
顯
寂

大
戎
論

に
お
け
る

一
二

の
問
題

(
石

田
)

顯

揚
大
戒
論

に
お
け

ろ

一
二

の
問
題

石

田

瑞

麿

眞
寂
親
王
の

『
慈
畳
大
師
傳
』

に
は
、
圓
仁
が
臨
終

の
遺
誠
に

の
べ
た
こ
と

と
し
て
、
淳

和
天
皇

の
太
皇
后

が
菩
薩
尼
戒
壇
を
建
立
せ
ら
れ
ん
と
し
て
、
未

だ
建
立
を
見

て
い
な

い
が
、

自
分
の
作

つ
た
顯
揚
大
戒
論
は

こ
の
御
願
を
護
り

助
け
奉
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
か
ら
、

自
分
無
き

の
ち
は
、

太
皇
后
の

「
御
願
を

遽
げ
、

此
の
論
を
啓
せ
し
」
め
ん
こ
と
を
と
、

願

つ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ

の
大
戒
論

の
序

文
に
は
、
園
仁
に
よ

つ
て
は
未
だ

こ
の
論

の
大
雑
把
な
骨
格

が
漠

然
と
目
論
ま
れ
て

い
た
だ
け

で
、
細
部

の
組
織

構
格
は

整

備

さ

れ

て

い

ず
、

弟
子

「某

甲
」
ー

そ
の
弟
子
は
附
法

の
弟
子
安
慧
と
推

定
さ
れ
て
い
る
ー

(
1
)

