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一

比
叡
山
黒
谷
に
お
け
る
戒
律
復
興
と
そ
の
思
想

寺

井

良

宣

鎌
倉

時
代
に
、
比
叡
山
天
台
宗
か
ら
念
仏

・
禅

・
法
華
な
ど
の
新
仏

教
勢
力
が
独
立
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
旧
仏
教

の
枠
内

で
も
戒
律
の
復
興
を
主
要
な
課
題
と
し
て
、
思
想
や
教
学
の
面

に
も
わ
た
つ
て
仏
教

の
刷
新
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
な
事
実
で
あ

る
。
と
く
に
戒
律
で
は
、
唐
招
提
寺
覚
盛
や
西
大
寺
叡
尊
ら
の
南
都
律
、

ま
た
京
都
で
の
泉
涌
寺
俊
彷
の
北
京
律
が
知
ら
れ
る

一
方
で
、
北
嶺
天

台
の
比
叡
山
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
最
澄
が
創
始
し
た
大
乗
戒

(円
戒
)

を
復
興
す
る
運
動
が
展
開
し
た
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
叡
山

天
台
宗

で
は
、
平
安
時
代
末
期
に
す
で
に
西
塔
黒
谷
の
叡
空

(1
一
一

七
九
)

に
よ
っ
て
、
円
戒
復
興
運
動
が
始
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
が
十

二
年
籠
山
行
の
実
践
を
と
も
な
つ
て
結
実
す
る
の
は
、
か
な
り

遅
れ
て
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
実
ら
せ
た
学
僧
た
ち
の
戒
系
は
黒
谷
流
と
よ
ば
れ
、
黒
谷

流
に
お

い
て
復
興
を
み
た
円
戒

(円
頓
戒
)
は
、
の
ち
天
台
宗
内
に
法

勝
寺
流
と
元
応
寺
流
と
に
受
け
つ
が
れ
て
進
展
し
て
い
く
。

こ
と
に
、

こ
の
黒
谷
戒
系
に
よ
る
叡
山
の
戒
法
再
興
で
は
、
最
澄
以
来

の
大
乗
戒

を
た
ん
に
復
活
し
た
の
み
で
な
く
、
こ
の
時

代
ま
で
に
醸
成
さ
れ
た
日

本
天
台

の
特
徴
的
思
想
を
背
景
に
、
最
澄
時

代
に
は
な
か
っ
た
新
た
な

円
戒
思
想
と
、
「重
授
戒
潅
頂
」
と
い
う
独
自

の
授
戒
儀
則
を
開
発
し

た
こ
と
が
、
と
く
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
中
世
期
に
お
け
る
叡
山
の
戒
法
復
興
運
動

と
、
ま
た
黒
谷
法
勝
寺
流
の
重
授
戒
潅
頂
に

つ
い
て
、
本
学
会

で
は
か

つ
て
恵
谷
隆
戒
博
士
や
色
井
秀
譲
教
授
ら
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と

　
ユ
　

が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
従
来

で
の
研
究
は
か
な
り
の
資
料
的
な
制
約

の

も
と
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
資
料
が
諸
所
に
散
在
し
て
い
て
同
本

異
名

の
文
献
写
本
が
十
分
に
対
校
さ
れ
な
か

っ
た
り
、
ま
た
と
く
に
戒

潅
頂
儀
則
が
秘
密
法
門
の
ゆ
え
に
門
外
不
出

と
さ
れ
、

一
般
に
は
披
見

で
き
な
い
文
献
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
近
年
に
、

『続
天
台
宗
全
書
』
の
刊
行
に
よ
り
、
古
来

の
秘
蔵
文
献
が
よ
う
や
く

公
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
史
資
料

の
組
織
的
収
集
と
対
校
作
業
お
よ
び
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比
叡
山
黒
谷

に
お
け

る
戒
律
復

興
と
そ

の
思
想

(寺

井
)

二
八
二

　
　
　

翻
刻
を
み
て
、
研
究
が

一
段
と
進
捗
す
る
条
件
が
整

っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鎌
倉
時
代
前
後
の
い
わ
ゆ
る
中
古
天
台
期
に
、

叡
山

の
戒
律
復
興
に
従
事
し
た
黒
谷
戒
系

の
主
な
事
蹟
と
思
想
を
新
た

な
資
料
段
階
の
上
に
再
評
価
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
十
分
に
注
意

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
と
特
色
の
い

く
つ
か
を
探

っ
て
み
た
い
。

二

叡
空

に
始
ま
り
、
主
と
し
て
比
叡
山
の
黒
谷
を
拠
点
と
し
て
大
乗
戒

(円
頓
戒
)
の
復
興
に
努
力
し
て
そ
れ
を
成
功
さ
せ
、
の
ち
法
勝
寺
と
元

応
寺
に
移

る
黒
谷
戒
系
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〈黒
谷
流
〉
叡
空
―
源
空
ー
信
空
ー
湛
空
―
恵
尋
―
恵
顕

