
一
切
悉
ク
斷
ツ
自
死
ス
ル
者

ニ
及
フ
。
迦
葉
、
我
今
日
従
諸
ノ
弟
子
ヲ
不
レ
ト
也
制
ス
。
復
得
。
一
切

ノ
肉
ヲ
食
ス
ル
コ
ト
ヲ
也
。37

こ
の
文
の
内
容
は
、
最
初
に
釈
尊
が
食
肉
は
慈
の
種
を
断
じ
る
た
め
に
、
肉
を

食
す
る
こ
と
は
禁
ず
る
が
、
三
種
の
浄
肉
は
許
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

三
種
は
、
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
な
い
、
自
分
に
供
え
る
た
め
に
殺
し
た

と
聞
い
て
い
な
い
、
自
分
に
供
え
る
た
め
に
殺
し
た
と
知
ら
な
い
、
の
三
つ
で

あ
る
。

次
に
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
十
六
の
「
十
種
肉
」
を
引
用
し
て
い
る
。

涅
槃
経

一　

第
十
八
巻
或
言
タ
マ
ハ
ク

如
來
比
丘
十
種
ノ
肉
食
コ
ト
ヲ
聽
サ
ス
。
何
等
ヲ
カ
十
ト
爲
ス
ル
。
人
蛇

象
馬
驢
狗
師
子
猪
狐
獼
猴
其
ノ
餘
ハ
悉
ク
聽
ス
ト
。
或
ハ
言
ク
一
切
聽
ス

ト
。
乃
至
。38

冒
頭
の
「
第
十
八
巻
或
言
タ
ハ
ク
」
と
は
、『
大
般
涅
槃
経
』
北
本
で
は
「
十

種
肉
」
が
「
十
八
巻
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
釈
尊

が
比
丘
に
十
種
類
の
肉
以
外
の
食
肉
を
許
す
こ
と
を
示
し
た
文
で
、
十
種
類
と

は
、
人
、
蛇
、
象
、
馬
、
驢
、
狗
、
師
子
、
猪
、
狐
獼
、
猴
の
十
で
あ
る
と
す

る
39

。最
後
に
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
十
の
引
用
を
見
て
い
き
た
い
。

一　

大
般
涅
槃
経
巻
第
三
十
三
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菩
薩
摩
訶
薩
ハ
飢
饉
ノ
世
ニ
於
テ
餓
ヘ
タ
ル
衆
生
ヲ
見
テ
、
龜
魚
ノ
身
無

量
由
旬
ト
作
テ
復
タ
是
ノ
願
ヲ
作
ス
。
願
ク
ハ
諸
ノ
衆
生
我
カ
肉
ヲ
取
ラ

ム
時
ニ
取
ニ
隨
ヒ
生
ニ
隨
テ
、
我
ガ
肉
ヲ
食
ス
ル
ニ
因
リ
テ
飢
渇
ノ
苦
ヲ

離
テ
、
一
切
悉
ク
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
ノ
心
ヲ
發
ス
。
菩
薩
發
願
ス
。

若
シ
我
ニ
因
ル
コ
ト
有
ラ
ム
飢
渇
ノ
者
ト
雖
モ
、
未
來
ノ
世
ニ
速
カ
ニ
廿

五
有
ノ
飢
渇
ノ
患
ヘ
ヲ
遠
離
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ム
。
菩
薩
摩
訶
薩
是
ノ
如
ノ

苦
ヲ
受
テ
心
退
セ
サ
ル
者
ハ
、
當
ニ
知
ル
ヘ
シ
。
必
定
シ
テ
阿
耨
多
羅
三

藐
三
菩
提
ヲ
得
ム
。
復
タ
次
ニ
菩
薩
疾
疫
ノ
世
ニ
於
テ
病
苦
ヲ
見
者
ハ
、

是
ノ
思
惟
ヲ
作
ス
。
藥
樹
王
ノ
如
シ
。
若
シ
病
者
有
テ
、
根
ヲ
取
リ
莖
ヲ

取
リ
枝
ヲ
取
リ
葉
ヲ
取
リ
花
ヲ
取
リ
果
ヲ
取
リ
皮
ヲ
取
リ
膚
ヲ
取
ル
。
悉

ク
病
愈
イ
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
願
ハ
、
我
カ
此
ノ
身
モ
亦
復
タ
是
ノ
如
シ
。