に
よ

つ
て
完
成
し
た
も

の
で
あ
り
、

特
に

こ
の
論

の
成
立
に

つ
い
て
、
最
澄

に

よ

つ
て
樹
立
さ
れ
た
圓
頓
戒
壇
に
野
す
る
反
樹
疑
鍛

の
聲

が
漸

え
な

か

つ
た
爲

に
」

こ
の
菩
薩
の
大
戒
を
更
に

一
暦
閲

明
せ
ん
と
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

恐
ら
く
論

の
序
文
を
信
ず

べ
き

で
あ
ろ
う

と
思
う
が
、

そ
れ
で
は
、

叡
山

の
圓
頓
戒
壇
を
認
め
る
.こ
と
を
こ
ば

ん
だ
聲

の
中
核
を
な
す
圭
張
は
ど

の

よ
う
な
も

の
で
あ

つ
た

で
あ
ろ
う
か
。

大
戒
論

に
は
、

相
手
側

の
圭
張
と
い
う

も

の
が
明
瞭
で
は
な

い
。
圭
張
は
僅

に
散
見

さ
れ
る
が
、

そ

の
傳
え
る
と
こ
ろ

が
果
し
て
正
確
に
表
現
さ
れ
て

い
る
か
ど
う

か
疑
問
で
あ
る
。

恐
ら
く
こ
の
論

は
、
最
澄

の
顯
戒
論
に
引
か
れ
る
僧
統

の
奏

言
を
豫

想
し
て

い
る
か
ら
で
あ

ろ

う

か
ら
、

こ
の
奏
言
を
裏
付
け

と
し
て
窺

つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
天
台
圓
戒

の
立
場
と

こ
れ
に
甥
抗
す

る
と
こ
ろ

の
、
大
戒
論

が

「
執

小

者
」
と
呼
ん
で

い
る
南
都
戒

の
立
場
と

の
間

に
は
明
ら
か
に
喰

い
ち
が

い
が
あ

る
。
印

ち
顯
戒
論

に
於
て
既

に
明
ら
か
な
如
く
、

そ

の
中
で
最
澄
が
分
類

し
て

い
る
五
篇

の
う
ち
、

そ

の
重
要
趣
意
は
、

十
重
四
十
八
輕
戒
を
も

つ
て
、
大
乗

の
大
僧
戒

と
な
す

こ
と
、

そ
の
大
檜
戒
を
受
け
て
大
僧

と
な

る
こ
と
と

い
う
黙

、
が
認
め
う
る
か
否
か
に
か
か
つ
て
い
る

の
は
そ

の

一
つ
で
あ
る
。

顯
戒
論
は
僧

統

の
奏
言
を
引

い
て

一
々
こ
れ
を
論
駅
し
て

い
る
が
、
今
そ

れ
に
つ
い
て

一
々

鯛
れ
な

い
。
た
だ
こ

の
所
論

は
顯
揚
大
戒
論
で
も

同
じ
く
受
け
纏

が
れ
、

こ
こ

で
も

い
ろ

い
ろ

の
問
題
を
種

々
の
角
度
か
ら
論
じ
て

い
る
が
、

こ
の
成

立
を
よ

り
徹
底
的
に
論
謹
し
て
、

遽
に
反
甥
者
を

し
て

口
を
絨

せ
し
め
よ
う

と
す

る
張

い
熱
意
を
見
る

こ
と
が
出
來
る
。

先
ず
顯
揚
大
戒
論
の
論
者
は
、
南
都
戒
を
と
る
も
の
が
、
「聲
聞
を
檜
と
爲
すお

と

と
知
り

て
、
未
だ
菩
薩
を
僧
ピ
爲
す

こ
と
を
信
ぜ
ず
、

…
…
大
乗

の
戒

品
を
疑

(
2
)

し
て
沙
彌

の
戒
と
爲
す
」
も

の
で
あ
る

と
説

い
て

い
る
。

こ
こ
に

い
う
聲

聞
と

は
勿
論
南
都

の
側
か
ら
そ

の
ま

ゝ
自
己

の
立
場
と
し

て
圭
張
さ
れ
た
も

の
と
は

考
え
ら
れ
な

い
も

の
で
あ

つ
て
、
正
し
く
は
顯
戒
論

が

い
う

よ

う

に
、

「
大
僧

ま
さ
 

(
3
)
 

き

よ
う

の
名

は
別
解
腕

に
依
り

て
方
に
其

の
名
を
得
」
る
と
読
き
、
「
十
重
四
十
八
輕
戒

(4)

を
も

つ
て
大
乗

の
大
僧
戒
と
爲
す
」

こ
と
を
認
め
な

い
と

い
う
立
場
で
あ

る
。

し

ぶ
ん

四
分
律
の
二
百
五
十
戒
を
も
つ
て
比
丘
た
る
資
格
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
南

都
戒

を
奉
ず
る
も

の
は
、

自
か
ら

「
此

の
國

の
比

丘
は
小
果
を
求
む
る

こ
と
な
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(
5
)

し
」
と
い
う

自
畳
に
立

っ
て
い
る

こ
と
、
又
大
戒
論

の
論
者

が
そ

の
所
論

の
趣

く

と
こ
ろ
、

何
時

か
醤
者
を

「
共
小
」

の
も

の
と
し
、
「
迂
廻
」

の
菩
薩
と
認

め
、

「
漸
次
」
の
菩
薩

と
認
め
て

い
る
黙

を
注
目
し
た
い
。
大
戒
論

の
論
者

は
こ
れ

ら
を

「
直
往
」

の
菩
薩
と
封
立
さ
せ
、
「
漸
次

の
菩
薩
は
菩
提
心
を
獲

す

る

と

は

い
つ
て
も
、

小
乗
と
戒
行
を
同
じ
く

し
て
い
る
が
故
に
、

終
に
聲
聞

(
の
戒(6)

を
受
け
た

こ
と
)
の
薫

習
の
爲
に
牽

か
れ
て
小
鈍
智

を
得
、
無
上
智

か
ら
退
く
」

と
噺

じ
て
い
る
も

の
で
あ

る
が
、
に
も
拘
ら
ず
、

浬
繋
輕

の
所
読
を
引

い
て
、

そ
の
中
に
読
く
義

が
、
漸
次
と
直
往
に
當
る
と
し
、

「漸
次

」
は

「
五
戒

よ
り

す
な
わ

か

乃
ち
菩
薩
戒

に
至
り
、

須
陀
覆
果
よ
り
乃
ち
阿
褥
菩
提

果
に
至
る
」
も

の
、
「
是

(7)

く

の
如
く
次
第
に

淺
よ
り
深
に
至
る
」
も

の
で
あ

る
と
す
る
。

こ
れ
は
明
ら
か

に
論
旨

の
不
徹
底

で
あ
る
。
一即
ち
南
都
戒

を
奉
ず

る
立
場
を

一
は

「
無
上
智

よ

り
退
く
」
と
い
つ
て
菩
薩
よ
り
脱
落

せ
し
め
乍
ら
、

他

に
お
い
て
阿
褥
菩
提

果

を
ゆ
る
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
南
都
戒
を
奉
ず
る
も

の
は
、

自
か
ら
の
戒

が

箪
な
る
小
乗
戒
で
あ

る
と
は
考

え
る
わ
け
は
な

い

し
、

顯

戒

論

に
、
檜

統

が

「
大
乗
戒
は
傳

來
す

る
こ
と
久
し
、
大
唐

の
高
檜
、

此

の
土

の
名
僧
ぼ

相

尋
い

(8)

