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本
門
の
戒
壇
に
は
理
と
事
が
あ
る
の
か

塩　

入　

幹　

丈

①　

顧
み
ら
れ
な
い
「
本
門
の
戒
壇
」

　

日
蓮
宗
が
末
法
修
行
の
目
標
た
る
三
つ
の
重
要
な
る
教
え
と
し
て
掲
げ
る
「
三
大
秘
法
」。
だ
が
そ
の
ひ
と
つ
「
本
門
の
本
尊
」
は
万

民
が
帰
依
す
べ
き
唯
一
の
本
尊
で
あ
り
な
が
ら
形
式
が
多
々
あ
っ
て
よ
く
わ
か
り
に
く
く
、
更
に
「
本
門
の
戒
壇
」
に
至
っ
て
は
、
分
か

り
に
く
い
ど
こ
ろ
か
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
に
等
し
い
状
況
で
あ
る
。

　

日
蓮
宗
の
具
体
的
行
動
の
基
と
な
る
べ
き
「
三
大
秘
法
」。
だ
が
現
状
の
理
解
の
仕
方
で
は
、
そ
の
内
容
が
正
し
く
機
能
せ
ず
、
引
い

て
は
日
蓮
宗
の
具
体
的
目
的
が
不
明
確
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
本
門
の
本
尊
」
が
分
か
り
に
く
い
。
そ
の
原
因
は
本
来
、
佛
と
法
の
両
面
を
備
え
た
本
尊
と
し
て
大
聖
人
が
お
示
し
下
さ
っ
た
大
曼

荼
羅
を
法
本
尊
だ
と
し
、
あ
た
か
も
本
尊
に
佛
本
尊
と
法
本
尊
の
２
種
が
あ
る
か
の
よ
う
に
し
た
こ
と
が
根
本
原
因
だ
と
い
え
よ
う
。

　

同
様
な
こ
と
は
「
本
門
の
戒
壇
」
に
も
い
え
よ
う
。
大
聖
人
の
説
明
が
そ
も
そ
も
少
な
い
か
ら
分
か
り
に
く
い
の
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
戒
壇
を
等
閑
視
さ
せ
る
原
因
は
そ
も
そ
も
具
体
的
な
場
所
、
施
設
で
あ
る
べ
き
戒
壇
を
事
壇
、
理
壇
に
分
け
る
考
え
に
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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②　

大
聖
人
の
戒
壇
は
実
体
あ
る
戒
壇

　

た
し
か
に
戒
壇
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は

　
「
天
台
・
伝
教
は
こ
れ
を
宣
べ
て
、
本
門
の
本
尊
と
四
菩
薩
と
戒
壇
と
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
と
は
こ
れ
を
残
し
た
ま
う
」
法
華
行

者
値
難
事　

七
九
八

　
「
問
て
云
く
、
如
来
滅
後
二
千
余
年
に
、
竜
樹
・
天
親
・
天
台
・
伝
教
の
残
し
た
ま
え
る
所
の
秘
法
と
は
何
物
ぞ
や
。
答
て
曰
く
、
本

門
の
本
尊
と
戒
壇
と
題
目
の
五
字
と
な
り
。」
法
華
取
要
抄　

八
一
五

　
「
一
は
日
本
乃
至
一
閻
浮
提
一
同
に
本
門
の
教
主
釈
尊
を
本
尊
と
す
べ
し
。
所
謂
宝
塔
の
内
の
釈
迦
多
宝
、
外
の
諸
仏
、
並
に
上
行
等

の
四
菩
薩
脇
士
と
な
る
べ
し
。
二
に
は
本
門
の
戒
壇
。
三
に
は
日
本
乃
至
漢
土
月
氏
一
閻
浮
提
に
人
ご
と
に
有
智
無
智
を
き
ら
は
ず
、
一

同
に
他
事
を
す
て
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
べ
し
。
此
事
い
ま
だ
ひ
ろ
ま
ら
ず
。」
報
恩
抄　

