
宗

門

の

傳

法

に

つ

い

て

小

西

存

砧

宗
門

の
傳
法
は
、
古
來
傳
宗
と
傳
戒
と
の
二

つ
に
分
れ
、
謂
は
ゆ
る
兩
胝
相
承
と
い
ふ
ご
と
に
成
つ
て
ゐ
る
。
是
は
宗
門
の
中
齟
ハと

い
わ
れ
、
叉
傳
法
制
度
の
創
定
者
と
い
わ
れ
て
ゐ
る
了
譽
聖
冏
上
人
の
傳
戒
論

(淨
拿

五
鍛

)
に

凡
於
一一淨
土

一
宗

一有
三
一血
脈
↓所
謂
宗
脈
與
二
戒
脈
一是
也
。
若
傳
レ宗
之
時
必
以
傳
レ
戒
、
此
,
條
殊
淨
土

一
宗
ワ
離
者
彼
此

一
同
也
。

と
い
つ
て
在
る
の
に
依
準
し
た
も
の
で
、
い
か
に
も
夫
れ
が
正
し
い
こ
と
と
思
は
れ
る
。

と
こ
ろ
が
室
町
の
末
期
ご
ろ
か
ら
、
こ
の
傳
宗
傳
戒

の
ほ
か
に
、
今
ひ
と
つ
布
薩
戒

の
傳
法
と
い
ふ
も
の
が
起

つ
て
き
て
、
在
來

の

兩
胝
相
承
が
三
胝
相
承
と
い
ふ
こ
と
に
變

つ
て
き
た
。

是
は
兩
脈
σ
な
か
の
傳
戒

が
、
よ
し
そ
の
正
統
は
自
分
の
宗
門
に
あ
る
に
し
て
も
、
も
と
く

他
宗

の
う
ち

に
發
生
し
他
門

の
傳
法

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
な
ん
と
か
自
分

の
方
に
も
、
自
宗

の
う
ち
に
起
原
を
も
つ
た
獨
自
な
戒
法
が
欲
し
い
と
い
つ
た
教
會
史
的
な
要

望
に
加

へ
、
今
ま

一
つ
は
、

一
身
の
う

へ
に
二
つ
の
血
胝
を
傳
授
さ
れ
て
み
て
も
、
そ
れ
が
心

の
う
ち
で
雫
行

し
て
甥
立
を
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
の
で
は
、
頗
る
安
定
を
缺
く
恨
が
あ
る
。
で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
を

一
つ
に
統
合
し
た
い
も

の
だ
と
い
ふ
個
入

的
な
要
求
も
あ
り
、

宗
門
の
億即法
に
つ
い
て

(小
西
存
蕨
)

三



東

洋

學

論

叢

四

さ
い
わ
ひ
念
佛
は
萬
徳
所
歸
の
法
で
、
防
非
止
惡

の
功
能
略
自
然
に
そ
の
う
ち
に
含
ま
、れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
念
佛

の
道
共

戒
的
性
格
を
布
薩

の
長
養
性
と
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
布
薩
戒
と
稱
し
て
念
戒

一
致
の
戒
法
を
唱

へ
出
す
に
い
た

つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

然
し
そ
れ
を
、
い
つ
誰
が
唱

へ
出
す
に
い
た
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
就

い
て
は
、
今
日
な
ほ
そ
れ
を
立
證
す
る
に
足
る
だ
け
の
明
確

.な
文
獻

が
發
見
さ
れ
て
ゐ
な

い
。
が
し
か
し
、
室
町
末
期
に
出
來
た
圓
戒
關
係
の
傳
籍
中
に
、
さ
う
し
た
記
事

の
見

へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

か
ら
み
る
と
、
略
ぼ
そ
の
前
後
に
發
生
し
た
も

の
だ
と
い
ふ
ご
と
が
、
だ
い
た
い
云

へ
る
わ
け
で
あ
る
。

二

そ
れ
で
布
薩
家
の
唱
道
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

こ
の
戒
は
も
と
宗
租
が
夢
定
中
に
を
い
て
、
大
唐
の
善
導

和
樹
か
ら
親
し
く
傳
受

を
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
宗
門
最
上
の
秘
法
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
宗
祀
は
是