1
興

円
ー
恵

鎮

惟
賢
〈法
勝
寺
流
〉

光
宗
〈元
応
寺
流
〉

こ
の
な
か
で
、
現
存

の
史
資
料
か
ら
み
て
、
叡
山
に
戒
律
と
修
行

の

復
活
を
実
現
さ
せ
、
ま
た
新
た
な
円
戒
思
想
の
も
と
に
戒
潅
頂
儀
を
確

立
し
た

の
は
、
伝
信
和
尚
興
円

(
一
二
六
一二
―
;

二
七
)
と
慈
威
和
尚

恵
鎮

(
一
二
八

一
-

一
三
五
六
)
の
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
学
僧
の
少

し
前

の
求
道
房
恵
尋

(―

一
二
八
九
)
も
ま
た
、
興
円
ら
に
重
要
な
影

響
を
与
え
る
先
駆
的
な
役
割
を
担

っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す

る
の
は
、
叡
空

の
次
の
源
空

(法
然
)
が
専
修
念
仏

の
創
始
者
と
し
て

著
名
で
あ
り
、
黒
谷
が
浄
土
宗
発
生
の
地
で
も
あ
っ
て
、
浄
土
念
仏

の

祖
師
た
ち
が
多
く
黒
谷
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
ゆ
事
実
、

右
の
戒
脈
の
恵
顎
ま
で
は
浄
土
宗

の
祖
師

に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
叡
空
を
も
と
い
と
し
て
源
空
か
ら
恵
顎
ま

で
、
京
都

の
新
黒
谷

・

金
戒
光
明
寺

(浄
土
宗
)

の
初
期

の
歴
代
に
列

せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
興
円
に
な
る
と
浄
土
念
仏
と
の
関
係
が
ま

っ
た
く
な
く
な
っ
て
、

こ
の
と
き
叡
山
で
の
戒
法
再
興
が
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

興
円
に
は

『伝
信
和
尚
伝
』
と
い
う
、
門
弟

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
伝
記
が
存
し
、
ま
た
恵
鎮
に
は
自
叙
伝
と
目
さ
れ
る

『閻
浮

　ヨ
　

受
生
大
幸
記
』
(慈
威
和
尚
伝
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
き
、
叡
山

で
の
戒
法
と
修
行
の
再
興
が
い
か
な
る
足
跡

の
う
え
に
果
た
さ
れ
た
か

を
知
り
う
る
が
、
な
か
に
興
円
が
二
十
六
歳

の
と
き
に
東
山
金
戒
院

(金
戒
光
明
寺
)
で
恵
顎
よ
り
円
教
菩
薩
戒
を
受

け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
ほ
か
に
は
、
興
円

つ
い
で
恵
鎮

に
も
浄
土
念
仏
と
の
交
わ
り
を
う

か
が
わ
せ
る
事
蹟
は
見
出
さ
れ
な

い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
興
円
お
よ

び
そ
れ
以
後
の
諸
師
の
著
作
に
は
、
浄
土
念
仏

の
要
素
は
ま
っ
た
く
み

ら
れ
な

い
と
い
っ
て
よ
い
。

興
円

の
著
作
で
は
、
『戒
壇
院
本
尊
印
相
鈔
』
『
一
向
大
乗
寺
興
隆
篇

目
集
』
『
即
身
成
仏
抄
』
『興
円
起
請
文
』
『円
戒
十
六
帖
』
な
ど
が
翻

刻
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
『菩
薩
戒
義
記
知
見
別
紙
抄
』
(三
巻
、

三
井
寺
法
明
院
蔵
)
は
興
円
の
円
戒
思
想
を
知

る
う
え
に
重
要
で
あ
り
、

ま
た

『円
頓
菩
薩
戒
十
重
四
十
八
行
儀
鈔
』
(
西
教
寺
正
教
蔵
)
と
い
う

の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
興
円
の
記

に
弟
子
の
恵
鎮
が
加
筆
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比
叡
山
黒
谷
に
お
け
る
戒
律
復
興
と
そ
の
思
想

(寺

井
)

二

△

、二

し
た
も
の
も
あ
り
、
恵
鎮
固
有
の
著
述
で
は

『直
往
菩
薩
戒
勘
文
』
が

公
刊
を
み

て
い
る
。
現
存
す
る
円
戒
関
係
の
著
作
の
多
さ
か
ら
み
て
も
、

興
円

こ
そ
が
戒
法
復
興
の
思
想
的
な
指
導
者
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

右

に
示
し
た
黒
谷
戒
系
の
な
か
で
、
興
円
の
前
で
は
恵
尋
に
円
戒
関

係
の
著
作

が
残
さ
れ
て
お
り
、
『円
頓
戒
聞
書
』
(上
巻
の
み
存
)
と

コ

心
妙
戒
鈔
』
三
巻
が
翻
刻
を
み
て
い
る
。
興
円
は
そ
の
伝
記
に
よ
る
と
、

恵
尋

の
戒
学
に
師
事
す
る
た
め
に
故
郷
地

の
奥
州
を
出

て
黒
谷
に
登
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
恵
尋
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
た
。
た
だ
、
そ
の

影
響
力

の
点
で
は

『
一
心
妙
戒
鈔
』
の
方
が
重
要

で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
興
円
が
引
用
す
る
恵
尋

の
思
想
は
も
つ
ぱ
ら
そ
の
書

の
な
か
に
的

文
を
見
出

し
、
し
か
も
同
書
に
は
浄
土
教
的
要
素
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら

れ
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『円
頓
戒
聞
書
』
に
は
恵
尋
の
浄
戒
双
修

の
性
格
が
色
濃
く
出
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
興
円
や
恵
鎮
ら
は
自
ら
を

「戒
家
」
と
称
し
て
い
る
。

こ
れ
は
恵
尋

(『
一
心
妙
戒
鈔
』)
以
後
に
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た
呼
称
の

よ
う
で
あ

る
.(『円
頓
戒
聞
書
』
に
は
そ
の
呼
称
は
み
ら
れ
な
い
。)
そ
し
て
、

当
時
の
日
本
天
台
で
は

「記
家
」
の
活
羅
も
知
ら
れ
て
お
り
、
戒
家
と

記
家
と
は
ま
た
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戒
家
が
用
い
た

結
界
式
や
授
戒
道
場
図
な
ど
は
、
記
家

の
代
表
的
文
献
で
あ
る

『山
家

要
略
記
』
に
同
類

の
も
の
を
見
出
し
、
あ
る
い
は
興
円
ら
の
文
献
の
奥

書
等
に
は
記
家
と
の
交
流
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
。
さ
ら
に
、
興

円
と
恵
鎮

の
後
の
惟
賢
や
光
宗
な
ど
は
記
家
に
も
属
し
た
と
考
え
ら
れ
、

光
宗
が
著
し
た

『渓
嵐
拾
葉
集
』
は
記
家
の
集
大
成
と
言
わ
れ
る
ほ
ど

で
、
そ
の
な
か
に
収
録
の
光
宗
に
よ
る

『普
通
広
釈
見
聞
』

(大
正
76
)

は
、
戒
家
の
重
要
な
文
献
で
も
あ
る
。
記
家
は
、
当
時
の
比
叡
山
の
故

実
を
記
録
す
る
専
門
職

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
本
覚
思
想
に
も
と
つ

く
秘
儀
を
口
伝
相
承
す
る
こ
と
に
も
特
色
を
も

つ
。
そ
う
し
た
本
覚
的

思
想
と
口
伝
に
よ
る
方
法
は
、
戒
家
に
も
共
有

さ
れ
た
特
色
で
あ
る
。

た
だ
、
記
家
の
実
体
や
内
容

の
多
く
が
不
明
で
あ
る
の
は
、
そ

の
残
し

た
文
献
の
著
者
や
成
立
年
時
が
ほ
と
ん
ど
明
確

で
な
い
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
戒
家
で
は
、
成
立
の
不
詳
な
文
献

(例
え
ば

『円
頓
戒
法

秘
決
要
集
』
な
ど
)
は
い
く

つ
か
あ
る
と
し
て
も
、
興
円
や
恵
鎮
ら
の
著

述
に
は
年
時
を
付
し
た
奥
書
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
事
蹟
と
思
想

の
多
く

の
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

さ
て
、
黒
谷
に
集
う
学
僧
た
ち
が
め
ざ
し
た
叡
山
戒
法
復
興
運
動
と

は
、
日
本
天
台
開
創
期

に
最
澄

(七
六
七
-
八
二
二
)
が
定
め
た
祖
式

(『山
家
学
生
式
』)
の
復
活
実
践
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
具
体
的
に
は
、
十

二
年
間
の
籠
山
に
よ
る
修
学
と
、
梵
網
経
の
十
重
四
十
八
軽
戒

の
受
持

実
践
で
あ
る
。
興
円
ら
に
よ
る
事
業
達
成

の
第

一
次
的
意
義
は
、
こ
れ

ら
の
点
に
あ
る
。
興
円
の
前
に
は
祖
式
の
復
興

は
実
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恵
尋
は
そ
れ
を
試
み
て
、
建
長
三
年

(
一
二
五

一
)
以
後
に
黒
谷
の
慈
眼
房

の
祖
跡

(も
と
叡
空
が
住
し
て
円
戒
復
興
を
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比
叡
山
黒
谷
に
お
け
る
戒
律
復
興
と
そ
の
思
想

(寺

井
)

二
八
四

提
唱
し
た
処
)
で
、
祖
式
に
も
と
つ
く
十
二
年
の
籠
山
行
を
始
め
た
。
け

れ
ど
も
、
な
ぜ
か
途
中

で
挫
折
し
て
終
っ
た
。
恵
尋
の
略
伝
は

『新
撰

往
生
伝
』
巻
三
に
み
る
が
、
『
三
通
口
決
』
な
ど
戒
家
伝
承
の
記
事
に

よ
る
と
き
没
年
な
ど
必
ず
し
も
正
確
を
欠
き
、
ま
た
行
業
は
断
片
的
に

　　
　

知
ら
れ
る
の
み
で
不
明
の
部
分
が
多

い
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
恵

尋
は
浄
土
宗
本
山

の
金
戒
光
明
寺

(新
黒
谷
)
第
四
世
に
列
せ
ら
れ
て

お
り
、
そ

の
著
作
を
み
て
も
興
円
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
天
台
学
僧
と
し

