
叡
尊

に
お
け
る
戒
理
解

の
特
異
性

特
に
在
家
仏
教
徒

の
た
め
に

大

谷

由

香

覚
盛

と
共
に
嘉
禎
二
年

(
一
二
三
六
)、
東
大
寺
法
華
堂

(不
空
羂
索

堂
)
に
お
い
て

「通
受
」
に
よ
る
自
誓
受
戒
を
行
い
、
菩
薩
比
丘
に
な
っ

た
と
宣
言
し
た
叡
尊

(
一
二
〇

一
―
一
二
九
〇
)
は
、
近
年
歴
史
学

の
分

野
で
さ
か
ん
に
研
究
さ
れ
て
お
り
、
後
に
西
大
寺
や
法
華
寺
に
新
し
く

戒
壇
を
築
き
、
公
家
政
権
の
承
認
し
な
い

(官
僧
で
は
な
い
)
遁
世
僧
を

生
み
出
し
て
、
民
衆
個
人
に
直
接
対
面
し
、
戒
を
授
け
て
救
い
を
説

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
(
1
)

し
か
し
叡
尊
の
歴
史
関
連
以
外
の
著
作
は

ほ
と
ん
ど
が
注
釈
書
で
あ
り
、
そ
の
注
釈
方
法
も
他
師
の
論
書

の
文
を

引
用
す
る
ぼ
か
り
で
、
叡
尊
の
考
え
が
直
接
説
か
れ
る
も
の
が
少
な
い
、

と

い
う
事
情
か
ら
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
教
学

に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な

行
動
を
と
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
が

,

多

い
。
叡
尊
が
戒
を
も
っ
て
民
衆
救
済
に
当
た
っ
た
の
で
あ
れ
ぼ
、
彼

の
戒
理
解
が
そ
れ
相
応

の
一
面
を
も

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
推
測

で
き

よ
う
。
本
稿
で
は
、
①
元
輪
撰

『表
無
表
詳
口
抄
』
、
②
定
泉

口
説

・

英
心
述

『表
無
表
章
顕
業
鈔
』
(
一
三
一〇
成
立
)、
③
英
心
述

『菩
薩
戒

問
答
洞
義
鈔
』
(
一
三
〇
八
成
立
)
の
資
料
を
主
に
使
用
し
、
叡
尊

の
在

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第
二
号

平
成
十
八
年
三
月

家
戒

・
出
家
戒
に
対
す
る
理
解
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
は

[
I
]
い
ず
れ
も
叡
尊
没
後
二
十
年
を
待
た
ず

し
て
成
立
し
た
書
物
で

あ
る
こ
と
、
[
I
I
]
資
料
の
著
者
で
あ
る
三
名
と
も
が
西
大
寺
僧
で
あ
る

こ
と
、
[
I
I
I

]
教
理
内
容
に
大
差
が
な
い
こ
と
、
[
I
V]
①
②
に
つ
い
て

は
叡
尊
の
弘
安
年
間
の
講
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ

て
、
著
者

で
あ
る
元
輪

・
定
泉
が
叡
尊
の
講
義
を
直
接
聴
い
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
し
、
③
は
②
を
述
し
た
英
心

の
撰
述

で
あ
る
こ
と
、
の

四
点
か
ら
、
特
に

「菩
薩
仰
云
」
な
ど
と
あ

る
も
の
に
関
し
て
は
、
叡

尊
直
説
で
あ
る
信
憑
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
.