一
二
四
八

の
三
か
所
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
な
ん
の
説
明
が
な
い
以
上
、
大
聖
人
の
戒
壇
は
何
も
わ
か
ら
い
な
い
、
何
も
断
言
で
き
な
い
の
が
実
情

で
あ
る
。

　

だ
が
伝
教
大
師
へ
の
大
聖
人
の
評
価
か
ら
そ
れ
は
充
分
に
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
伝
教
大
師
宗
々
の
人
師
の
異
執
を
す
て
ゝ
専
経
文
を
前
と
し
て
責
さ
せ
給
し
か
ば
、
六
宗
の
高
徳
八
人
・
十
二
人
・
十
四
人
・
三
百

余
人
並
弘
法
大
師
等
せ
め
を
と
さ
れ
て
、
日
本
国
一
人
も
な
く
天
台
宗
に
帰
伏
し
、
南
都
・
東
寺
・
日
本
一
州
の
山
寺
皆
叡
山
の
末
寺
と

な
り
ぬ
。」
開
目
抄　

五
四
一

　
「
其
上
天
台
大
師
の
い
ま
だ
せ
め
給
は
ざ
り
し
小
乗
の
別
受
戒
せ
め
を
と
し
、
六
宗
の
八
大
徳
に
梵
網
経
の
大
乗
別
受
戒
を
さ
づ
け
給

の
み
な
ら
ず
、
法
華
経
の
円
頓
の
別
受
戒
を
叡
山
に
建
立
せ
し
か
ば
、
延
暦
円
頓
の
別
受
戒
は
日
本
第
一
た
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
滅
後
一

千
八
百
余
年
が
間
身
毒
・
尸
那
・
一
閻
浮
提
に
い
ま
だ
な
か
り
し
霊
山
の
大
戒
日
本
国
に
始
る
。
さ
れ
ば
伝
教
大
師
は
其
功
を
論
ず
れ
ば
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龍
樹
・
天
親
に
も
こ
え
、
天
台
・
妙
楽
に
も
勝
て
を
は
し
ま
す
聖
人
な
り
。
さ
れ
ば
日
本
国
の
当
世
の
東
寺
・
薗
城
・
七
大
寺
・
諸
国
の

八
宗
・
浄
土
・
禅
宗
・
律
等
の
諸
僧
等
、
誰
人
か
伝
教
大
師
の
円
戒
を
そ
む
く
べ
き
。
か
の
漢
土
九
国
の
諸
僧
等
は
円
定
円
慧
は
天
台
の

弟
子
に
に
た
れ
ど
も
、
円
頓
一
同
の
戒
場
は
漢
土
に
な
け
れ
ば
、
戒
に
を
い
て
は
弟
子
と
な
ら
ぬ
者
も
あ
り
け
ん
。
こ
の
日
本
国
は
伝
教

大
師
の
御
弟
子
に
あ
ら
ざ
る
者
外
道
な
り
悪
人
な
り
。」
撰
時
抄　

一
〇
一
五

　
「
さ
れ
ど
も
経
文
分
明
に
あ
り
し
か
ば
、
叡
山
の
大
乗
戒
壇
す
で
に
立
さ
せ
給
ぬ
。
さ
れ
ば
内
証
は
同
け
れ
ど
も
、
法
の
流
布
は
迦

葉
・
阿
難
よ
り
も
馬
鳴
・
龍
樹
等
は
す
ぐ
れ
、
馬
鳴
等
よ
り
も
天
台
は
す
ぐ
れ
、
天
台
よ
り
も
伝
教
は
超
さ
せ
給
た
り
。」
報
恩
抄　

一

二
四
七

　

例
え
ば
理
戒
壇
に
立
つ
藤
井
日
達
上
人
は
「
建
物
で
成
功
し
な
か
っ
た
の
は
天
台
宗
の
迹
門
の
戒
壇
。
伝
教
大
師
の
所
か
ら
失
敗
し
て