若
シ
病
者
有
テ
聲
聞
身
ニ
觸
レ
、
血
肉
乃
至
骨
髓
ヲ
服
食
セ
ハ
病
悉
ク
除

愈
セ
ム
。
願
ハ
諸
ノ
衆
生
我
カ
肉
ヲ
食
セ
ム
時
、
惡
心
ヲ
生
セ
ス
シ
テ
子

肉
ヲ
食
ス
ル
カ
如
ク
セ
ヨ
。
我
病
ヲ
治
ニ
已
テ
常
ニ
説
法
ノ
爲
ニ
、
願
ク

ハ
彼
ヲ
信
受
シ
思
惟
シ
轉
教
セ
ム
。40

こ
の
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
十
は
、
菩
薩
は
飢
餓
の
時
に
飢
え
た
衆
生
を
見

て
、
衆
生
の
た
め
に
亀
、
魚
の
身
と
な
る
発
願
を
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
衆
生
が
亀
、
魚
の
身
を
食
べ
る
こ
と
で
、
飢
渇
の
苦
し
み
を
離
れ
、
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
心
を
起
こ
す
こ
と
を
発
願
の
内
容
と
し
て
い
る
。
ま
た

病
身
の
者
が
、
血
肉
や
骨
髄
を
食
す
れ
ば
、
病
が
癒
え
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、
肉
食
を
容
認
す
る
部
分
を
抜
き
出
し

て
い
る
。

こ
の
内
『
大
般
涅
槃
経
』
中
の
「
三
種
浄
肉
」
と
「
十
種
肉
」
の
引
用
は
、

高
田
専
修
寺
に
蔵
す
る
親
鸞
の
真
跡
の
断
片
で
あ
る
『
見
聞
集
』
中
の
「
涅
槃

経
」
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る

41

。
こ
の
『
見
聞
集
』
中
の
「
涅
槃
経
」
は
、

親
鸞
が
『
大
般
涅
槃
経
』
の
要
文
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る

42

。
顕
智
の
『
聞

書
』
に
お
け
る
『
大
般
涅
槃
経
』
の
引
用
は
、
引
用
箇
所
が
親
鸞
と
一
致
す
る

た
め
、
顕
智
が
親
鸞
の
「
涅
槃
経
」
を
見
て
『
聞
書
』
に
引
用
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
親
鸞
の
「
涅
槃
経
」
に
は
、『
聞
書
』
に
あ
る

『
律
宗
新
学
名
句
』
や
『
大
般
涅
槃
経
』
の
巻
三
十
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
点

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
顕
智
が
肉
食
に
つ
い
て
の
経
典
を
ま
と
め
る
際
、
最

初
に
親
鸞
の
「
涅
槃
経
」
を
見
て
引
用
し
た
後
に
、
自
身
で
も
肉
食
に
関
す
る

典
籍
を
探
し
て
加
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

以
上
高
田
顕
智
に
焦
点
を
あ
て
て
顕
智
の
著
作
や
典
籍
の
引
用
を
中
心
に
、

初
期
真
宗
の
念
仏
生
活
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
分
か
っ

た
。①

高
田
顕
智
は
持
戒
持
律
の
人
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
顕
智
が
記
し
た

『
聞
書
』
に
は
、
顕
智
が
戒
律
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
し

か
し
後
年
の
江
戸
時
代
の
真
淳
の
『
下
野
大
戒
秘
要
』
に
は
、
顕
智
が
戒
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を
持
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
顕
智

の
持
戒
の
記
述
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
文
献
で
あ
る
た
め
、
顕
智
の
持
戒

の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
『
聞
書
』
に
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
の
三
種

沙
弥
の
引
用
が
見
ら
れ
、『
大
名
目
』
に
は
、
小
乗
戒
、
大
乗
戒
、
十
無

尽
戒
な
ど
戒
律
の
種
類
に
つ
い
て
非
常
に
細
か
く
記
し
て
い
る
点
が
確
認

出
来
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
顕
智
は
戒
律
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

②
高
田
顕
智
の
『
聞
書
』
に
は
、
五
辛
を
食
べ
た
後
の
処
置
や
肉
食
を
容
認

す
る
典
籍
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
顕
智
が
場
合
に
よ
っ
て
は
五
辛
や
肉

食
を
食
べ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
後
の
処
置
や

食
べ
る
理
由
に
関
心
が
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。
ま
た
引
用
さ
れ
た
典
籍
に