で
傳
授
し
、
今

に
至
り

て
絶

え
ず
」
と

い
う
如
く
、

亦
大
戒
論
に
南
都
戒
を
奉

は
じ
め

ず
る
も
の
が
、
「菩
薩
を
名
づ
け
て
僧
と
爲
す
所
以
は
、
初
に
聲
聞
戒
を
受
け

て
既
に
僧

の
號
を
得
て
、
而
る
後
に
菩
薩
戒
を
受
く
れ
ば
、
其
の
初
號
に
依
り

(7)

て
、
僧
と
爲
す
な
り
」
と

い
う
如
き
、

裏
を
か
え
し
て
云
え
ば
、

南
都
戒
を
奉

ず
る
も

の
も
、

自
か
ら
菩
薩
と
自
畳
し
、

比
丘
と
任
ず

る
以
上
、

十
戒
、

二
百

五
十
戒
を

へ
て
所
謂
る
菩

薩
戒

を
受
け

る
立
場

で
あ
る
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る

か
ら
、
浬
繋
経
に
読
く
義

の
、
漸
次

の
菩
薩

で
あ

る
わ
け

で
あ
り
、

彼
等

の
戒

も

亦
菩
薩

の
戒

で
あ

る
わ
け

で
あ

ろ
う
。
、大
戒
論

の
著
者

は

「
汝
が
受
け
る
所

実
だ
し
こ
れ

す
べ

(
10
)

の
戒

は
但
是
菩
薩
律
儀

の

一
分
な
り
、

全

て
搦
善
、

圖
釜
有
情
を
閾
く
」
と
論

断
し

て
い
る
が
、
果
し

て
そ
う

で
あ
ろ
う

か
。
道
宣

に
於

て
既
に
受
け
と
ら
れ

(
11
)

て
い
た
三
聚
漂
戒
が
、

し
か
も
鑑
眞

に
よ

つ
て
傳

え
ら
れ
て

い
る
の
に
、
南
都

戒

の
中
か
ら
消
滅

し
た
と
は
考

え
え
な

い
こ
と
は
、
今
細
読
す

る
こ
と
は
出

來

な

い
が
、

論
者

の
不
用
意
な
言
葉

の
端
に
既
に
あ
ら
わ
れ
て

い
、る

と

い
え

よ

う
。南

都
戒
を
奉
ず
る
も
の
が
圭
張
す
る
嶺
は
、
「大
檜
」
の
名
は
別
解
脱
戒
に

よ

つ
て
得

ら
れ
、
菩
薩

に
し
て
、
大
僧
た
り
う

る
の
は
、
既

に
別
解
腕
戒
を
受

け

て
い
る

と
い
う

こ
と
に
あ
る
、

と

い
う

の
で
あ

る
。

し
か

し

こ

こ

に

い
う

「
大
僧
」
と

か
、
或

い
は

「僧

」
と
か
は
、
決

し
て
檜
伽

の
意
味

で
は
な

い
。

本
來
僧
は
僧
伽
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
佛
教
々
圖
の
名
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
意
昧
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
從
つ
て
大
戒
論
の
論
者
が
智
度
論

や
南
海
寄
露
内
法
佛
等
を
引
い
て
僧
伽
の
意
味
を
明
す
る
こ
と
は
論
旨
を
混
齪

さ
せ
る
。
四
條
式
に
も
大
僧
戒
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
大
僧
は
小
僧
に
翼
す
る

も

の
で
あ
り
、

叉
六
條
式

に
示
す
よ
う
に
僧

は
沙

彌
と
甥
す

る
も

の
で
あ
る
か

ら
、

こ
れ
ら
は
比
丘
の
意

と
と
ら
ね
ば
な
ら
胤

い
。
こ
こ
に
留
意
す

べ
き
概

念

の
受
け

と
り
方

が
見
受
け
ら
れ
る
。

顯
戒
論

に
檜
統

の
言

と
し

て
、
「
凡
そ
諸
経
の
中
の
同
聞
衆

は
唯

大

菩

薩

を

以
て
一
類
と
爲
す
。
小
位
を
入
れ
て
以
て
其
の
藪
と
爲
さ
ず
。
是
を
以
て
文
殊

等
、
形
は
出
家
す
と
錐
も
比
丘
と
構
せ
ず
、舎
利
弗
等
、既
に
同
心
す
と
錐
も
菩

(12
)