三
聚
浄
戒
を
通
受

し
た
場
合

の
七
衆

の
区
別

蓑
輪
顕
量
氏
に
よ
れ
ぼ
、
通
受
に
よ
っ
て
七
衆
別
解
脱
律
儀
=

摂

律
儀
戒
)
を
受
け
た
場
合
、
覚
盛
は

「形
」
「分
」
「願
」
「時
」
の
四
種

に
よ
っ
て
七
衆
の
区
別
を
す
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
に
随
っ

て
志
を
起
こ
し
、
堪
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
応

じ
て
五
戒
、
十
戒
、
具
足

戒
、
乃
至
そ
の
応
ず
る
と
こ
ろ
の
一
分
、
少

分
、
多
分
と
戒
を
選
択
受

二
七
九
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叡
尊

に
お
け

る
戒
理
解

の
特
異
性

(大

谷
)

持

す

る

こ
と

を
可

能

と

し

た

と

い
う
。
(
2
)

つ
ま

り
覚

盛

に
あ

っ
て

は
、
通

受

戒

を
受

け

て
菩

薩

比

丘

に
な

る

こ
と

で
、

戒

の
分

受

が
可

能

に

な

る

と

考

え

る

よ

う

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
叡

尊

の
場

合

は
、

[
A
]
問

。
七
衆
等

具

十
支

。
有
願
無
願

云
何

分

之

。

又

出
家
在
家

何

分

乎
。
答

。
制
門

是

別
也

。
比
丘

有

五

篇

刑
名

。
三
衆

唯

吉
羅

。
在
家

二
衆

無

篇

名

也
。
云

云
(表

無
表
章
顕
業
抄

『
日
蔵
』
巻

六
七
、

二
三
八
頁
下
)

と

い

っ
て
、

犯

戒

し

た

場

合

の
罪

に

よ

っ
て
通

受

七

衆

を

区

別

す

る

と

し
て
い
る
。
(
3
)

二
.
戒

の
分
受

に

つ
い
て

で
は
、
覚
盛
が
通
受
戒
を
受
け
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
と
し
た
、
戒

の
分
受

に
つ
い
て
、
叡
尊
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

戒

の
分
受
を
許
す
典
拠
と
し
て
は
、
覚
盛

・
叡
尊
と
も
に
、
「表
無

表
色
章
」
に
お
い
て

『瑜
伽
師
地
論
』
巻
五
十
三
に
み
ら
れ
る
百
行
律

儀
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
よ
う
で
あ
る
。
百
行
律
儀

と
は
三
業

十
不
善
業

の
う
ち
、
或
い
は
少
分

の
み
を
離
れ
、
或

い
は
少

時
だ
け
離

れ
、
乃
至
全
分
、
尽
寿
ま
で
離
れ
、
大
歓
喜
を
生
じ
る
ま
で

の
十
段
階

で
あ
る
が
、
(
4
)

「表
無
表
色
章
」
で
は
こ
れ
が
全
て
戒
体
で
あ
る

無
表
色
を
生
じ
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
る
。
(
5
)

叡
尊
は
こ
れ
を
処
中
律
儀

と
し
て
七
衆
別
解
脱
律
儀

(
=摂
律
儀
戒
)
と
は
区
別
し
、
「表
無
表
色

章
」
中

の
文
を

「若
依

此
義

。
雖

受

十
善
熏

十
善
種

。

二
八
○

雖

有

十
類
功
能

名
為

律
儀

。
戒
但
七
支

」
(
6
)

と
訓
じ
て
、
こ

れ
を
解
釈
し
て
い
る
。
(
7
)