は
、
良
忠
の
『
観
念
法
門
私
記
』
に
あ
る
文
章
と
酷
似
し
た
文
も
見
ら
れ

る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
見
て
、
当
時
の
初
期
真
宗
は
、
戒
律
を
得
て
い
な
い
身
で

ど
の
よ
う
に
念
仏
生
活
を
目
指
す
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
親
鸞
が
戒
律
を
否
定
し
、
自
ら
も
戒
律
に
代
わ
る
制
誡

を
製
作
し
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
根
底
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
戒
律
に
関
心
が

深
か
っ
た
高
田
顕
智
は
、
戒
律
に
そ
む
い
て
い
る
と
い
う
罪
悪
感
を
も
っ
て
お

り
、
戒
律
に
そ
む
く
場
合
で
も
ど
う
す
れ
ば
罪
悪
感
を
解
決
し
、
よ
り
よ
い
念

仏
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
戒
律
に
そ
む
い
た
際
の
対
処
方
法
を
戒
律
の
典
籍
に
求
め
た
と
推
察

す
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
が
往
生
に
戒
律
は
不
要
と
主
張
し
て
も
な
お
、
門
弟
た
ち

は
無
戒
の
念
仏
生
活
を
送
る
た
め
に
、
そ
の
根
拠
を
戒
律
の
典
籍
に
求
め
た
こ

と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
ま
た
顕
智
の
典
籍
の
引
用
は
、
他
の
高
田
門
徒
に
も

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
次
回
の
課
題
と
し
た
い
。

1 

吉
田
清
氏
は
、『
七
箇
条
起
請
文
』
の
三
条
で
、
法
然
が
念
仏
聖
集
団
内
の
戒
行

的
統
制
に
期
待
し
た
と
し
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
し
か
し
そ
れ

は
自
覚
的
な
も
の
で
自
然
法
的
道
徳
法
で
あ
っ
て
、
教
団
の
社
会
的
規
範
と
な
る

律
的
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
源
空
は
自
ら
の
集
団
に
、
僧
院
の
統
制
規
範
す
ら

も
も
た
ず
に
、
無
防
備
の
ま
ま
、
念
仏
聖
を
門
弟
と
し
て
容
認
し
て
き
た
状
況
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。」

吉
田
清
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）
一
一
二
〜

一
一
五
頁
。

2 

親
鸞
の
戒
律
観
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。

小
串
侍
「
宗
祖
親
鸞
と
戒
律
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』、
一
九
六
六
年
）
三
一

号
、
二
九
三
頁
。

武
田
賢
寿
「
真
宗
と
戒
律
」（『
教
行
信
証
化
身
土
末
巻
の
研
究
』、
一
九
七
六
年
）

一
六
一
〜
一
七
八
頁
。

細
川
行
信
「
親
鸞
の
「
無
戒
名
字
ノ
比
丘
」
に
つ
い
て
」（『
親
鸞
聖
人
と
真
宗
』、
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日
本
仏
教
宗
史
論
集
、
一
九
八
五
年
）
六
号
、
二
九
〜
四
一
頁
。

土
橋
秀
高
『
真
宗
行
儀
と
戒
律
』（『
戒
律
の
世
界
』、
一
九
九
三
年
）
八
〇
五
〜

八
三
〇
頁
。

新
井
俊
一
「
親
鸞
に
お
け
る
無
戒
の
倫
理
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』、
二
〇
〇

九
年
）
七
四
号
、
一
五
〜
二
六
頁
。

三
木
彰
円
「
親
鸞
に
お
け
る
「
愚
禿
釈
」
の
名
乗
り
と
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」」

（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』、
二
〇
〇
九
年
）
七
四
号
、
二
六
五
〜
二
七
五
頁
。

森
剛
史
「
親
鸞
の
無
戒
思
想
―
末
法
の
仏
者
と
は
」（『
眞
宗
研
究
』、
二
〇
〇
六

年
）
五
〇
号
、
四
四
〜
五
八
頁
。

新
光
晴
「
親
鸞
と
そ
の
門
弟
に
お
け
る
大
乗
戒
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』、
二

〇
一
二
年
）
七
八
号
。

寺
井
良
宣
『
天
台
円
頓
戒
思
想
の
成
立
と
展
開
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
）
二

二
〇
〜
二
四
六
頁
。

3 

初
期
真
宗
に
お
け
る
制
禁
に
つ
い
て
は
以
下
が
詳
し
い
。

長
沼
賢
海
『
日
本
宗
教
史
の
研
究
』（
教
育
研
究
会
、
一
九
三
一
年
）
一
九
〇
〜

二
一
一
頁
。

青
木
馨
「
中
世
真
宗
教
団
の
制
禁
及
び
掟
に
つ
い
て
」（「
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研