が
た
め
に
廣
略
の
戒
儀
を
作
り
、
鎭
西
、
記
主
、
白
旗
と
以
下

傳

々
次
第
し
て
相
承
せ
ら
れ
、
近
く
明
治
の
末
期
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
據
と
さ
れ
て
ゐ
る
『
淨
土
布
薩
式
」
(彎

な
る

も
の
が
、
頗

る
檢
討
を
要
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
言

ふ
は
、
今
書
は
相
當
古
い
時
代
か
ら
宗
組
の
選
述
と
し
て
、
現
に
冏
師
の
傳
戒
論

(淨
全
+
五
觚
勣
)
な

ど
に
も
そ
の
名
前
が
擧

げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
少
し
く
注
意
を
し
て
そ
の
内
容
を
窺
つ
て
み
る
と
、
そ
の
中
に
陰
陽
男
女

の
祕
釋
な
ど
が
あ
つ
て
、
す

こ
ぶ
る
彼

の
コ
ラ
プ
ト
し
た

一
念
義
亜
流

の
口
吻
を
想
は
し
む
る
も
の
が
多
分
に
あ
る
。
是
は
何
ふ
し
て
も
宗
祀
の
邏
述

と
は
認
め
難

い
も
の
で

あ
る
Q

さ
れ
ば
紀
伊
總
持
寺
の
大
江

(南楚
)
和
欝
を
は
じ
め
、
瓔
珞
卷

の
敬
首
律
師
、
縁
山
の
大
玄
櫓
正
な
ど
は
、
績

い
て
そ
の
僞
妄
を
唱

へ
、

次
い
で
明
治
の
初
年
、
行
誠
和
上
な
ど
も
切
り
に
そ
の
廢
止
を
彊
調
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
、
成
功
を
み
る
に
は
至
ら
な
か

つ
た
。
然
し
そ



の
後
、
い
ろ
ー

と
研
究
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
明
治
四
十
五
年

一
宗
の
協
賛
を

へ
て
全
く
廢
絶
を
さ
れ
る
こ
と
に
な

つ
た
。

三

そ
れ
で
布
薩
戒
は
現
在
で
は
、
宗
門
の
傳
法
か
ら
全
く
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
江
戸
の
中
期
に
あ

つ
て
は
、

=
示
最
極

の

祕
法
と
し
て
馬
恰
度
か
の
台
密

の
蘇
悉
地
大
法
の
や
う
に
非
常

に
尊
重
を
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
に
徳
本
上
人
の
別
傳
の
な
か
に