[B
]
「若
依
此
義
雖
受
十
善
」
等
者

。
菩
薩

仰

云

。
「(中
略
)
「十

善
種
」
者

。
受

十
善

時

十
箇
種
子

。
誓

受

不
殺
善

所

依
種
子

[乃
至
]
誓

受

離
邪
見

所
依
種
子
也
。
(中
略
)
「十
類
功
能
」

者
。
十
善
種
子

上

各

具

少
分
遠
離
多
分
遠
離
乃
至
讃
述
慶
悦

十

類
功
能

。
故

総

有

百
類
功
能

。
即

百
行
律
儀
也
。
「功
能
」

者

善
功
能
也
。
随

遠

離

悪

有

不
殺
生
等

善
功
能

。

(中
略
)
「戒
但
七
支
」
者
。
十
箇
種
子
之
上

雖

成

律
儀

。
発

無
表

者
但

前
七
支

也
。
是

故

百
行
中

前
七
十

有

無
表

。
後

意
三
十

無

無
表

。
故

云

「戒
但
七
支
」

也
。
(中

略
)
雖

名

律
儀

唯

殺
盗
等

七
悪

上

帯

運
運
防
功

用

。
貧
等

悪

上

不

発

運
運
倍
増

無
表

也
。
既

無

意

能
防
無
表

故

。
能
防
種
子

意
表
所
熏

不

可

発

無
表

成

也
。
此

約

十
善
百
行

論

之

故

如

此

判

也
。

設

此

師

意
菩
薩
戒

者
身
語
表

上

可

発

後
三
能
防

無
表

不

同

百
行

也
。
通
受
時

者
三
業
相
望

意
業
劣

故

雖

不

発

無
表

、
身
語
種
上

十
支
倶

可

発
得

也
。
百
行
時

者
意
業
自

本
劣

故

全

無

十
支
能
防
無
表

、

身
語
表
上

雖

遠

離

彼

、
唯

得

七
支
無
表

不

可

有

意
非
能
防
無
表

也
｣

(表
無
表
詳
口
抄

『日
本
大
蔵
経
』
巻
六
七
、

一
八
七
頁
下
―

一
八
八
頁
上
)

こ
れ
に
よ
れ
ぼ
叡
尊
は
、
通
受
戒
を
受
け
た
時

に
は
、
身
語
意
の
三
業
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の
無

表

に
、

そ

れ

ぞ

れ
十

支

悪

(殺
生

・
偸
盗

・
邪

淫

の
身
三

支

、
妄
語

・

悪

口

・
両
舌

・
綺
語

の
語

四
支
、

貧
欲

・
瞋

恚
・
邪
見

の
意
三
支

)

を

防

ぐ

功

能
作
用

を
発
す
る
と
す
る
が
、
(
8
)

こ
の
百
行
律
儀
を
受
け
る

(
つ
ま
り
戒

を
分
受
す
る
)
場
合
に
は
、
受
者
の
無
表
は
、
七
衆
別
解
脱
律
儀
を
別

受
し
た
場
合
と
同
じ
く
、
身
語
七
支
の
功
能
を
具
え
る
の
み
で
あ
る
と

す
る
。
叡

尊
は
、
菩
薩
戒
は
未
来
際
に
わ
た
る
と
定
義
し
、
ま
た
三
聚

浄
戒
を
通
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
七
衆
別
解
脱
戒
を
す
べ
て
具
え
る

こ
と
で
あ
る
と
し
た
た
め
、
分
時
分
受
の
律
儀
で
あ
る
百
行
律
儀
を
菩

薩
戒
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
叡
尊
に
お
い
て
は
、
以
下

[C
]
[D
]
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
通
受
に
よ
っ
て
七
衆
別
解
脱
律
儀
を
受
け
た
場
合
は

分
受
が
で
き
な
い
と
い
う
。

[C
]
問

曰

。
通
受

五
八

有

分
受

否

。
答

曰

。
雖

有

異
義

。
若

依

『補
行
文
集
』
(腫
『菩
薩
戒
本
宗
要
補
行
文
集
』)

(叡
尊
の
)
御
註

。
雖

為

初
根

引
接

許
上

之

。
依

戒
体

不

可

成

。
欲

成

戒
体

必

具
受

。
『章
』

(
=
『
義
林
章
』)

文

云

。
「其

菩
薩
戒

期
心
広

故

必

須

具

受

。
亦

非

初
位

引
接

之
故

。」
[已
上
]
既

言

其
菩
薩

寛

過

七
衆

。
初
位
者

則

別
受

五
八
也
。
故

知

不

可

通
受

五
八

有

分
受

。
『本
業
』

許

分
受

為

初

根
引
接

。
若

拠

実
理

応

依

『章
』
釈

。
[已
上

(叡

尊
の
)
御
注

意

。]
雖

異
義
往
往

以

此

為

実
義

。
(菩

叡
尊
に
お
け
る
戒
理
解
の
特
異
性

(大

谷
)