薩

と
名
づ
け
ず
し

と
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
こ
に
い
う

比
丘
は
師

ち

二
百

五

十
戒
を
受
け
た

こ
と
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ
り
、

出
家

と
い
う
概
念

と
は
別
で

あ

る
。
大
戒
論
に
も

こ
の
趣
意
が
、
「執

小
者
」
の
言

と
し
て
智
度

論
を
引

い
て
の

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
文
殊
等
は
形
は
出
家
で
あ

つ
て
も
、
「
羅
迦

法
中

に
は
別

の

菩
薩
櫓
は
無

い
か
ら
、
聲

聞
檜

め
中
に
入

つ
て
次
第

に
坐
す
」

と
い
う
時

の
智

度
論

の
意
は
、

太
賢

の
古
迩
記
に
随

え
ば
、

こ
の
菩
薩
法

で
は

「
四
衆
」

あ
る

の
み
で
・
三

聚
を
受
け
た
出
家
。
在
家
の
男
女
雛

を
存
し
て
い
る
の
み
で

顯
寂
大
戒
論

に
お
け
る

一
二
の
問
題

(
石

田
)
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顯
寂

大
戒
論

に
お
け
る

一
二

の
問
題

(
石

田
)

あ
る
の
だ

か
ら
、

そ

の
限
り

で
は
、
要
當

で
あ

つ
て
、
菩
薩
法
に
は
比
丘
と

い

う
性
、

身
分
は
考
え
ら
れ
て

い
な

い
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
に
檜

で
は
あ

つ
て
も

-

こ
の
場
合

の
僧

は
比
丘
で
は
な
く
、

出
家
と
い
う
意

味
で

比
丘

で
は

な

い
と
い
う
所
論
は
な
り

立

つ
。
試
み
に
喩

伽
論

や
地
持
輕
を
見

て
も
、

菩
薩

と
比
丘
と
が
樹
脈
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る

の
は
、

比
丘
が
聲
聞
と
蓮
鎖
的
に
接

績
す
る
か
ら

で
あ
ろ
う
が
、
菩
薩
な
る
も

の
の
性

格
を
語

つ
て
い
る
。

從

つ
て

比
丘
の
意
を
も
た
な

い
と

解

せ

ら

れ

る
菩
薩
檜

の
存
在
を
心
地
襯
経
や
智

度

論
、

善
戒
輕
、

大
浬
薬
輕
等

を
引
用
し
て
読

い
て
も

焦
黙

を
ず

れ
る

こ
と

に
な

る
。
だ
か
ら
、

「執

小
者

」
に
甥

し
て
種

々
の
失
を
藪

え

て
も
、

叉
浬
繋
輕
を

引

い
て
菩
薩
は

「
先

に
あ
り

て
微
細

の
義

を
悟
り
、

聲
聞

は
後

に
在

つ
て
淺
近

め
義
を
悟
る
」
か
ら
、
菩
薩

に
こ
そ
先
に

「僧

名
」
を
與
え
ね
ば
な

ら
な

い
と

(14
)

い
う
如
き
議
論
や
七
衆
戒

は
下
民
の
如
き
も

の
、
菩
薩
戒

は
大
王
の
如
き
も

の

で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
戒

の
受
者

こ
そ

「櫓

號
」
を
得

べ
き

で
あ
る
と
い
つ
た
論

(
15
)

謹

は
、
そ

の
通
り
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
も
、

無
意
味
に
近

い
。
そ
れ
ら

は
四

衆

の
中

の
檜

を
読
い
て
比
丘
を
読
か
な

い
か
ら
で
あ

る
。

し
か
し
て
そ

の
よ
う
な

「
僧
號
」
を
與
え
う
べ
き
所
以

の
菩
薩
戒

と
は
、

三

聚
戒
、

十
重
四
十
八
(輕
戒

及
び

八
萬
威
儀
で
あ
る
こ
と
、

大
戒
論

の
論
者

の
立

場

で
あ
る
こ
と
は
當

然
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、

大
戒
論

が
占

(
16
)