て
の

一
面

と
、
浄
土
念
仏
を
修

め
た
側
面
と
が
分
れ
る
。
そ
の
間

の
事

情
は
不
詳
で
あ
る
と
し
て
も
、
恵
尋
で
は
浄
土
宗
を
兼
ね
た

一
面
が
比

叡
山
で
の
活
動
を
制
約
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
、
興
円
で
は
恵
尋
の
戒
学
を
承
け
て
、
恵
鎮
や
光
宗

ら
後
輩

の
同
志
を
え
て
祖
式
復
興
の
悲
願
を
成
就
し
た
。
す
な
わ
ち
、

興
円
は
嘉
元
二
年

(
一
三
〇
四
)
に
叡
山
の
戒
法
再
興
を
発
起
し
て
よ

り
、
翌
年

四
十
三
歳

の
十
月
か
ら
黒
谷
の
願
不
退
房
に
お
い
て
十
二
年

を
期
す
籠
山
修
行
を
始
め
た
。
恵
鎮
は
当
初
、
弟
子
と
し
て
興
円
に
随

身
し
た

の
が
、
そ
の
翌
年
八
月
に
自
ら
も
籠
山
行
に
入
っ
た
。
延
慶
元

年

(
一
三
〇
八
)
に
恵
鎮
は
、
修
行

の
居
を
黒
谷

(西
塔
別
所
)
か
ら
神

蔵
寺

(東
塔
別
所
)
に
移
し
た
少
し
後
に
、
光
宗
が
籠
山
行
に
加
わ
っ

た
。
の
ち
興
円
も
延
慶
三
年
四
月
に
神
蔵
寺
に
移
り
、
こ
こ
で
夏
安
居

を
再
興
し
た
。
こ
の
と
き
結
夏
安
居
の

「敬
白
」
を
記
し
た
の
が
、
前

掲
の

『
興
円
起
請
文
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
は
さ
ら
に
幾
人

か
の
同
志
が
加
わ
り
、
こ
れ
ら
の
籠
山
学
僧
た
ち
は
興
円
を
中
心
に
戒

学
を
修
め
、
安
居
を
結
び
布
…薩
を
行
な
つ
て
と
も
に
修
行
を
続
け
た
の

で
あ
る
。
興
円
は
正
和
五
年

(
一
三
一
六
)
正
月

に
籠
山
を
結
願
し
、
恵

鎮
は
そ
の
翌
年
に
満
行
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

興
円
は
、
籠
山
五
年
目
の
延
慶
二
年

(
一
三
〇
九
)
に
、
『
一
向
大
乗

　　
　

寺
興
隆
篇
目
集
』
を
著
わ
し
て
い
る
。

こ
の
書
の
構
成
は
、
最
澄
の

「四
条
式
」
を
も
と
に

『顕
戒
論
』
に
準
拠
し
た
体
裁
を
も

つ
が
、
内

容
に
は
興
円
ら
が
籠
山
中
に
修
め
た
僧
制
や
法
式
、
行
法
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
な
か
の

「第
三
菩
薩
大
僧
戒
篇
」

で
は
、

梵
網
戒
に
も
と
つ
い
て

「三
斎
月
六
斎
日
」
の
長
斎
を
勧
め
、
ま
た
修

行
中

の

「常
用
道
具
」
に
至
る
ま
で
が
細
か
く
規
制
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
「第
五
置
行
学
二
道
篇
」
で
は
、

「毎
日
の
行
学
」

「毎
月
の
勤

事
」
「毎
年
の
仏
事
」
が
定
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
梵
網
戒
に
よ
る
夏
・冬

各
三
ヶ
月
の
安
居
と
布
薩

の
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み

な
、
最
澄
の
祖
式
を
も
と
に
、
興
円
ら
が
復
興
し
て
修
め
た
比
叡
山
の

修
行
形
態
と
内
容
で
あ
る
の
に
相
違
な
い
。

興
円
ら
に
よ
る
籠
山
中

の
行
法
は
、
さ
ら

に

『即
身
成
仏
抄
』
に

　　
　

よ
つ
て
詳
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書

の
内
題
は

「
一
日

一
夜

行
事
次
第
」
と
い
い
、
こ
れ
は
毎
日
修
め
る
行
学
の
日
課
を
記
述
し
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
毎
日
の
修
行
で
は
、
後
夜
の
食
堂
で
の
坐

禅
に
始
ま
り
、
夜
明
け
に
引
粥
作
法
、
午
前
に
は
繊
法
を
修
め
た

の
ち

に
顕

・
密
を
行
学
す
る
。
昼
に
は
日
中
勤
行
の
あ
と
斎
食
作
法
、
午
後

に
は
講
堂
で
の
大
談
義
の
の
ち
寮
舎
で
義
理

の
憶
念
と
要
文
の
暗
諦
、
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ま
た
は
坐
禅
思
惟
を
な
し
、夕
勤
に
は
例
時
作
法
と
光
明
真
言
を
諦
し
、