薩
戒
問
答
洞
義
鈔

『日
蔵
』
巻
六
九

二
九
四
頁
下
)

[D
]
『章
』
「亦
非
初
位
」
者

。
対

此

初
位

二
義

。
招
提
寺

義

任

『本
業
経
』

説
相

住
前
信
相

菩
薩

云

初
位

。
是

許

分
受

。
入
僧
祇
之
位

不

許

分
受

故

。
菩
薩

(
=

叡
尊
)

御
義

指

近
事
等

云

初
位

。
彼

初
誘
戒

故

許

分
受

。
菩
薩

機
根

純
熟

故

。
縦

雖

住
前

不

可

許

分
受

。
『本
業
経
』許

分
受

結
縁
分

。
云
々

是

『補

行
文
集
』

意
也
。
(定
泉
が
)
弘
安

『章
』
談
義

同

招
提
之

義
一ト
給
マフ
ト
。
云
々

(表
無
表
章
顕
業
抄

『日
蔵
』
巻
六
七

二
三
九
頁
上
)

す
な
わ
ち
覚
盛
の
説
に
依
る
唐
招
提
寺
義
は
、
『本
業
経
』
の
説
相
に

任
せ
て
住
位
に
入
る
前
の
信
位

の
相
を
持

つ
菩
薩
を
指
し
て

「初
位
」

と
い
っ
て
、
こ
れ
に
分
受
を
許
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
前
に
述

べ
た
よ
う
に
通
受
に
よ
っ
て
菩
薩
戒
を
受
け
、
菩
薩
比
丘
と
な
っ
た
者

に
だ
け
分
受
を
許
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
叡
尊
は
近
事
な

ど
の
在
家
の
者
を
指
し
て

「初
位
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
分
受
を
許
し
、

通
受
に
よ
っ
て
菩
薩
比
丘
と
な
っ
た
者
は
、
た
と
え
住
前
で
あ

っ
た
と

し
て
も
こ
れ
に
分
受
は
許
さ
な
い
と
い
う
。

ま
と
め

叡
尊
の
戒
理
解

の
特
異
性
は
、
覚
盛
が
通
受
菩
薩
比
丘
の
み
が
戒
の

分
受
を
許
さ
れ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
別
受

の
在
家
だ
け
が
戒
の
分

時
分
受
を
許
さ
れ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た

[A
]
よ
り
明
ら

二
八

一
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叡
尊
に
お
け
る
戒
理
解
の
特
異
性

(大

谷
)

か
な
よ
う
に
、
叡
尊
は
在
家
の
二
衆
に
関
し
て
は
、
三
聚
浄
戒
を
通
受

し
て
犯
戒
し
た
と
し
て
も
、
罪
が
な
い
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
覚

盛
は
、
通
受
に
よ
っ
て
戒
を
得
た
場
合
、
犯
戒
し
た
場
合
の
罪
は
全
て

突
吉
羅

で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
(
9
)

こ
れ
は
出

家
に
と

っ
て
は
軽

い
が
、
在
家
に
と

っ
て
は
難
し
く
、
在
家
が
通
受
し

た
場
合

の
こ
と
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
覚
盛

・
叡
尊

両
者
の
相
違
点
は
、
覚
盛
が
比
丘
中
心
に
戒
律
を
理
解
し
、
比
丘
が
戒

律
を
よ
り
現
実
的
に
具
体
的
に
受
持
で
き
る
よ
う
に
戒
律
解
釈
の
変
革

を
行

っ
た
の
に
対
し
、
叡
尊
は
そ
れ
ま
で
仏
教
と
は
縁
遠
か
っ
た
民
衆

中
心
に
戒
律
を
理
解
し
て
、
実
際
守
る
こ
と
が
可
能
な
戒
を
授
け
、
在

家
の
仏
教

徒
と
な
っ
て
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
戒
律
解
釈
の

改
革
を
行

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
戒
師
で
あ

る
比
丘

は
真
に
菩
薩
比
丘
と
し
て
す
べ
て
の
戒
を
受
持
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の
発
菩
提
心
の
た
め
に
意
三
支
を
含
め
た
十
支
無