究
所
紀
要
」
一
九
八
二
年
）
四
号
、
九
三
〜
一
一
五
頁
。

日
下
無
倫
「
中
世
に
於
け
る
真
宗
と
戒
律
」（『
仏
教
史
学
』、
一
九
二
五
年
）
一

号
、
三
二
〜
四
九
頁
。

赤
松
俊
秀
『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）、
一
一
七
〜
一

一
九
頁
。

4 

日
下
無
倫
氏
は
、
制
禁
や
掟
の
発
生
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
す
な
わ
ち
原
始
真
宗
の
掟
即
ち
戒
律
が
大
谷
本
廟
を
中
心
と
し
て
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
最
初
が
信
濃
門
徒
を
中
心
と
し
た
地

方
的
な
門
信
徒
の
上
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」（
日
下
無
倫
「
中

世
に
於
け
る
真
宗
と
戒
律
」、
三
二
〜
四
九
頁
。）

ま
た
青
木
馨
氏
は
、
制
禁
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
初
期
教
団
の
場
合
、
制
禁
の
内
容
は
教
法
に
関
連
す
る
箇
条
と
教
法
と
は

直
説
関
係
し
な
い
生
活
規
範
、
い
わ
ば
世
俗
面
に
関
す
る
箇
条
と
に
大
別
出

来
る
。」（
青
木
馨
「
中
世
真
宗
教
団
の
制
禁
及
び
掟
に
つ
い
て
」、
一
〇
四

頁
。）

5 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
一
〇
〇
一
頁
。

6 

二
宮
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
二
宮
町
史　

通
史
編
Ⅰ
』（
二
宮
町
、
二
〇
〇
八

年
）
四
二
四
頁
。

7 

た
と
え
ば
『
末
灯
抄
』
第
四
通
、
第
十
三
通
な
ど
。『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
巻

三
、
七
一
〜
七
二
、
八
九
〜
九
一
頁
。

8 

『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
一
〇
二
五
〜
一
〇
二
六
頁
。

9

「
覚
信
尼
大
谷
敷
地
寄
進
状
」
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
九
八
五
頁
〜
九
八
六

頁
。

「
信
海
等
、
念
仏
衆
に
告
状
」
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
九
八
六
頁
。

10 
安
藤
章
仁
『
聞
書
』『
影
印
高
田
古
典
』
巻
三
、
六
四
一
頁
。

11 
本
川
光
定
「
真
淳
の
『
下
野
伝
戒
記
』
に
つ
い
て
」（『
高
田
学
報
』、
一
九
六
一

年
）
四
十
八
号
、
三
一
〜
四
〇
頁
。
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栗
原
直
子
「
真
淳
に
お
け
る
戒
律
と
念
仏
の
研
究
『
下
野
伝
戒
記
』『
下
野
大
戒

秘
要
』
を
中
心
と
し
て
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』、
二
〇
一
一

年
）
第
三
十
集
、
四
八
〜
五
〇
頁
。

12 

生
桑
完
明
「
顕
智
上
人
自
筆
の
聞
書
に
つ
い
て
」（『
高
田
学
報
』、
一
九
四
七

年
）
四
十
一
巻
、
四
十
二
〜
四
十
九
頁
。

安
藤
章
仁
『
聞
書
』『
影
印
高
田
古
典
』
巻
三
、
六
四
一
頁
。

顕
智
に
は
、
肉
食
を
肯
定
す
る
経
典
の
引
用
が
見
ら
れ
る
点
や
顕
智
自
身
が
高
田

真
仏
の
娘
婿
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
。

13 

後
の
高
田
派
で
も
顕
智
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
文
は
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
真

慧
が
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
に
記
し
た
『
顕
正
流
義
鈔
』（
真
宗
史
料
集
成
、

巻
四
、
十
頁
）、
同
じ
く
真
慧
が
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
に
記
し
た
『
十
六
問

答
記
』（
真
宗
史
料
集
成
、
巻
四
、
四
十
一
頁
）、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に

恵
珍
が
物
語
っ
た
こ
と
を
聞
書
に
し
た
『
代
々
上
人
聞
書
』（
真
宗
史
料
集
成
、

巻
四
、
八
十
一
頁
）、
高
田
専
修
寺
が
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
親
鸞
の
四
百
五