の
ち
初
夜

の
坐
禅
に
入
る
な
ど
、
夜
中
に
寝

る
ま
で
の
間
に

一
日
の
行

法
は

「三
時
の
勤
行
と
二
時
の
坐
禅
」
を
軸
と
し
て

「顕
密

の
修
練
」

に
従
事
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
な
か
で
も
と
く
に
坐
禅
と
食
時

の
作

じ
よ
ひつ
し

法
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
加
え
て

「上
厨
作
法
」
と

「後
架
作
法
」
も
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
。

そ
れ
で
、
こ
の
よ
う
な
興
円
ら
の
修
行
形
態
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は

坐
禅

(止
観
)
と
顕

・
密
の
行
学
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
な
か
に
夕
勤

の
と
き
阿
弥
陀
経
は
読
諦
さ
れ
る
も
の
の
、
念
仏
の
修
法
を
と
く
に
重

ん
ず

る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
右
に
み
た
籠
山
中

の
経
過
に
お
い
て
、

興
円
ら
が
途
中
で
黒
谷
か
ら
神
蔵
寺
に
拠
を
移
し
て
い
る
こ
と
は
ど
の

よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
興
円
ら
の
祖
式
復
興
の

活
動
が
黒
谷
の
辺
地
を
出
て
広
く
叡
山
天
台
宗
内
に
支
持
さ
れ
て
い
く

過
程
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
当
時
黒
谷
が
深
く
関
わ
つ
て

い
た
新
勢
力
の
浄
土
念
仏
を
離
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き

る
。
事
実
、
興
円
や
恵
鎮
ら
戒
家
に
よ
る
事
業
は
広
く
認
め
ら
れ
て
、

そ
の
戒
法

は
天
台
の
円
頓
戒
法
と
し
て
伝
播
す
る
。
興
円
は
籠
山
行
を

終
え
て
間

も
な
く
没
し
た
の
で
、
そ
の
あ
と
を
う
け
て
恵
鎮
は
、
そ
の

頃
建
武

の
新
政
を
敷

い
た
後
醍
醐
天
皇

の
信
任
も
え
て
、
伝
戒
弘
通
に

活
羅
し
た
。
す
な
わ
ち
、
京
都
の
法
勝
寺
を
復
興
し
、
こ
れ
に
元
応
寺

を
加
え
て
伝
戒
の
二
大
拠
点
と
な
し
、
ま
た
比
叡
山
周
辺
に
は
神
蔵
寺

と
並
べ
て
帝
釈
寺
や
西
教
寺
を
中
興
し
て
こ
れ
ら
を
山
門
中
の
律
院
と

す
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
遠
国
に
は
鎌
倉

・
宝
戒
寺
ほ
か
の
四
箇
戒
場
を

興
し
て
円
頓
戒
法
を
普
及
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
は
浄
土
宗
発
祥

の
黒
谷

に
拠
り
、
ま
た
浄
土
念

仏
の
祖
師
た
ち
と
の
関
わ
り
を

へ
て
進
ん
だ
叡

山
の
戒
法
復
興
は
、
興

円

・
恵
鎮
ら
の
戒
家
に
よ
っ
て
固
有
に
天
台
宗

の
も
の
と
し
て
成
就
し

た
と
い
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
戒
家
が
提
唱

し
た
新
し
い
戒
律
思
想

と
戒
潅
頂
は
ま
た
、
中
古
天
台
期
の
思
想
的
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
。

四

日
本
天
台
の
宗
風
は
、
円

・
密

・
禅

・
戒
の
四
宗
兼
学
を
開
創

(最

澄
)
以
来

の
特
色
と
す
る
。
戒
家
で
は
、
こ
れ
ら
四
宗
を
兼
学
兼
修
す

る
こ
と
の
上
に
、
戒
学
を
根
幹
に
す
え
た
四
宗
融
合

の
円
頓
戒
思
想
を

構
想
し
た
と
こ
ろ
に
独
自
の
発
想
が
み
ら
れ
る
。
重
授
戒
潅
頂
は
、
そ

の
こ
と
を
授
戒
儀
則
の
な
か
に
組
織
づ
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
と
に
戒

家
で
は
、
そ
の
時
代
に
広
く
意
識
さ
れ
た
末
法

の
時
機
観
に
立

つ
て
、

円
頓
戒
を
成
仏

へ
の
直
道
法
と
位
置
づ
け
て
、
短
刀
直
入
の
仏
道
を
志

し
て
、

「授
戒
即
身
成
仏
」
義
を
戒
潅
頂
儀
の
な
か
に
表
現
し
た
。

戒
潅
頂
は
、
戒
家
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
経
過
を

へ
て
い
つ
の
時
点

で
成
立
し
た
か
は
明
確
に
は
な
し
え
な
い
。
戒
家
が
残
し
た
文
献

の
な

か
で
、
戒
潅
頂
の
成
立
に
直
接
言
及
す
る
記
事

は
あ
ま
り
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
原
初
は
恵
尋
に
さ
か
の
ぼ
る
と
み
る
見
方
も
あ
る
が
、
恵

尋
の
書
に
は
戒
潅
頂
の
特
色
と
な
る
要
素
は
そ
れ
な
り
に
う
か
が
え
る
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も
の
の
、
戒
潅
頂
そ
の
も
の
を
言
及
す
る
部
分
は
な
い
b
少
な
く
と
も
、