お
り
ま
す
。」（
天
鼓
要
文
集　

三
三
五
）
と
、
事
戒
壇
の
間
違
い
を
大
師
の
実
例
に
観
て
い
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
大
聖
人
に
お
い
て
は
叡

山
に
戒
壇
を
建
立
し
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
師
へ
の
評
価
の
最
大
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
大
師
を
讃
え
な
が
ら
、
実
は
具
体
的
な
戒
壇
建
立
は
反
対
す
る
の
が
大
聖
人
の
本
意
だ
っ
た
と
は
、
ま
ず
言
え
ま
い
。

　

ま
た
公
場
対
決
の
実
現
化
し
そ
う
だ
っ
た
際
の

　
「
所
詮
、
真
言
禅
宗
等
の
謗
法
の
諸
人
等
を
召
し
合
せ
、
是
非
を
決
せ
し
め
ば
、
日
本
国
一
同
に
日
蓮
が
弟
子
檀
那
と
な
ら
ん
。
我
が

弟
子
等
の
出
家
は
主
上
上
皇
の
師
と
な
り
、
在
家
は
左
右
の
臣
下
に
列
な
ら
ん
。
は
た
ま
た
一
閻
浮
提
皆
こ
の
法
門
を
仰
が
ん
。
幸

甚
々
々
」
諸
人
御
返
事　

一
四
七
九

と
述
べ
ら
れ
た
大
聖
人
の
御
言
葉
は
、

　
「
像
法
の
末
八
百
年
に
相
当
つ
て
伝
教
大
師
和
国
に
託
生
し
て
華
厳
宗
等
の
六
宗
の
邪
義
を
糾
明
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
し
か
の
み
な

ら
ず
南
岳
（
天
台
も
い
ま
だ
弘
め
た
ま
わ
ざ
る
円
頓
の
戒
壇
を
叡
山
に
建
立
す
。
日
本
一
州
の
学
者
一
人
も
残
ら
ず
大
師
の
門
弟
と
な

る
。」
曽
谷
入
道
殿
許
御
書　

九
〇
〇
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「
故
に
教
大
師
像
法
の
末
に
出
現
し
て
、
法
花
経
の
迹
門
戒
定
慧
の
三
が
内
、
其
の
中
円
頓
戒
壇
を
叡
山
に
建
立
し
給
し
時
、
二
百
五

十
戒
忽
に
捨
畢
。
随
て
又
鑑
真
が
末
の
南
都
七
大
寺
一
十
四
人
三
百
余
人
も
加
判
し
て
大
乗
の
人
と
な
り
、
一
国
挙
て
小
律
儀
を
捨
畢
。」

下
山
御
消
息　

一
三
一
七

と
讃
え
る
大
師
の
事
績
の
正
当
な
る
継
承
、
再
生
を
期
す
る
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

立
正
安
国
論
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
さ
れ
た
大
聖
人
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
は
安
国
論
の
幕
府
採
用
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
採

用
の
暁
に
は
新
し
い
戒
壇
の
建
立
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
と
よ
り
戒
壇
と
は
受
戒
の
場
所
の
こ
と
。
大
聖
人
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
事
戒
壇
、
理
戒
壇
と
わ

け
る
考
え
は
大
聖
人
に
は
な
か
っ
た
と
観
る
ほ
う
が
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

③　

形
な
け
れ
ば
全
て
な
く
な
る

　

松
崎
檀
林
祖
常
寂
日
耀
上
人
の
「
本
尊
抄
講
談
」、
陣
門
智
秀
日
覚
上
人
の
「
発
心
共
轍
」、
要
法
寺
広
蔵
日
辰
上
人
の
「
到
彼
岸
記
」、

本
能
寺
中
興
金
剛
院
日
承
上
人
「
五
段
抄
」
等
々
と
理
戒
壇
が
殊
更
に
主
張
さ
れ
だ
し
た
の
は
天
文
法
難
以
後
。
戒
壇
建
立
な
ど
と
具
体