十
回
忌
に
あ
て
て
製
作
し
た
『
高
田
山
峯
の
枝
折
』（
真
宗
史
料
集
成
、
巻
四
、

百
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
顕
智
が
親
鸞
、
真
仏
か
ら
教
え
を
相
承
し
た
と
す

る
記
述
は
あ
っ
て
も
、
持
戒
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

14　

栗
原
直
子
「
真
淳
に
お
け
る
戒
律
と
念
仏
の
研
究
『
下
野
伝
戒
記
』『
下
野
大

戒
秘
要
』
を
中
心
と
し
て
」
五
四
頁
。

15 

『
下
野
大
戒
秘
要
』
十
四
丁
表
。『
下
野
大
戒
秘
要
』
は
、
三
康
図
書
館
の
資
料

を
使
用
し
た
。

16 

栗
原
氏
に
よ
れ
ば
、
高
田
派
第
十
八
世
法
主
の
円
遵
は
、
真
淳
と
と
も
に
戒
律

の
復
古
運
動
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
り
、
円
遵
の
著
作
の
『
高
田
沂
源
論
』
に

は
、
親
鸞
に
始
ま
る
高
田
派
の
伝
戒
相
承
の
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い

る
。

栗
原
直
子
「
真
淳
に
お
け
る
戒
律
と
念
仏
の
研
究
『
下
野
伝
戒
記
』『
下
野
大
戒

秘
要
』
を
中
心
と
し
て
」
五
五
〜
五
六
頁
。

17 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
二
頁
。

18 

『
摩
訶
僧
祇
律
』
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

「
沙
彌
有
三
品
。
一
者
從
七
歳
至
十
三
。
名
爲
驅
烏
沙
彌
。
二
者
從
十
四
至

十
九
。
是
名
應
法
沙
彌
。
三
者
從
二
十
上
至
七
十
。
是
名
名
字
沙
彌
。
是
三

品
皆
名
沙
彌
。」『
摩
訶
僧
祇
律
』（
大
正
蔵
二
二
、
四
六
一
、
中
）

19 

こ
の
『
大
名
目
』
は
、
筆
跡
は
顕
智
の
も
の
で
あ
る
が
、
僅
か
な
が
ら
に
筆
致

に
違
い
が
見
え
る
た
め
に
、
顕
智
の
壮
年
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

中
川
和
則
氏
は
、『
大
名
目
』
の
よ
う
な
巻
子
本
の
図
式
的
な
体
裁
は
、
顕
智
の

『
愚
禿
抄
』
上
巻
、
下
本
巻
、
下
末
巻
以
外
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。

中
川
和
則
『
大
名
目
』『
影
印
高
田
古
典
』
巻
四
、
五
六
四
〜
五
七
〇
頁
。

20 

安
藤
章
仁
『
聞
書
』『
影
印
高
田
古
典
』
巻
三
、
六
四
一
頁
。

21 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
一
頁
。

22 
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
一
頁
。

23 
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
一
頁
。

『
諸
経
要
集
』
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

「
又
五
辛
報
應
經
云
。
七
衆
等
不
得
食
肉
熏
辛
。
讀
誦
經
論
得
罪
。
有
病
開

在
伽
藍
外
白
衣
家
。
服
已
滿
四
十
九
日
。」『
諸
経
要
集
』（
大
正
蔵
五
四
、
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一
八
九
、
中
）

ま
た
『
法
苑
珠
林
』
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
又
五
辛
報
應
經
云
。
七
衆
等
不
得
食
肉
葷
辛
。
讀
誦
經
論
得
罪
。
有
病
開
。

