
日
蓮
初
期

の
戒
観
に

つ
い
て

(
石

田
)
 

二
七

二

日
蓮
初
期

の
戒
観

に

つ
い
て

石

田

瑞

麿

日
蓮
の
思
想
を
扱
う
に
は
、
佐
前
、
佐
後
と
い
つ
た
目
安
を
置
く
お

き
方
が
常
識
と
さ
れ
て
い
る
が
、
戒
律
と
い
う
視
貼
に
限
つ
て
見
る
場

合
に
は
鯨
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
ま
ず

初
期
修
學
時
代
と
日
蓮
の
立
教
開
宗
と
の
間
に

一
線
を
引
い
て
み
る
方

が
委
當
か
と
思
わ
れ
、
立
教
開
宗
後
は
、
「本
門
」
「戒
壇
」
の
語
が
見

ら
れ
る

『
法
華
行
者
値
難
事
』
が
執
筆
さ
れ
た
文
永
十

一
年
を
境
と
し

て
前
後
に

一
線
を
引
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
蓮

の
庭
女
作
と
見
ら
れ
る
も
の
は
『
戒
髄
印
身
成
佛
義
』
で
あ
る
。

も

こ
の
書

は
仁
治
三
年

(
一
二
四
二
)
の
も

の
と
さ
れ
、
日
蓮
が
四
年
の

鎌
倉
遊
學
を
終
え
て
、
清
澄
に
鋸
つ
て
か
ら
書
か
れ
た
と
、
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
著
述
後
に
ま
も
な
く
叡
山
に
登

つ
て
い
る
。

か
れ
は
こ
の
書
で
な
に
を
語
ろ
う
と
し
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
ま

ず
本
書
が
戒
髄
に
四
つ
の
種
類
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
(
一
)
小
乗
の
戒
髄
、
(
二
)
権
大
乗

の
戒
髄
、
(
三
)法
華
開
會

の
戒

髄
、
(
四
)
眞
言
宗
の
戒
髄
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
小
乗

の
戒
髄
は

「
壼
形

壽

一
業
引

一
生
の
戒
、髄
」
で
、
「微
細
の
青
黄
赤
白
黒

・
長
短
方
圓
形
」

(縮
刷
御
遺
文
、
三
頁
)
と
し
、
灌
大
乗
の
戒
髄

は
法
華
以
前

の
戒
髄
と

し
て
捉
え
て
、
梵
網

・
理
略
の
二
経
に
よ
つ
て
こ
れ
を
代
表
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
天
台
智
顕
の
作
と
さ
れ
た

『
梵

網
菩
薩
戒
義
疏
』
の
解
繹
に
よ
つ
て
、
こ
の
戒
膿
を

「無
作
假
色
」
と

し
、
い
わ
ば

「
色
法
」
で
あ
る
と
捉
え
、
ま
た

『
理
路
経
』
に
よ
つ
て
、

こ
の
戒
髄
は
無
量
無
邊
劫
に
失
わ
れ
な
い
と
し
た
が
、
別
圓
二
教
に
ま

た
が
る
こ
の
二
経
の
圓
と
法
華
の
圓
と
の
差
異

に
つ
い
て
は
、
前
者
は

ス
ル

ヲ

「法
華
已
前
の
。
圓

の
戒
髄

を
受
け

て
。
其
上
に
議
二得

生
身
得
忍
一

也
。
或
は
法
華
已
前
の
圓
の
戒
髄
は
別
教
の
撮
囑
な
り
。
法
華
の
戒
膿

リ

シ

ノ

は
受
不
受
を
不
レ
云
。
開
會
す
れ
ば
戒
髄
を
獲

得
す

る
事
復
如
レ是
。
」

(六
頁
)
と
い
う
、
特
異
な
解
繹
を
展
開
し
た
。

つ
ま
り
、
前
者

の
圓

の
戒
髄
は
十
重
四
十
八
輕
戒
を
受
け
る
こ
と

に
よ

つ
て
獲
得
す
る
か

ら
、
圓
と
い
つ
て
も
別
教
の
所
撮
で
あ
る
し
、
後
者
の
圓
の
戒
膿
は
受

不
受
と
關
係
な
く
、
「開
會
す
れ
ば
」
獲
得
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
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こ
の