的
に
言
い
出
せ
な
く
な
っ
た
事
情
は
確
か
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　

事
情
は
現
代
で
も
変
わ
ら
な
い
。
戦
前
の
日
蓮
宗
と
国
家
と
の
関
係
、
創
価
学
会
の
こ
と
等
々
と
具
体
的
な
戒
壇
論
に
な
る
と
難
し
い

問
題
が
多
々
あ
る
。

　

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
は
理
・
事
の
二
つ
の
戒
壇
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
ま
こ
と
に
都
合
が
い
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
メ
イ
ン

に
な
る
の
は
語
り
や
す
い
も
の
、
実
現
し
や
す
い
も
の
に
流
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
日
蓮
宗
小
事
典
、
あ
る
い
は
宗
義
大
綱
読
本
。
い
ず
れ
も
中
心
と
な
る
の
は
理
の
戒
壇
が
メ
イ
ン
と
い
え
よ
う
。
今
の
日
蓮
宗

の
戒
壇
は
形
よ
り
も
心
の
在
り
方
を
重
視
す
る
と
も
い
え
る
。
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だ
が
い
か
に
心
が
大
事
だ
と
い
っ
て
も
形
な
く
ば
、
も
と
も
こ
も
な
く
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
。
戒
律
よ
り
信
仰
を
重
視
し
た
日

本
佛
教
界
が
、
し
ば
し
ば
世
俗
以
上
に
堕
落
し
た
状
況
に
陥
っ
て
き
た
歴
史
し
か
り
。
さ
ら
に
卑
近
な
例
は
現
代
の
葬
儀
事
情
に
も
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

無
宗
教
や
直
葬
が
勢
力
を
徐
々
に
増
し
て
き
て
い
る
背
景
に
は
、
弔
う
こ
と
自
体
を
無
意
味
と
す
る
考
え
方
と
同
時
に
、
弔
う
気
持
ち

は
あ
っ
て
も
心
が
大
事
で
形
は
二
の
次
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

仏
教
儀
式
は
お
ろ
か
お
経
そ
の
も
の
す
ら
形
式
で
し
か
な
い
、
心
、
思
い
こ
そ
あ
れ
ば
亡
き
人
に
通
じ
る
と
考
え
る
人
が
増
え
れ
ば
増

え
る
ほ
ど
葬
儀
の
簡
素
化
、
無
宗
教
化
は
加
速
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
形
に
意
義
を
見
い
だ
せ
な
い
も
の
は
存
在
自
体
に
消
滅
の
危

険
性
が
は
ら
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

信
仰
者
の
内
証
に
戒
壇
を
求
め
る
理
の
戒
壇
も
、
具
体
的
な
も
の
が
何
も
な
い
ゆ
え
に
却
っ
て
日
々
の
生
活
の
中
に
埋
没
し
、
意
識
さ

れ
る
こ
と
す
ら
な
く
な
り
、
遂
に
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④　

形
か
ら
は
い
る
信
仰

　

読
本
に
よ
れ
ば
、「
四
海
帰
妙
の
暁
に
建
立
さ
れ
る
べ
き
事
相
荘
厳
の
戒
壇
の
建
立
が
我
々
の
生
涯
か
け
た
願
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
一
〇
七
）
と
事
の
戒
壇
は
遥
か
未
来
の
理
想
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
ま
ず
理
の
戒
壇
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
大
事
だ
と
し
て
、
具
体
的
な
戒
壇

建
立
を
先
に
先
に
と
未
来
の
彼
方
へ
追
い
や
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
却
っ
て
問
題
で
あ
る
。

　

先
に
み
て
き
た
大
聖
人
が
評
価
す
る
伝
教
大
師
の
や
り
方
、
そ
れ
は
ま
ず
戒
壇
が
あ
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
全
国
の
僧
侶
が
弟
子
と
な
り
、