在
伽
藍
外
白
衣
家
服
。
已
滿
四
十
九
日
。」（
大
正
蔵
五
三
、
九
八
一
、
中
）

24 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
一
頁
。

『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

「
佛
言
。
苾
芻
有
病
。
欲
食
蒜
者
。
所
有
行
法
我
今
當
説
。
諸
病
苾
芻
若
食

蒜
者
。
應
住
寺
側
邊
房
。
不
得
用
僧
臥
具
及
大
小
行
室
。
不
得
入
衆
。
亦
不

爲
俗
人
説
法
。
不
遶
制
底
。
不
禮
香
臺
。
不
往
俗
家
。
園
林
天
廟
衆
人
聚
處

皆
不
應
往
。
可
於
屏
處
而
噉
服
之
。
設
人
見
時
不
生
譏
恥
。
若
服
了
時
。
於

七
日
内
仍
住
於
此
。
服
葱
可
停
三
日
。
若
韭
一
日
。」『
根
本
説
一
切
有
部
毘

奈
耶
雑
事
』（
大
正
蔵
二
四
、
二
三
〇
、
中
）

25 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
一
頁
。

『
梵
網
経
』
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

「
若
佛
子
。
不
得
食
五
辛
。
大
蒜
革
葱
慈
葱
蘭
葱
興
蕖
。
是
五
種
一
切
食
中

不
得
食
。」『
梵
網
経
』（
大
正
蔵
四
〇
、
六
七
二
、
上
）

26 

安
藤
章
仁
『
聞
書
』『
影
印
高
田
古
典
』
巻
三
、
六
九
六
頁
。

27 

浄
土
宗
全
書　

巻
四
、
二
五
六
頁
。

28 

日
数
し
か
記
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』
で
は
、『
梵

網
経
』
の
該
当
箇
所
を
見
て
お
ら
ず
、『
法
苑
珠
林
』
や
『
諸
経
要
集
』
か
ら
引

い
た
と
し
て
い
る
。

『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』
は
良
仰
校
正
本
の
冠
註
を
浄
土
宗
全
書
刊
行
の
際
別
出

し
た
も
の
で
作
者
は
不
明
で
あ
る
。（『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』
解
説
、
紀
氏
隆

真
、
浄
土
宗
全
書　

巻
二
十
一
、
一
七
八
頁
。）

「
此
經
未
勘
法
苑
百
十
三
諸
經
要
集
二
十
等
引
之
」『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』（
淨

土
宗
全
書　

巻
四
、
二
七
九
頁
）

29 

大
正
蔵
五
四
、
二
二
五
、
上
。

30 

こ
の
「
七
七
日
」
と
い
う
日
数
に
つ
い
て
『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』
に
て
「
南

海
傳
云　

第
三
卷
云
且
如
蔥
蒜
許
服
尚
自
遣
在
邊
房
七
日
潔
身
洗
浴
而
進
身
若
未

淨
不
入
衆
中
等
（
今
云
七
七
日
蓋
所
覽
之
本
不
同
耳
）」（
淨
全
四
、
二
七
九
）
と

記
し
て
い
る
。
し
か
し
大
正
蔵
に
は
、
該
当
箇
所
が
「
七
七
日
」
と
記
し
て
い
る

異
本
は
見
ら
れ
な
い
。（
大
正
蔵
五
四
、
二
二
五
、
上
）

31 

『
聞
書
』
中
の
『
諸
経
要
集
』
の
引
用
と
同
様
の
記
述
は
、『
法
苑
珠
林
』
に
も

見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、『
観
念
法
門
私
記
冠
註
』
に
も
『
法
苑
珠
林
』
と
『
諸

経
要
集
』
が
引
か
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
詳
細
は
註
二
十
八
を
参
照
。

32 

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
お
い
て
は
、
良
忠
が
「
七
七
日
」
と
記
し
て
い
る
の
に

対
し
、
顕
智
は
「
七
日
七
日
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
顕
智
と
浄
土
異
流
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

33 

『
影
印
高
田
古
典
』
巻
三
（
六
九
六
頁
）
で
は
、
こ
の
引
用
は
『
梵
網
経
菩
薩
戒

本
疏
』
と
し
て
い
る
が
、
五
辛
の
記
述
は
、『
梵
網
経
』
や
上
述
し
た
『
諸
経
要

集
』
な
ど
多
く
の
経
典
に
見
ら
れ
、『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
の
み
に
見
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
顕
智
の
「
五
辛
梵
網
経
」
の
引
用
は
、「
革
葱
」
を
「
角
葱
」

と
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、『
梵
網
経
』、『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』、『
諸

経
要
集
』
な
ど
に
「
角
葱
」
と
記
し
て
い
る
経
典
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
顕
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智
が
「
五
辛
梵
網
経
」
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
、『
梵
網
経
』
を
挙
げ
た
。

34 
『
聞
書
』
で
は
、「
律
師
新
学
名
句
」
の
「
師
」
の
隣
に
「
宗
イ
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、「
律
師
新
学
名
句
」
と
記
し
た
後
に
、
師
が
宗
で
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
き
、
訂
正
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
〇
頁
。