(淨
全
十
八

麾
勣
)
次
の
や
う
な
記
事
が
見
え
て
ゐ
る
。
曰
く
、

師

の
常
に

「
淨
土
宗
の
至
極
は
稱
名
の

一
法
に
あ
り
、

こ
の
外
に
沙
汰
す
べ
き
道
な
し
」
と
の
給

へ
る
に

つ
き

て
、

或
人
の
日

「
師
は
い
ま
だ
し
り
給
は
す
や
、
淨

土
宗
に
は
布
薩
と
申

こ
と
侍
り
、

こ
れ
を
も
て
至
極
と
す
念
佛
の
み
に
は
あ
ら
じ
」
と
申
し

つ

を
聞
給

ぴ
て
、
念
佛
に
勝
れ
た
る
法
門
は
よ
に
あ
る
ま
じ
と
お
ぼ
し
な
が
ら
も
、
法
門
無
盡
な
り
獪
さ
る
事

も
や
な
ど
、
聊
お
ぼ
し

煩
給
ぴ
し
と
こ
ろ
、

一
夜
誰
と
も
し
ら
す

一
卷
の
文
を
出
し
て
、

「
こ
れ
な
ん
布
薩
よ
」
と
ホ

ぴ
つ
る
を
み
れ
ば
、
例
の

一
枚
起
請

文
に
ぞ
あ
り
け
る
。
兼
て
さ
も

こ
そ
思
ぴ
つ
れ
と
お
ぼ
す
に
、
や
が
て
夢
覺
た
り
。
師

の
粉
引
歌
の
は
じ
め

に
、
こ
れ
が
萬
行
具
足

の
戒
よ
と
の
給
ぴ
し
は
、

こ
の
冥
告
の
旨
を
述
給

へ
る
な
り
ー

と
。

い
か
に
も
布
薩
戒
は
、
宗
祀
に
始
ま
つ
た
傳
法
で
は
斷
じ
て
な
い
。
確
か
に
是
は
、
當
時
に
を
け
る
歡
界

の
い
ろ
-
文

な
悔
勢
に
刺

戟
さ
れ
て
發
生
し
た
宗
門
の
自
主
的
精
神
の
發
揚
で
、
そ
σ
限
り
に
を
い
て
全
く
妄
傳
だ
と
斷
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
念
佛
の
眞
諦
的
信
念
が
、
實
際
に
を
い
て
俗
諦
生
活
に
體
現
さ
れ
て
く
る
場
合
、
そ
こ
に

一
種
の
規
範
性
を
帶
び
て
、
謂
は
ゆ

る
布
薩
戒
と
稱
す
る
が
ご
と
き
念
戒

一
致
の
形
態
を
と
つ
て
く
る
に
い
た
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

こ
れ
亦
た
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

事
實
で
あ
る
。

b丕
門
の
偉
四法
に
つ
い
て
(
小
西
存
肪
)

'五



東

洋

學

論

叢

六

導
師
の
般
舟
讃

(爨

四

鐚

)
に
、
念

女
稱
名
常
懴
悔
と
い
ふ
こ
と
が
申
し
て
あ
る
。
是
は
お
互
ぴ
に
か
く
有

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
,
か

く
爲
て
は
成
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
み
な
誰
で
も
よ
く
解
か
つ
て
ゐ
る
。
解
か
つ
て
ゐ
て
、
而
か
も
夫
れ
が
そ
の
通
ほ
り
に
遣
れ
な

い
の
が
我
女
の
現
實
で
あ
る
。
こ
の
淺
間
し
い
ー

そ
し
て
そ
れ
を
自
分
で
何
ふ
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
力

な
自
分
の
實
際
を
反
省

す

る
時
、
わ
れ
ー

は
佛

の
力
に
縋
ら
す
に
は
を
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
軈
て
布
薩
戒
と
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

叉
宗
祀
の
登
山
歌

(淨
全
+
六
厳
覿
)
に
、
次
の
や
う
な

一
文
が
見
え
て
ゐ
る
。

そ
れ
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な

へ
よ
。
四
十

八
輕
を
ま
も
り
て
四
十

八
願
を
た
の
む
は
、
心
に
ふ
か
く
こ
ぴ
ね
が
ふ
所
な
り

ー

と

。

是
は
宗
祀
が

一
念
義
な
ど
の
邪
見
に
封
し
て
、
正
信
本
願
、
秉
信
因
果

の
正
見
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
特
に
梵
網
經

の
十
重
四
十
八
輕
戒
と
大
經

の
十
念
と
四
十
八
願
と
を
獨
照
せ
し
め
て
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
暗
に
念
戒

一
致

の
氣
も
ち
を
仄
め

か
し
て
ゐ
ら
れ
る
も
の
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

街
そ
れ
に
つ
い
て
、
勅
傳
第
四
十
六

(淨
全
+
六
撚
驚
)
に
、
鎭
西
上
人
の
傳
記
が
載

せ
て
あ
る
。

そ
の
中
に
衣
の
や
う
な
記
事
が
見

え
て
ゐ
る
。

ア
カ
ツ

ケ

文
永
の
比
、
聖
光
房
の
弟
子
然
阿
彌
陀
佛
と
勢
觀
房
の
附
弟
蓮
寂
房
と
、
東
山
赤
築
地
に
て
四
十
八
日
の
談
義
を
は
じ
め
し
時
、

然
阿
彌
陀
佛
を
よ
み
く
ち
と
し
て
兩
流
を
校
合

せ
ら
れ
け
る
に
、

一
と
し
て
違
す
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
れ
ば
、
蓮
寂
房
の
云
、
日
比