さ
ら
に
各
出
家
の
信
徒
も
弟
子
化
す
る
こ
と
で
、
日
本
一
同
に
天
台
の
門
下
と
な
る
状
況
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
個
々
の
民
衆
の
内
面
性
よ
り
も
ま
ず
形
か
ら
入
っ
て
く
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
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安
国
論
を
ま
ず
幕
府
の
真
の
実
力
者
に
送
っ
た
大
聖
人
も
、
ま
ず
ト
ッ
プ
を
抑
え
る
戦
略
、
形
か
ら
入
っ
て
い
く
信
仰
を
想
定
し
て
い

た
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

　

全
世
界
の
宗
教
で
現
在
、
最
も
力
強
く
広
ま
っ
て
い
る
宗
教
と
い
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
る
が
、
そ
の
原
動
力
の
一
つ
は
ま
ず
形
を
大

事
と
し
、
儀
式
そ
の
も
の
に
重
要
な
意
義
を
持
た
せ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
キ
リ
ス
ト
教
が
高
度
な
宗
教
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
現
代
日
本
で
は
、
宗
教
は
形
式
よ
り
も
内
証
が
大
事

と
思
い
こ
み
や
す
い
。
だ
が
、
大
聖
人
は
形
か
ら
は
い
る
こ
と
の
重
要
性
も
す
で
に
看
破
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑤　

五
百
年
過
ぎ
て
か
ら
の
戒
壇

　

茂
田
井
教
亨
先
生
が
「
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
で
は
な
い
。
日
蓮
聖
人
が
今
出
ら
れ
た
ら
ど
う
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
」（
報

恩
抄
講
賛　

四
一
九
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
大
聖
人
の
戒
壇
が
（
従
来
通
り
の
）
具
体
的
戒
壇
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
鎌
倉
時

代
と
同
様
な
方
法
論
を
現
代
に
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
確
か
に
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。

　

な
に
よ
り
も
当
時
は
仏
教
の
世
界
観
を
皆
が
共
有
し
て
い
た
世
界
。
そ
の
中
で

　
「
漢
土
の
武
宗
皇
帝
の
九
国
の
寺
塔
四
千
六
百
余
所
を
消
滅
せ
し
め
、
僧
尼
二
十
六
万
五
百
人
を
還
俗
せ
し
等
の
ご
と
く
な
る
悪
人
等

は
釈
迦
の
仏
法
を
ば
失
べ
か
ら
ず
。
三
衣
を
身
に
ま
と
ひ
、
一
鉢
を
頚
に
か
け
、
八
万
法
蔵
を
胸
に
う
か
べ
、
十
二
部
経
を
口
に
ず
う

（
誦
）
せ
ん
僧
侶
が
彼
の
仏
法
を
失
う
べ
し
。」（
撰
時
抄　

一
〇
五
〇
）

と
佛
教
者
み
ず
か
ら
獅
子
身
中
の
虫
と
し
て
正
法
を
犯
し
て
い
く
邪
智
法
謗
の
世
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
現
代
は
佛
教
の
世
界
観
が
共
通
認
識
で
な
く
な
っ
た
世
界
。
正
し
い
教
え
が
何
か
も
知
ら
な
い
無
知
悪
人
の
世
と
い
え
よ
う
。

　
「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
時
は
折
伏
を
前
と
す
。」（
開
目
抄　

六
〇
六
）
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の
ご
と
く
布
教
方
法
も
大
転
換
し
た
時
代
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
の
戒
壇
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
多
く
の
問
題
が
起
き
て
し
ま
う
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

　

と
言
っ
て
も
理
戒
壇
に
逃
げ
込
む
こ
と
も
、
戒
壇
そ
の
も
の
意
義
を
喪
失
す
る
道
で
あ
る
。

　

戒
壇
と
は
あ
く
ま
で
も
形
あ
る
も
の
と
い
う
大
前
提
の
も
と
、
無
智
悪
人
の
世
で
い
か
に
実
現
す
べ
き
か
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

日
蓮
大
聖
人
の
跡
を
継
ぐ
べ
き
我
々
の
務
め
と
言
え
よ
う
。
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