表
が
三
業
種
子
の
上
に
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1

『勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
―
中
世
仏
教
の
実
相
―
』
[吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
五
]

一
九
五
―
二
三
四
頁
な
ど

2

蓑
輪
顕
量

『中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』
[法
蔵
館
、

一
九
九

九
]

一
五
九
頁
―

一
六
四
頁
、
三
八
八
―
四
〇

一
頁

3

こ
れ
に
つ
い
て
は
凝
然
述

『通
受
比
丘
懺
悔
両
寺
不
同
記
』
[『大
正
蔵
』

巻
七
四
]
に
も
触
れ
ら
れ
、
覚
盛
に
依
る
唐
招
提
寺
義
と
説
が
異
な
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
八

二

4

『
瑜
伽

師
地
論

』
に
は
、
以
下

の
よ
う

に
百
行
律

儀

が
説

明

さ
れ

て
い

る
。

謂
於
十

種
不
善

業
道
少
分
離
殺
。

乃
至
少
分
遠

離
邪
見
。

是
名
初

十
行
。

若
多

分
離
殺
生
。
乃
至
多
分
離
邪
見
。
是
名
第

二
十
行
。
若
全
分
離
殺
生
。

乃
至
全
分
離
邪

見
。
是
名

第
三
十
行
。

若
少
時
離
殺
生
乃
至
離

邪
見
。
謂

或

一
日

一
夜
。
或

半
月

一
月
。
或
至

一
年
。
是
名
第

四
十
行
。

若
多
時
離

殺

生
乃
至
離
邪

見
。
謂
過

一
年
不
至

命
終
。
是
名
第
五
十
行

。
若
盡
壽
離

殺

生
乃
至
離
邪

見
。
是
名

第
六
十
行

。
若
自
離
殺
生
乃
至
離

邪
見
。
是
名

第

七
十
行
。
若
於

此
事
勧

進
他

人
。
是
名
第
八
十
行
。
若

即
於
彼
以
無
量

門
稱
揚
讃
述
。
是
名
第
九

十
行
。
若

見
離
殺
生
者
乃
至
離
邪

見
者
。
深
心

慶

悦
生
大
激
喜
。

是
名

第
十
十
行

。
如
是
十
十
行
纏
説
為

百
行
。

(
『瑜
伽

師

地
論
』

[『
大
正
蔵
』
巻
三
〇
、
五
九

〇
頁
上

]
)

5

基
撰

『大
乗
法

苑
義

林
章
』
巻

第
三
之
末
、
表
無
表
色
章

[『
大
正
蔵
』

巻
四
五
、

二
九
九
頁
上
―

下
]

6

叡
尊
草

『
表
無
表
章
詳
体
文

集
』
巻

上

[『
日
蔵
』
巻
六
七
、
七
頁
]

7

元
輪
撰

『表
無
表

詳
口
抄
』

[『
日
蔵
』
巻
六
七
、

一
八
七
頁
下
―

一
八

八
頁
上
]

8

元
輪
撰

『
表
無
表
詳

口
抄
』

[『
日
蔵

』
巻
六
七
、

一
六

二
頁
上
―

下
]

9

蓑
輪
顕
量
、
前
掲
書

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

叡
尊
、
通
受
、
戒

(龍
谷
大
学
大
学
院

)
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151. The Ancient Manuscript Kanbo-sanjukko-hyobyaku Owned by Kofuku-

ji Temple 

Fumihiko TAGAWA

The ancient manuscript called Kanbo-sanjukko-hyobyaku (ŠÏ•ìŽO•\•u•\”’) 

is owned by Kofuku-ji Temple. This manuscript was discovered by the au-

thor when investigating the function and character of Bodai-in Temple last 

year. Bodai-in Temple is one of the branches of Kofuku-ji. This ancient man-

uscript had not been studied yet. The 'Kanbo-sanjukko' (ŠÏ•ìŽO•\•w)is one 

of the religious meetings held by Kofuku-ji. Priests were educated there. But, 

the manuscript has an endorsement written in the Edo period. Therefore it is 

rather difficult to get exact knowledge of the meetings held in ancient times. 