興
円
に
は
晩
年
に
近

い
頃
に
記
述
し
た

『円
戒
十
六
帖
』
と
い
う
、
戒

潅
頂

の
奥
義
を
十
六
帖
に
わ
た
っ
て
述

べ
る

一
書
が
あ
る
か
ら
、
興
円

の
と
き
に
ほ
ぼ
充
分
な
形
態
を
と
と
め
え
た
と
い
え
る
。

戒
潅
頂

は
、
今
日
で
は
法
勝
寺
流
末

の
西
教
寺

(天
台
真
盛
宗
本
山
)

に
の
み
伝
承
が
続
き
、
執
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「唯
授

一
人
」
と

さ
れ
て
秘
密

の
修
法
に
属
す
る
ゆ
え
、
戒
儀
書
は
関
連

の
諸
文
献
と
と

も
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
も
つ
と
も
、
西
教
寺
以
外
に
伝

わ
っ
た
も

の
は
い
く

つ
か
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
比
較
的
古
い
戒
儀

書
は
今
で
は
す
で
に
前
掲
の

『続
天
台
宗
全
書
』
に
収
録
を
み
、
そ
の

時
点

で
西
教
寺
に
現
在
行
わ
れ
て
い
る
も
の
も
解
説
を
付
し
て
公
開
さ

　ヱ

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
現
在
に
伝
承
の
形
態
を
み
る
と
、
戒
潅
頂
は
初

授
戒

(得
度
)
後
に
十
二
年

の
修
学
を
積
ん
だ
者
が
こ
れ
を
受
け
、
重

ね
て
授
戒
壇
に
登
る
か
ら
重
授
と
よ
ぼ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
を

興
円
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
と
、
戒
潅
頂
の
成
立
は
祖
式
の
復
興
実

践
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
十
二
年
籠
山
修
行

の
完
遂
を
前
提
と
し
て
、
初
め
て
充
全
な
意
義
を
も
つ
授
戒
儀
則
で
あ

る
と
考
え

て
よ
い
。

戒
潅
頂
儀
則
の
内
容
は
、
お
お
む
ね

「伝
授
壇
」
と

「正
覚
壇
」
と

か
ら
な
る
℃
伝
授
壇

で
は
、

「十
二
門
戒
儀
」
が
行
わ
れ
る
の
を
基
本

と
し
、
そ

の
な
か
に

「五
瓶
潅
頂
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
主

要
な
特
色

が
あ
る
。
潅
頂
は
元
来
密
教

に
由
来
す
る
作
法
で
あ
り
、
そ

れ
が
戒
潅
頂
で
行
わ
れ
る
と
き
、
「得
入
無
上
道

速
成
就
仏
身
」
な
ど
、

主
と
し
て
法
華
経
の
要
文
を
合
掌
諦
文
す
る
ゆ
そ
れ
の
意
義
は
受
者
に

仏
位
を
継
承
す
る
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
つ

ぎ
に
、
正
覚
壇
で
は
、
伝
戒
師
と
受
者
と
の
二
人

だ
け
が
道
場
に
入
り
、

壇
上
に
お
い
て
合
掌
印

(十
指
合
掌
)
を
結
ん

で
、
師
と
資
と
の
問
で

「四
重
合
掌
」
の
秘
儀
が
交
換
さ
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「即
身
成
仏
」

義
が
体
得
さ
れ
る
と
す
る
ゆ
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
天
台
教
学
の

「六
即

位
」
に
よ
り
、
段
階
を
追
つ
て
証
果
が
深
ま
つ
て
ゆ
く
過
程
が
受
者
に

伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
明
鏡
ほ
か
の
い
く

つ
か
の
道
具
が
用

い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
仏
徳
を
表
わ
す
幽
玄
な
意
義
が

付
与
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
受
者
に
贈
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
覚
壇
で

は
合
掌
印
や
諸
道
具
な
ど
の
、
密
教

で
用

い
ら
れ
る
象
徴
的
表
現
法

(事
相
)
を
駆
使
し
て
仏
道
の
奥
義
が
伝
授
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
か
い
ま
み
る
と
き
、
戒

潅
頂
で
は
即
身
成
仏
義

な
ど
の
教
理
的
側
面
も
含
め
て
、
密
教
儀
が
戒
法
に
融
合
し
、
同
時
に

天
台

の
法
華
教
学
が
全
体
を
主
導
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

戒
家

の
戒
法
が
法
華
教
学
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
、

「正
依
法
華
傍
依
梵

網
」
の
戒
観
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
、
こ
の
こ
と

は
戒
潅
頂
儀
の
な
か
で

も
と
く
に
力
説
さ
れ
て
い
る
。
戒
潅
頂
の
こ
う

し
た
円

(法
華
)
・
密

・

戒

の
融
合
的
特
色
は
、
戒
家
の
時
代
ま
で
に
す

で
に
平
安
時
代
を
通
じ

て
天
台
密
教
が
隆
盛
し
、
ま
た
鎌
倉
期

の
中
古

天
台
期
を
迎
え
る
頃
に

法
華
経

の
教
理
的
深
化
が
進
め
ら
れ
た
傾
向
が
反
映
し
て
い
る
。
こ
と
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に
戒
潅
頂
が
秘
密
に
修
せ
ら
れ
る
の
は
、
中
古
天
台
期
特
有
の
本
覚
思