35 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
二
〇
頁
。

『
律
宗
新
學
名
句
』
本
文
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

「
五
種
正
食
一
飯
二
乾
飯
三
麨
四
魚
五
肉
。」『
律
宗
新
學
名
句
』（
続
藏
経
五

九
、
六
八
二
、
上
）

ま
た
同
様
の
記
述
は
、
道
宣
の
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
や
法
雲
の
『
翻
訳

名
義
集
』
に
も
見
え
る
。

「
四
分
中
有
五
種
蒲
闍
尼
此
云
正
食
謂
糗
飯
乾
飯
魚
肉
也
。」『
四
分
律
刪
繁

補
闕
行
事
鈔
』（
大
正
蔵
四
〇
、
一
一
七
、
下
）

「
四
分
律
云
。
有
五
種
蒲
闍
尼
。
此
云
正
謂
糗
飯
乾
飯
魚
肉
也
。」『
翻
訳
名

義
集
』（
大
正
蔵
五
四
、
一
一
七
三
、
下
）

36 

顕
智
は
「
玉
」
を
「
下
」
と
書
き
下
し
て
い
る
文
献
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

原
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

37 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
〇
九
頁
。

38 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
〇
九
〜
六
一
〇
頁
。

39 

『
聞
書
』
に
は
、『
大
般
涅
槃
経
』
南
本
巻
十
六
と
南
本
巻
三
十
三
の
間
に
は
、

『
大
般
涅
槃
経
』
南
本
巻
二
十
九
（
大
正
蔵
一
二
、
七
九
六
、
上
）
が
引
か
れ
て

い
る
。

「
巻
三
十
一
師
子
吼
菩
薩
品
第
十
一
之
五
言

復
發
誓
願
。
爲
欲
説
法
度
衆
生
故
。
或
作
麞
鹿
羆
鴿
獼
猴
龍
蛇
金
翅
魚
鼈
狐

兎
牛
馬
之
身
。」（
真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
一
〇
頁
）

こ
の
引
用
は
畜
生
界
に
墜
ち
た
衆
生
の
た
め
に
菩
薩
が
十
の
動
物
の
身
と
変
化
す

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
直
接
的
に
肉
食
の
こ
と
を
記
し
て
い
な
い
。

し
か
し
直
後
の
引
用
が
菩
薩
が
魚
、
亀
と
変
化
し
て
飢
餓
の
衆
生
の
前
に
現
れ
る

と
い
う
引
用
で
あ
る
の
は
前
後
の
関
係
と
ふ
せ
て
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

40 

真
宗
史
料
集
成　

巻
一
、
六
一
〇
頁
。

41 

親
鸞
が
「
三
種
浄
肉
」
と
「
十
種
肉
」
を
書
写
し
た
「
浄
肉
文
」
は
高
田
専
修

寺
に
現
存
し
て
い
る
。
し
か
し
『
見
聞
集
』
中
の
「
涅
槃
経
」
は
『
大
般
涅
槃

経
』
南
本
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
浄
肉
文
」
は
巻
数
が
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
文
章
も
短
い
た
め
、
北
本
、
南
本
の
ど
ち
ら
を
書
写
し
た
の
か
不
明
で

あ
る
。

『
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
』
巻
九
、
解
説
、
三
六
五
〜
三
六
六
頁
。

土
橋
秀
高
『
戒
律
の
研
究
、
第
二
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
二
年
）
三
〇
八
〜

三
〇
九
頁
。

巻
四
、
巻
十
六
の
引
用
は
、
以
下
を
参
照
。

『
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
』
巻
九
、「
見
聞
集
Ⅱ
、
涅
槃
経
」、
一
一
九
〜
一
二
一
頁
、

九
五
〜
九
六
頁
。

42 

こ
の
『
見
聞
集
』
は
、
親
鸞
が
『
唯
信
抄
ひ
ら
が
な
本
』
の
袋
と
じ
を
切
り
開

い
て
、
裏
側
に
『
浄
土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』、『
涅
槃
経
』
な
ど
を
書
写
し
た

も
の
で
、
表
紙
に
「
見
聞
集
」、「
愚
禿
親
鸞
」
と
あ
る
。
こ
の
「
涅
槃
経
」
は
、
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『
唯
信
抄
ひ
ら
が
な
本
』
の
「
す
く
わ
れ
か
た
し
と
お
も
ふ
へ
き
」
か
ら
終
わ
り

ま
で
の
背
面
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。

『
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
』
巻
九
、
凡
例
、
解
説
、
三
六
五
〜
三
六
六
頁
。

『
定
本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
、
解
説
、
二
四
一
〜
二
四
五
頁
。
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10
 