察

(
善
悪
業
報
)
経

を
と
り

上
げ

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

こ

の
経

は
け
だ

し
三

聚
浮
戒
を
受
け

て
比

丘
た
り
う
る

こ
と
を
謹
す

る
唯

一
の
経
典

で
あ

る
。

こ

の

よ
う
な
占
察
輕

へ
の
注
目
は
顯
戒
(論

で
は
な
さ
れ
な

か

つ
た
鮎

で
あ

る
。
最

澄

は
僧

統

の
奏
文

に
甥

し
て
、
「
十
重
四
十
八
輕
戒

を
以
て
大

乗
の
大
檜

戒

と

爲

す
は
、
梵
網
経

に
読

く
所
な
り
。

故
に
天
宮
師

の
云
く
、
梵
網

の
大
本
に
擦

ら

ま
さ

な
ら
び

ば
、

合
に
凡

そ
大
心
を
獲

し
て
菩
戒
を
稟
く
る
を
、

蛙
に
出
家

の
菩
薩

と
名
つ

く
る
こ
と
有
る

べ
し
し
と

の
べ
る
が
、
輕

文

の
箇
所
を

示
さ
な

い
し
、

又
天
宮

慧
威

の
疏
文
に
し
て
も
充

分
そ

の
意

を

つ
く
し
た
慮
を
認
め
え
な

い
。

大
戒
論

へ
き

で
は
梵
網

の
第

二
十
三
輕
戒

(
天
台

で
は
僑
慢
僻
読
戒
)
を
掲
げ

る
が
、

そ

の

ど

こ
に
も
大
檜

た
る
こ
と
を
謹
す

る
文
は
見
出
せ
な

い
。
事
實
梵
網
経

で
は
四

衆
以
外
は
読
か
な

い
し
、
塑
路

経
も

同
経

で
あ
る
。

こ
こ
に

一
韓
期
を
書
さ
れ
る
黙

が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
大
戒
論
で

は
飴
り

自
畳
さ
れ
て

い
な

い
。

要
す
る
に
以
上

の
べ
た
如
く
、

爾
者

の
間
に
使

用
す
る
概
念
内
容
に
差
が
あ

り
、

そ
れ
が
爾
論
を
し

て
喰

い
ち
が

い
を
來
た
さ
せ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ

る

の
で
あ
る
。

1
 

大
戒
論

の
序
丈

に
は

「
貞
親

八
年
丙
戌
歳
三
月
十
六
日
」

の
日
附
を
見

る
が
、
台
租
密

目

で
は

「
同

三
年
爲
二
淳
和
太
上
天
皇
一
作
上
奏
。

傳
十

八

紙
」

の
異
傳

を
掲
げ

て

い
6
。

2
 

大
正
藏

七
四

・
六
七
八
中
。

3

傳
教
大
師
全
集

一
・

一
〇

四
。

4
 

同
右

一
・
九
七
。

5
 

同
右

一
・
一
二
七
。

6
 

大
正
藏

七
四

・
六
七
六
下
。

7
 
同
右
七
四

・
六
七
七
上
-

中
。

8
 
傳
教
大
師
全
集

一
・

二
三
。

9
 
大
正
藏

七
四

・
六
七
九
下
。

10
 

大
正
藏

七
四

・
六
六

八
中
。

同

六
六
四
下
に
竜
注
意
。

11
 
拙
稿

コ
ニ
聚
浮
戒

に
つ

い
て
」
(
印
度
學
佛

教
學

研
究

ご
號
)
参
照
。
な

お
業
疏

(
綾
藏

一
・
六
四

・
四

・
三
七
四
左
下
)

に
竜

み
え

る
。

12
 
傳
教
大
師
全
集

一
・

一
二
二
。

13
 
綾
藏

一
・
六
〇

・
三

・
二
三
三
左
上
-

下
。

14
15
 
大
正
藏

七
四

・
六
八
○
上
-

中
。

16
 

山人
戒
論

の
払鋼
者
一は
、
一義
唐叔
の
』梵
網
」脛
疏

の
う
ち
占
察
紹
一
の

「
七
衆

の
受

戒
は
皆
爾
受

に
通
ず
」

の
丈
を
出
す
部
分
を
引
用

し

て

い
る

(
同

上

七
.

四

・
六
八
二
上
)
が
、

そ

の
輕

の
意
義
は
飴
り

注
意

し
て

い
な

い
。
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