想
を
教
理

の
中
心
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
日
本
天
台
で
は
、
密
教
や

法
華
円
教

の
教
理
的
深
化
が
は
か
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
-禅

(止
観
)
と

戒
の
実
践
面
が
後
退
し
、
戒
律
は
理
戒
を
優
位

に
し
て
事
戒

(梵
網
の

戒
相
の
具
体
的
受
持
)
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
た
。
、こ
の
よ
う
な
実
情
を
興

円
は
、
『
一
向
大
乗
寺
興
隆
篇
目
集
』
の
初
め
に
、

「止
観
ハ残
障
教
..、行

証
已
二亡
シ、
円
戒

ハ有
げ
受
..持

相
全
ク欠
タ
リ」
と
嘆
き
、
そ
の
ゆ
え
に

祖
式
を
復
興
し
こ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
同
書
を
著
し
た
旨
を
述
べ
て

い
る
。

そ
し
て
、
興
円

の
信
条
で
は
、
「円
宗
.
三
学
ハ入
　」末
法

一可
レ

盛
ナル
、
衆
生
成
仏
.直
道
ニ
シ..時
機
相
応
之
法
門
也
。
」
と
述
べ
、
ま
た

「非
二純
円
三
学
之
威
力

～者
何
末
法
五
濁
之
衆
生
不
レ歴
二塵
劫
弓即
身
成

　
　
　

仏
..
。」

と
し
て
い
る
。
しこ
こ
に
は
、
末
法
時
代

で
は
純
円
の
三
学
に

よ
る
直
道

の
即
身
成
仏
こ
そ
が
時
機
に
か
な
っ
た
法
で
あ
る
と
確
信
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
純
円

の
三
学
と
は
、
戒
法
で
は
当
時
に
お
け
る
南

都
律
や
北
京
律
の
よ
う
な
四
分
律
に
よ
る
二
百
五
十
戒
を
用
い
る
こ
と

は
歴
劫
の
修
行
法
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
ら
を
退
け
、
最
澄
の
興
し
た
純

大
乗
の
戒

.
(梵
網
円
戒
)
が
末
法
時

の
直
道
法
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る

と
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
興
円
に
と
つ
て
は
、
当
時
の
天
台
宗
内
に

廃
れ
て
い
た
そ
の
戒
法

の

「持
相
」
(興
円
ら
は
戒
法
の

「事
相
事
持
」
ま

た
は

「事
相
事
儀
」
を
強
調
す
る
)
を
緊
要

の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
、
興
円
ら
は
末
法
の
時
…機
観
に
立

っ
と
も
、
当

時
す
で
に
独
立
し
た
念
仏

・
禅

・
法
華
な
ど
の
よ
う
な

一
行
専
修

の
方

法
は
と
ら
な
か
っ
た
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
興
円
戒
家
で
は
梵
網
戒

に
よ
る
修
行
の
諸
法
規
を
定
め
、
毎
日
の
行
法

で
は
坐
禅

(止
観
)
を

修
め
、
顕

・
密

の
行
学
を
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
に
は
天
台
学
僧
と
し
て

の
面
目
を
堅
持
し
た
信
念
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
戒
家

の
文
献

の
な
か
に
戒
家
と
称
し
た
ゆ
え
ん

の
特
色

を
探
る
と
、
恵
尋
で
は
そ
の
戒
法
を

「
一
心
戒

」
の
名

で
提
唱
し

(置

心
妙
戒
鈔
』
)、
興
円
で
は
そ
れ
を
承
け
て

「
一
心
戒
蔵
」

の
概
念
を
教

学
の
根
幹

に
す
え
て
い
る
の
を
み
る

(『菩
薩
戒
義
記
知
見
別
紙
抄
』)
。
恵

尋
の

一
心
戒
と
興
円

の
一
心
戒
蔵
は
、
と
も
に
最
澄
の
弟
子
で
あ
る
光

定

(七
七
九
ー
八
五
八
)
の

『伝
述

一
心
戒
文
』
に
由
来
す
る
語

で
あ

る
。
い
ま
は
光
定
と
の
関
係
に
言
及
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
恵
尋
で

は

一
心
戒
は
、
戒
体

(
こ
れ
を
恵
尋
は

「
一
心
の
惣
体
」
と
よ
ぶ
)
を
土
台

に
仏
道

の
全
体

(戒

・定

・慧
の
三
学
)
を
把
握
す
る
意
図
を
も

つ
。

つ

ま
り
、
仏
道

の
基
礎
は
戒
学

(円
頓
戒
)

で
あ
り
、
そ
の
上
に
定
学
と

慧
学
が
車
の
両
輪
ま
た
は
鳥

の
二
翼

の
ご
と
く

に
成
り
立

つ
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
恵
尋

の

一
心
戒
思
想
で
は
戒
体
理
論
が
重
要
な
内
容
を
構

成
し
て
、
天
台

『菩
薩
戒
義
記
』
の

「性
無
作
仮
色
」
戒
体
義
を
、
「本
・

迩
二
門
」
の
天
台
法
華
教
学
を
用

い
て
種
々
に
論
じ
、
そ
の
要
と
し
て

　　
　