「開
會
」
に
よ
つ
て
獲
得
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
第
三
の
法
華
開
會
の
戒
髄
の
と
こ
ろ
で
、
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
ず
法
華
開
會
の
戒
髄

と
は

「
佛
因
佛
果

の
戒
膿
」
(八
頁
)
で
あ

る
、
と
い
う
。
そ
の
意
味
は
、
開
會
の
法
門
で
あ
る

「
法
華

一
部
八
品

二
十
八
巻
、
六
萬
九
千
三
百
八
十
四
字

一
一
の
文
字
」
に
よ
つ
て

「
三

乗
五
乗
七
方
便
九
法
界
の
衆
生
を
皆
砒
盧
遮
那
の
佛
因
と
開
會
す
る
」

と
き
、

こ
れ
ら
の
衆
生
は
、
そ
の
身
も
と
も
と

「
皆
戒
髄
」
で
あ
る
か

ら
、
法
華

の
開
會
を
受
け
て
佛
因
の
戒
髄
と
な
る
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
九
法
界
の
衆
生
が
す
べ
て
戒
髄
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
戒

の
本
で
あ
る
五
戒
を
も
つ
て
い
た
、
と
い
う
理
解
に
立
脚
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
と
く
に
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
修
羅
の
四
悪
趣
に
戒
髄
を
認

め
る
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
は
五
戒
を
破
つ
た
た
め
に
四
悪
趣
の
身

を
受
け

て
い
る
が
、
五
戒
が
な
く
な
つ
た
の
で
は
な
く
、

四
悪
趣
は
そ

れ
そ
れ
姿
は
攣
わ
つ
て
い
て
も
、

い
ず
れ
も

「
人
身
」
(蛇
も
實
は
四
足

で
、
前
二
足
は
手
で
あ
る
と
み
る
ご
と
き
)
を
う
け
て
い
る
の
は
、
か
つ
て

「
五
戒
が
有
」
(九
頁
)
つ
た
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
を
示
し
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
、
悪
趣
の
も
の
も
、
か

つ
て
の
五
戒
に
よ
る
戒
膿

を
た
よ
り
と
し
て
法
華
の
開
會
に
よ
つ
て
佛

因
と
開
會
し
、
龍

女
も

ソ

メ

ノ

ヲ

「不
レ
改
二畜
生
蛇
道
身
一三
十
二
相
之
帥
身
成
佛
」
を
と
げ

る
と
解

せ

ノ

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば

「三
十
二
相
無
表
色
の
戒
髄
」
が
法
華

の
開
會
に
よ
つ
て

「
獲
得
す
る
」
(
一
〇
頁
)
の
で
あ
る
。

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
戒
の
受
得
と
い
う

こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
五
戒
が
戒
の
基
本

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
遠
い
過
去
の
「
未
酬
の
善
根
」
で
あ
る
だ
け
で
十
分
で
、

い
ま
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
過
去
の
五
戒
の
未
酬
の

善
根
も
、
わ
が
身
は

「佛
因
と
習
」
(
一
一
頁
)
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ

の
ま
ま
佛
因
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
佛
因
と

な
る
め
は

「
一
界
の
成
佛
は
十
界
の
成
佛
」
で
あ
り
、
「法
華
の
意
は
凡

夫
も
實
に
は
佛
」
で
あ
る
と
い
う

「
十
界
互
具
」
(
一
三
頁
)
の
理
念
に

よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
五
戒
の
身
を
押

へ
て
佛
因
」
と
さ
と

(
マ
マ
)