 

                                         

 

 

 

     

― 念 佛

 

―

 

三 歸 ― ― 念 法

 

     

― 念 僧

 

 
                           ― 不 殺 生

 

― 不 偸 盜

 

―

 
五 戒 名 有 漏 戒 名 近 事

 

― ― 不 邪 婬

 

― 不 妄 語

 

― 不 飮 酒

 

― 一 不 殺 生

 

― 二 不 偸 盜

 

― 三 不 邪 婬

 

― 四 不 妄 語

 

―

 

十 善

 

翻 十 惡 名 十 善 名 有 漏 戒 ― ― 五 不 惡 口

 
― 六 不 兩 舌

 

― 七 不 綺 語
 

― 八 不 慳 貪

 

― 九 不 瞋 恚

 

― 十 不 邪 見

 

― 小 乘 戒 ― ―

 

二 百 五 十 戒

 

如 別 紙

 

―

 

五 百 戒

 

以 上 比 丘 戒 令 一 倍

 

正 學 六 戒

 

五 戒 之 上 加 不 非 時 食

 

         

― 先 五 加 五 戒

 

― 六 不 得 脂 粉 塗 身 歌 舞 唱 伎 往 觀 聽

 

―

  

近 住 戒

 

名 八 齋 戒

 

― ― 七 不 高 廣 大 床

 

― 八 齋 不 非 時 食

 

 

          

― 一 不 殺 生

 

― 二 不 偸 盜

 

― 三 不 婬 戒

 

― 四 不 妄 語

 

戒 善 二

     

―

 

沙 彌 戒 十

 

或 勤 策 戒 云 也 ― ― 五 不 飮 酒

 

― 六 不 得 脂 粉 塗 身 歌 舞 唱 伎 往 觀 聽

 

― 七 不 高 廣 大 床

 

― 八 不 非 時 食

 

― 九 不 取 金 銀 等 類

 

― 十 不 堀 地 伐 草

 

倶 舍 ニ ハ 歌 舞 觀 聽 爲 第 七 除 堀 地 伐 草

 

 

 

― 攝 律 儀 戒

 

亦 名 受 者 教 戒

 

   

― 大 乘 戒 三

 

三 聚 淨 戒 ― ― 攝 善 法 戒

 

亦 名 中 道 戒

 

― 攝 衆 生 戒

 

亦 饒 益 有 情 戒

 

 

 

― 一 利 衆 生 戒

 

― 二 不 受 外 道 戒

 

受 三 世 佛 淨 戒 故

 

― 三 無 著 戒

 

不 迴 向 三 有 故

 

― 四 安 住 戒

 

不 犯 一 切 戒

 

十 無 盡 戒

 

華 嚴 經 十 無 盡 藏 品

    

― 五 不 諍 戒

 

不 非 先 制 不 更 造 立 不 因 此 戒 惱 亂 衆 生

 

― 六 不 惱 害 戒

 

不 以 呪 術 惱 衆 生 故

 

― 七 不 雜 戒

 

離 六 十 二 見 但 觀 縁 起 故

 

― 八 離 邪 戒

 

不 作 持 相 欲 使 他 知 内 無 實 徳 現 有 徳 相

 

― 九 不 惡 戒

 

見 破 戒 不 怪 蔑 故

 

― 十 清 淨 戒

 

捨 十 惡 持 十 善

 

図 表　 『 大 名 目 』 『 影 印 高 田 古 典 』 巻 三 、 二 八 七 〜 二 八 九 頁 を 参 照 。
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Nenbutsu Lifestyle of Early Shin Buddhism Having 
No Commandments: With a Focus on Takada Kenchi

ITAJIKI, Masumi

There is no evidence that 親鸞 created any regulations or prescriptions for bringing 

together his disciples. However, we can infer that Shinran’s disciples established prescriptions 

called “prohibitions” (seikin) to consolidate their own groups of disciples. However, there 

have been no sources to consult other than the prohibitions themselves to investigate the 

prescribed lifestyles of disciples. We focus on 高田顕智 and analyze his nenbutsu lifestyle. 

The following conclusions were reached after a thorough analysis. First, 大名目 and other 

sources tell us that Kenchi was an expert in Buddhist precepts. Moreover, 聞書 cites on 

what to do after eating the five pungent roots and the acceptability of eating meat and its 

exceptions. Hence, we can conclude that Kenchi’s thoughts were on how to lead a religious 

life while paying attention to what he ate and maintaining his health.