は
随
縁
真
如
ま
た
は
第
九
識
を
戒
体
と
し
て
い
る
。

ま
た
興
円
で
は
、
釈
尊
の
教
法
を
十
二
重
に
み
て
、
そ
の
根
源
と
な

る
最
後
の
重
を

一
心
戒
蔵
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
も
天
台

の
法
華
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比
叡
山
黒
谷
に
お
け
る
戒
律
復
興
と
そ
の
思
想

(寺

井
)

二
八
八

教
学
か
ら
教
法
の
全
体
を

「当
分

・
跨
節
」
の
二
義
に
分
け
、
当
分
義

に
は
化
儀
四
教
と
化
法
四
教
と
の
八
教

(八
重
)
を
、
そ
し
て
跨
節
義

に
は

「　
門

・
本
門

・
観
心

・
一
心
戒
蔵
」
の
四
重
を
配
当
し
、
そ
の

な
か
の
最
終
の
重
で
あ
る

一
心
戒
蔵
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
教
法
を
開
出
す

る
根
源

(能
開
の
本
源
)
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に

一
心
戒
蔵
と

は
、
興

円
で
は

「本
法

の
仮
諦
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
れ
は
戒
体

の
こ
と

で
あ
り
、
恵
尋
が
仮
色
戒
体
義
を
随
縁
真
如

(真
如
の
理
体
が
随

縁
し
て
事
相
に
現
わ
れ
出
る
も
の
)
で
理
解
し
た
の
を
、
「戒
蔵
」
と
表
現

し
た
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
『戒
壇
院
本
尊
印
相
鈔
』
で
は

興
円
は
、
比
叡
山
の
授
戒
場
で
あ
る
戒
壇
院
を

「心
性
中
台
の
常
寂
光

土
」
(真
如
)
と
よ
び
、
そ
れ
は
ま
た

「衆
生

の
本
源
心
性
」
(仏
性
)
を

指
す
と
述
べ
て
、

一
心
戒
蔵
に
相
当
す
る
も
の
を
戒
壇
院
に
よ
っ
て
説

　
む

明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
興
円
の
あ
と
に
恵
鎮
は

『直
往
菩
薩
戒
勘
文
』

に
お
い
て

「吾
山
所
立
の
戒
法
は
権
実
未
分
、
生
仏

一
如
の

一
心
戒
蔵

に
於
て
、
直
往
菩
薩
戒
と
な
す
」
と
規
定
し
、

一
心
戒
蔵
を
直
道
の
戒

　ユ

法
の
キ
ー
タ
ー
ム
に
す
え
て
、
そ
れ
を
鼓
吹
し
て
い
る
の
を
み
る
。

こ
の
よ
う
な
専
尋
や
興
円
ら

の
主
張
は
、
授
戒

の
と
き
に
発
得
さ
れ

る
戒
体

が
仏
道
修
行

の
根
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戒
学
が
す
べ

て
の
教
法

の
基
礎
に
重
視
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
の
信
条

の
も
と
、
中

古
天
台
期

の
本
覚
的
な
仏
性

・
真
如
論
に
よ
っ
て
、
戒
学
を
根
底
に
す

え
た
四
宗

(円
・
密
・
禅
・
戒
)
融
合
の
円
頓
戒
思
想
を
構
想
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

1

恵

谷
隆
戒

「叡
山
戒
法
復

興
運
動

の
諸
問
題
」

(印
仏
研
究

九
―

一
、

一

九
六

一
年
)
。
色
井
秀
譲

「黒
谷
法
勝
寺
流
戒
潅
頂

に

つ
い
て
」

(印
仏

研

究

一
七
―

一
、

一
九
六
八
年
)
。

2

『
続
天
台
宗
全

書

・
円

戒
1

・
重
授
戒
潅
頂
典
籍
』

(
以
下

「続

天
全

・

円
戒
1
」
)

一
九
八
九
年
。

3

続
天
全

・
史

伝

2
。

4

『新
撰
往
生
伝

』

(浄
土
宗
全
書
巻
17

・
五
四

一
頁
)
。

『
三
通

口
決
』

(続

天
全

・
円
戒

1

・
三
七
〇
頁
)
。

5

続

天
全

・
円
戒

1

・
一
六
七
頁
。

6

続

天
全

・
円
戒

1

・
一
九

一
頁
。

7

色
井

秀
譲

『
戒
潅
頂

の
入
門
的
研
究
』

一
九

八
九
年
。

8

続

天
全

・
円
戒

1

・
一
六
七
、

一
六
八
頁
。

9

続

天
全

・
円
戒

1

・
二
五
九
、

二
九
四
頁

ほ
か
。

10

続

天
全

・
円
戒

1

・
一
一
七
頁
。

11

続
天
全

・
円
戒

1

・
三
七
七
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

円
頓
戒
、
戒
潅
頂
、

一
心
戒
蔵
、
興
円
、
黒
谷

。

(龍

谷
大
学
講
師
)
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