る
と
き
が

「法
華
経
の
悟
」
り

で
あ

つ
て
、
「
五
戒
の
我
髄
は
即
身
成

佛
と
も
被
レ
云
」
(
一
四
頁
)
と

い
う

の
で
あ
る
、
と
説
く
。

第
四
は
眞
言
宗
の
戒
髄
で
あ
る
が
、
日
蓮
は

こ
れ
に
つ
い
て
多
く
は

ソ
カ

語
る
こ
と
を
や
め
、

た
だ
こ
の
戒
髄
の
名
を
掲

げ
た
の
は
、
「
爲
レ令
三

ヲ
シ
テ

ラ

ヨ
リ

ノ

ル
ル
コ
ト
ヲ

人

知
二
顯
教

密
教
勝
一

」
(
一
五
頁
)
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。

以
上
に
よ
つ
て
、
『
戒
髄
即
身
成
佛
義
』
が
言
お
う

と
し
た
概
略
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
日
蓮
の
戒
観
の

特
色
を
う
か
が
つ
て
み
る
と
、
は
じ
め
の
小
乗

・
禮
大
乗
の
戒
に
つ
い

て
は
、
從
來
の
考
え
方
を
受
け
て
い
る
ら
し
く
、

注
目
さ
れ
る
も
の
は

な
い
。
し
た
が
つ
て
い
き
お
い
日
蓮
の
戒
観

の
特
色
は
法
華
開
會
の
戒

髄
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ

こ
こ
に
か
れ
の
思
想
の

掲
自
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
検
討
を
必
要
と
す
る
。

ま
ず
、
法
華
開
會
に
よ
つ
て
、佛
因
の
戒
禮

を
獲
得
す
る
と
考
え
て
、

日
蓮
初
期

の
戒
観

に

つ
小
て

(
石

田
)
 

二
七
三
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日
蓮
初
期

の
戒
観

に

つ
い
て

(
石

田
)
 

二
七

四

い
わ
ゆ
る
戒
の
受
不
受
が
問
題
と
な
つ
て
い
な
い
鮎
に
つ
い
て
、
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
日
蓮
も
い
う
よ
う
に
、
「
此
経
を
得
レ
意
」
る
と
き
戒
髄

を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
法
華
経
』
「寳
塔
品
」
の

「此
経
難
レ

持
。
若
暫

持
者
。
是
名
下
持
レ
戒
行
二頭
陀
一者
上
」
に
根
嫁
を
置

い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
く
は
日
蓮
が
叡
山
に
趣
い
た
と
き
に

受
學
し
た
師
で
あ
る
俊
範
の

『
一
帖
抄
』
に
、
「
法
華
戒
」
と
い
う
名

稻
の
も
と
で
、

つ
き
の
よ
う
な
所
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

そ
こ
で
は
ま
ず
、

こ
の
経
を
持
つ
こ
と
を
持
戒
と
呼
ぶ
と
い
う

「寳
塔

品
」
の
趣
意
の
命
題

が
掲
げ
ら
れ

た
あ

と
、
『
法
華
経
』
は
法
界
に
安

ノ

佳
す
る
こ
と
を
も
つ
て
髄
と
し
、
こ
れ
を

「
三
學
倶
傳
妙
法
戒
」
と
も
、

「
圓
頓
戒
」
と
も
名
づ
け
る
か
ら
、
法
界
に
安
住
し
て
、
こ
の
五
髄
が

印
ち
そ
の
ま
ま
本
有
常
住
で
あ
る
と
顯
わ
す
こ
と
が
持
戒
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を

一
得
永
不
失
の
戒
と
呼
び
、
こ
れ
に
つ
い

ト
ハ

ヒ

ル
ト
ハ

ケ

タ
ル

て
こ
の
、
「
一
得

一
得

不
レ
可
レ
得
レ
意
。
只
自
ヒ
元
開
得

貌
也
」
と
示

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戒
は
本
來
備
わ
つ
て
い
て
、
そ
れ
が
経
を