勢
觀
房
の
申
さ
れ
し
こ
と
は
、

い
ま
す
で
に
符
合
し
ぬ
。
予
が
門
弟
に
を
き
て
は
、
鎭
西
の
相
傅
を
も
て
我
義

と
す
べ
し
、
さ
ら
に



別
流
を
た
つ
べ
か
ら
す
と
。

こ
れ
に
よ
り
て
か
の
勢
觀
房
の
門
流
は
、
み
な
鎭
西
の
義
に
依
附
し
て
別
流
を
た
て
す
と
ぞ
う
け
た
ま
は

る
ー

と
。

こ
の
兩
流

の
校
合
は
、
宗
門
で
は
非
常
に
有
名
な
事
が
ら
で
、
屡

女
あ
ち

こ
ち
の
書
物
に
も
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
史
實
な
の
で
あ
る
が
、

古
來
そ
の
校
合
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
全
く
不
明
と
さ
れ
て
ゐ
た
。

所
が
大
正
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
石
塚
(飜

彎

〒

ッ
(鬻

鸞

)
兩
師
多
年
の
勞
作
に
な
る
英
譯
勅
修
御
傳
の
註
釋

("
瞬
ρ
)
に

依

る
と
、
わ
が
宗
組
の
所
見
は
、
念
戒
は
互
ひ
に
相
資

の
法
で
、
途
に
は

一
致
す
べ
き
も
の
と
見
て
ゐ
ら
れ
た

と
云
ふ
點
に
を
い
て
、

然
蓮
兩
師

の
意
見
は
完
全
に

尸
致
し
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
百
萬
邊
知
恩
寺
に
、
古
く
か
ら
布
薩
法
と
稱
す

る
文
書
が
在

つ
て
、
そ
の
な
か
に

「
鷄
明
」
と
い
ふ
夊
字
が
見

へ
て
ゐ
る
。

然

し
そ
の
意
義
が
不
明
で
あ
つ
た
が
た
め
、
久
し
く
學
者

σ
間
に
疑
問
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
寺

田

(京
都
府

久
世
郡
)
の
三
縁

寺

に

こ
れ
ま
で
嘗

て
開
か
れ
た
こ
と
の
な
か
つ
た
文
書
が
發
見
さ
れ
て
、
そ
れ
が
赤
築
地
の
シ
ノ

ニ
ム
で
あ
る
こ
と
が
解
か
つ
た

こ
と
に

由

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
自
分
は
、

一
遍
そ
の
文
書
を
自
分
に
も
確
か
め
、
叉
世
間

へ
も
紹
介
を
し
た
い
と
思
つ
て
、
早
速
そ
れ
ら
の
兩
寺

へ
出
掛
け
、

御
蕁
を
し
て
み
允
の
で
あ
る
が
、
生
憎
い
ろ
ん
な
事
情
で
そ
の
志
願
を
果
た
す
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
こ
と
は
遺
憾

で
あ
る
。
併
し
い

つ
か
は
必
す
そ
れ
を
實
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

つ
て
ゐ
る
。

五

そ
れ
で
布
薩
戒
は
、
傅
法
と
し
て
は
上
蓮

の
や
う
な
理
由
で
當
然
否
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
宗
義
σ
實
際
的
活
現
と
し
て
は
由
殊

宗
門
の
傳
法
に
つ
い
て

(小
西
存
蕨
)
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八

に

こ
れ
か
ら
大
に
強
調
さ
れ
て
往
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

へ
て
ゐ
る
。
さ
す
が
に
椎
尾
博
士
の
ご
と
き
は
、
夙
に
こ
の
點
に
着
目

を
せ
ら
れ
、
そ
の
廣

い
深
い
研
究
よ
り
し
て
、
昭
和
六
年

「授
戒
講
話
」
と
払
ふ
も
の

一
卷
を
刊
行
し
て
ゐ
ら
れ

る
。
頗
る
後
生
を
資

釜
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
多
大
で
あ
る
。

今
ま
本
學
報

の
發
刊
に
際
し
、
係
り
の
ほ
う
か
ら
何
か

一
文
を
と
の
勸
め
に
遇
ひ
、
別
に
是
と
い
つ
て
纒

め
た
持
合
せ
が
な
い
。
忽

卒

敢
て
こ
の

一
文
を
草
し
、
御
挨
拶
に
代

へ
た
衣
第
で
あ
る
。