However, I believe that this manuscript can contribute to the clarification of 

the nature of the varieties of meetings in Kofuku-ji. 

152. Eison's Reform in Understanding the Precepts for the Lay Buddhist 

Yuka Otani 

In this paper, I study Eison's ‰b‘¸ (1201-1290) understanding of the pre-

cepts on the basis of writings by three people: GenrinŒ³—Ö (1278-87), Josen 

’è•ò (1273-1310-), and Eishin ‰p•S (1263-1310-) who belonged to the Eison 

lineage. Eison's understanding of the precepts will be consolidated in the fol-

lowing points. (1) Laymen who receive precepts through Betsuju •ÊŽó are 

permitted to divide them and observe some of them and/or to delimit time to 

observe some of them. (2) Even if laymen violate precepts, those who receive 

precepts through Tsuju ’ÊŽó are guiltless. (3) For Buddhist priests, the work-

ing of avijbapti (kaiai) is strengthened because priests who receive the pre-

cepts through tsuju swear to live as bodhisattvas. However, the same crime as 

the Hinayana is applied when precepts are violated. As mentioned above, Ei-

son reformed the understanding of the precepts for people with a weak rela-

tion to Buddhism, in order to to construct the system that gives the people 

precepts by priests who are bodhisattvas, and makes laymen's Buddhism
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more acceptable to them. 

153. Myoe's Understanding of the Exoteric and Esoteric Buddhism: Focus-

ing on 'Gohimitsu gosho to dotaisetsu' 

Sei NORo

The theory of Identity between the Five Secrets and the Five Sacreds'Go-

himitsu gosho to dotaisetsu五 秘 密 与 五 聖 同 体 説'was described in the Keg-

on bukko zanmaikan hihozo華 厳 仏 光 三 昧 観 秘 宝 蔵volume two written by

Myoebo Koben明 恵 房 高 弁(ll73-1232)in his later life. According to that

theory, the five saints,'Gosho五 聖,'Manjusri, Samantabhadra, Maitreya,

Avalokitesvara and Vairocana, originating in the Avatarnsaka sutra, and the

five secret worthies,'Gohimitsuson五 秘 密 尊,'of Esoteric Buddhism are es-

sentially identical. When Myoe of the'Gohimitsu'is studied, it turns out that

Myoe had a keen interest in'Gohimitsuho五 秘 密 法'fiom an early stage.

He set up in the Hihozo the Gosho theory that he developed from the'San-

sheng yuanrong'theory三 聖 円 融 説of Li Tongxuan李 通 玄(635-730). And

he insisted that'Gosho'is the same as'Gohimitsu' in the point that both take

great wisdom and great compassion as their essence. However,'Gosho'and

'Gohimitsu'are not equal in their mutual relationship but'Gosho'of Huayan

is included in'Gohimitsu,'not vice versa. In this paper, the place of Esoteric

Buddhist doctrine in Myoe's thought is considered by examining the'Dotai-

setsu'described in the Hihozo.

154.For taking a Tsuboi(壺 井)Tsubo-ji temple(通 法 寺)in Ancient Kawa-

chi Country(河 内 国):Connected with Priest Ryuko(隆 光)'s tombstone of

ruined Tsubo-ji temple(通 法 寺止)in Habikino City(羽 曳 野 市)

Katsuhiko KOGA

Priest Ryuko隆 光's tombstone is found in the following four places.(1)

Toshodai-ji唐 招 提 寺,(2)Muro-ji室 生 寺,(3)Otokuni-dera乙 訓 寺,(4)the

ruined Chosho-ji超 昇 寺止. We can add(5)the ruined Tsubo-ji通 法 寺 肚to
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