持
つ
こ
と
に
よ
つ
て
開
け
て
く
る
だ
け
だ
、
ど

い
う
意

を
語

つ
て

い

る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
持
経
す
な
わ
ち
持
戒
と
い
う

『法
華
経
』
の

教
説
に
立
脚
し
た
考
え
方
が
述

べ
ら
れ
て
い
て
、
戒
を
ま
つ
た
く
異
質

の
も
の
に
置
き
か
え
て
し
ま
つ
た
、
新
し
い
戒
の
理
念
が
受
け
取
ら
れ
、

こ
れ
を

「法
華
戒
」
と
い
う
概
念
に
昇
華
さ
せ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

が
、
さ
ら
に
受
不
受
と
關
係
な
く
、
戒
は
す
で
に
備
わ
つ
て
い
る
と
み

て
い
る
鮎
が
特
記
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
戒
の
受
不
受
に
拘
ら
な
い
戒

髄
の
獲
得
は
法
華
を
持
つ
以
前
に
な
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
、

本
來
備
わ
つ
て
い
る
と
見
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
、

こ
の
考
え
方
は
日
蓮
の
考
え
方
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

『
一
帖
抄
』
の
筆
者
俊
範

は
、
い
わ
ゆ
る
口
傳
法

門
の
系
列
に
囑
し
て
い
る
。
皇
豊
の

『
三
十
四
箇
事
書
』
の
末
尾
に
付

さ
れ
て
い
る

「相
傳
系
圖
」
に
よ
る
と
、
「
恵

心
-
畳
超
-
勝

範
-
長

豪
-
忠

尋
-
皇

畳
-
範
源
-
俊
範
-
静
明
-
」

と
い
つ
た
系
譜
が
見
ら

れ
、
俊
範
は
皇
豊
あ
た
り
を
始
め
と
す
る
口
傳
法
門
を
う
け
た
人
物
で

あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
た
だ
俊
範
の
法
華
戒
の
思
想
を
う
か
が
わ

せ
る
も
の
は
、
皇
畳
の

『
三
十
四
箇
事
書
』
に
は
片
鱗
も
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
、
俊
範
の
法
華
戒
の
思
想
が
か
れ
猫
自
の
も
の
か
、

ま
た
さ
き
に
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
も
の
か
、
に
わ
か
に
釧
然
さ
せ

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
俊
範
濁
自
の
も
の
と
す
る
と
、
日
蓮
は
登

山
以
前
に
こ
れ
を
ど
こ
か
ら
受
け
た
か
が
疑
問

と
な
る
。
し
か
し

『
戒

髄
」即
身
成
佛
義
』
を
叡
山
勉
學
以
前
の
も
の
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

は
、
俊
範
猫
自
の
思
想
と
認
め
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
蓮

は
お
そ
ら
く
鎌
倉
遊
學

の
折
り
に
、
『圓
多
羅
義
集
』
の
書
爲
を
し
た

こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
口
傳
法
門

に
鰯
れ
て
、
上
記
の
よ

う
な
思
想
を
吸
牧
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
う
し
た
思
想
が
本

畳
門
的
な
口
傳
法
門
系
の
も
の
で
あ
る
こ
、と
は

『
一
心
金
剛
戒
髄
秘

決
』
に
よ
つ
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
こ
れ
を
指
摘
す
る

紙
敷
を
持
た
な
い
が
、
結
論
的
に
は
、
細
か
な
鮎
で
随
分
差
異
が
あ
る
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に
し
て
も
、
考
え
方
の
方
向
は
同
じ
軌
道
を
進
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
な

い
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
か
ら
日
蓮
の
獲
想
法
が
多
分
に
口
傳
法
門

系
の
思
想
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

そ
れ

で
は
日
蓮
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
口
傳
法
門
系
の
思
想
の
整

理
に
當
た
つ
て
、
と
く
に
戒
律
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
。

こ

の
理
由
に
つ
い
て
は
、

い
ま
直
接
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
を
も

た
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
鮎
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
り
そ

れ
は
、
當
時
す
で
に
關
東
に
お
い
て
着
着
と
地
歩
を
固
め
て
い
た
浄
土

宗
に
封
す
る
批
釧
的
封
抗
意
識
が
日
蓮
の
う
ち
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
、

と
推
測
す
る
覗
鮎
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
『
戒
髄
印
身
成
佛
義
』
に
は
す

で
に
浮
土
宗
批
釧
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
法
華
経
の
悟
と
申

は
易
行
」
の
中
の
易
行
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
よ
つ
て
、
決
定
的
に
な

つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
念
佛
易
行
は
法
華
易
行
か
ら
見
れ
ば
、
す

で
に
方
便
の
説
で
、
眞
實
で
は
な
い
と
す
る
思
考
が
、
法
華
開
會
の
郎

身
成
佛

を
こ
こ
に
展
開
さ
せ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
浮
土
宗
の
念
佛
は
そ
う
し
た
鮎
で
す

で
に
劣

つ
て

い
る

が
、
こ
の
宗
で
は
念
佛
爲
本
を
説
い
て
持
戒
清
浄
を
雑
行
と
す
る
。
ま

た
念
佛

の
功
徳
に
よ
る
滅
罪
を
張
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
す
で
に
早

く
か
ら
造
悪
無
碍

の
行
き
過
き
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
指
弾
の
ま
と
に
な

つ
て
い
る
。
か

つ
て
嘉
緑
の
法
難
に
よ
つ
て
幸
西
が
流
さ
れ
る
に
至
つ

た
の
も
、

こ
う
し
た
持
戒
否
定
の
線
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
語
つ
て

い
る
。
そ
し
て
浄
土
宗
に
よ
る
念
佛
の
興
行
は

一
面
に
お
い
て
肚
會
秩

序
の
否
定
を
漕
在
し
、
そ
の
危
瞼
を
内
に
孕
ん
で
い
る
。
し
た
が
つ
て

日
蓮
に
お
い
て
は
、
持
戒
清
浄
を
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
念
佛
に
封
す
る

優
位
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
よ
し
、
そ
の
持
戒
が
法
華

持
経
と
い
う
開
會
に
よ
つ
て
包
容
さ
れ
、
解
消

さ
れ
て
し
ま
う
に
し
て

も
、
念
佛
が
持
戒
を
無
視
す
る
の
と
は
ま
つ
た
く
逆
の
方
向
に
あ
る
。

浮
土
宗
に
お
い
て
も
、
後
に
は
念
佛
と
戒
と
の
融
和

一
致
を
説
く
よ
う

に
な
る
が
、
そ
れ
は
肚
會
倫
理
に
封
す
る
な
に
ほ
ど
か
の
考
慮
に
よ
る

も
の
と
す
れ
ば
、
日
蓮
に
お
い
て
は
す
で
に
そ
う
し
た
念
佛
に
お
け
る

鉄
陥
-
肚

會
二

般
の
通
念
に
立
つ
た
常
識

的
な
理
解

で
は
あ

る
が

-
を

突
い
て
、
法
華
の
優
位
を
閲
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
て
み
れ
,

ぱ
、
日
蓮
が
戒
に
焦
貼
を
當
て
た
理
由
の

一
端
は
こ
う
し
た
浮
土
宗
批

剣
を
傍
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
日
蓮

は
こ
の
あ
と

『
戒
法
門
』
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
肚

會
倫
理
で
あ
る
五
常
を
捉
え
て
、
五
戒
と
の

一
致
を
説
く
に
至

つ
て
お

り
、
よ
り
廣
い
肚
會
秩
序
の
視
貼
か
ら
も
な
が
め
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
つ
て
、
後
に
展
開
さ
れ
る
日
蓮
の
法
華
に
よ
る
國
家
守
護

の
思
想

に
連
な
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
著
述
が
な
さ
れ
た
仁

治
三
年

・
寛
元
元
年
と
い
う
時
黙
が
、
諸
年
に
お
い
て
す
で
に
戒
律
復

興
の
氣
運
が
高
め
ら
れ
、
そ
の
歩
を
進
め
つ
つ
あ
つ
た
時
代
で
あ
つ
た

こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
蓮
初
期

の
戒
観

に

つ
い
て

(
石

田
)
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