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《修
士
論
文
要
旨
》

中
世
に
お
け
る
真
言
律
宗
の
造
像
活
動
に
つ
い
て

*

黒

木

隆

英

中
世
に
お
い
て
運
慶

・
快
慶
を
始
め
と
し
た
慶
派
、
院
派
、
円
派
な
ど
の
仏
師

集
団
が
あ
り
、
善
派
も
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
善
円
を
始
め
と
し
て
活
躍
し
た
仏
師

集
団
で
あ
る
。
特
に
奈
良

・
西
大
寺
を
復
興
し
た
叡
尊

に
よ

っ
て
開
か
れ
た
真
言

律
宗
に
関
係
す
る
寺
院

の
像
造
が
中
心

で
あ

っ
た
。
本
論
で
は
、

い
ま

一
度
、
善

派
と
い
わ
れ
る
仏
師
た
ち
に
つ
い
て
現
在
ま
で
わ
か

っ
て
い
る
範
囲
で
作
例
を
あ

げ
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ

し
て
、
筆
者

の
自
坊
で
あ
る
京
都
府
宇
治

市
に
あ
る
橋
寺
放
生
院

の
本
尊
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
残
さ
れ
て
い
る

資
料
は
少
な

い
が
、
善
派
に
よ
る
作
例

の
可
能
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し

て
み
た
い
と
思
う
。

第

一
章
で
は
、
仏
師
善
円
の
作
例
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
善
円
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
作
品
を
時
代
順
に
い
う
と
奈
良
国
立
博
物
館

・
十

一
面
観
音
立
像
、
東

大
寺

・
釈
迦
如
来
立
像
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
i
財
団
蔵

(ア
メ
リ
カ
)

・
地
蔵
菩
薩

立
像
、
西
大
寺
愛
染
堂

・
愛
染
明
王
坐
像

の
四
つ
の
作
例
と
、
最
近
に
な

っ
て
新

出
作
例
と
し
て
薬
師
寺

・
地
蔵
菩
薩
立
像
と
を
あ
げ
て
像
内
の
銘
文
な
ど
か
ら
検

討
し
て
い
る
。
ま
ず
、
十

一
面
観
音

立
像
で
あ
る
が
、
承
久
三
年

(
一
二
一
=

)

に
叡
尊
が
願
主
に
な

っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
、
胎
内
の
墨
書
銘
か
ら
わ
か
る
。
像

高
四
十
六

・
六

㎝
で
檜
材
の
寄
木
造
で
玉
眼
嵌
入
の
仏
像
で
あ
る
。
こ
の
十

一
面

観
音
立
像
は
、
胎
内

の
墨
書
銘
に
は
承
久
三
年
の
年
紀
の
銘
文
以
外
に
も
権
僧
正

範
円
を
は
じ
め
と
し
て
僧
名
、
弁
円
、
善
円
の
名
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

経
巻
の
裏
側
に
は
、
多
数

の
十

一
面
観
音
立
像
の
摺
仏
が
押
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
摺
仏
の
下
に
結
縁
者
の
名
前
が

一
人
ず

つ
記
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
銘
の
中

に
見
ら
れ
る
権
僧
正
範
円
と
い
う
僧
は
、
法
隆
寺
金
堂
阿
弥
陀
如
来
像

の
造
像
記

の
中
に
名
が
出
て
く
る
。
東
大
寺
指
図
堂
の
釈
迦
如
来
坐
像
は
、
像
高
二
十
九

・

一
と
小
像
で
は
あ
る
が
、
お
だ
や
か
な
形
で
整
え
ら
れ
て
お
り
、
面
貌
は
厳
し
さ

の
中
に
も
端
正
な
部
分
が
見
て
取
れ
る
。
衣
文
線
は
、
は
っ
き
り
と
強
弱
の
あ
る

形
で
彫
ら
れ
て
お
り
宋
様
式
を
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
運
慶
な
ど
の
慶
派
に

見
ら
れ
る
実
感
味
が
強
す
ぎ
る
こ
と
は
な

い
。
厳
し
さ
の
中
に
前
時
代
の
優
美
さ

を
見
て
取
れ
る
像
で
あ
る
。

ま
た
、
貞
慶

・
明
恵
と

い
っ
た
当
時
の
著
名
な
高
僧

・
由
緒

の
あ
る
寺
院
と
関

係
が
持
て
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
仏
師
と
し
て
の
名
は
か
な
り
知
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
旧
堀
口
蘇
山
氏
蔵

の
地
蔵
菩
薩
立
像
で
あ
る

が
、
極
彩
色
で
玉
眼
嵌
入
の
像
で
あ
る
。
こ
の
像
に
も
胎
内

に
多
数
の
墨
書
銘
が

書
か
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
極
彩
色
が
残

っ
て
い
る
。
ま
ず
、
範
円
の
名
が
出
て

く
る
が
前
権
僧
正
範
円
と
し
て
出
て
お
り
、
こ
の
像
で
は
、
実
尊
が
権
僧
正
と
記
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さ
れ
て
い
る
。
て
こ
の
権
僧
正
の
銘

に
よ
っ
て
製
作
年
代
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
い
う
の
も

『興
福
寺
別
当
次
第
』
や

「
興
福
寺
寺
務
次
第
」
に
よ
る
と
範

円
は
貞
応
二
年

(
一
二
二
三
)
に
前
権
僧
正
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
に
像
立

さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

墨
書
銘

の
共
通
の
銘
は
、
範
円
以
外
に
は
延
円

・
実
算

・
円
尊
な
ど
半
数
以
上

出
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
伝
来
な
ど
の
詳
し
い
こ
と

は
わ
か
ら
な

い
。
西
大
寺
愛
染
堂
の
愛
染
明

王
坐
像
は
、
叡
尊
を
大
願
主
と
し
て
造
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
像
の
像
内

か
ら
も
納
入
物
が
見
つ
か

っ
て
い
る
。
叡
尊
が
大
願
主
と
な
り
範
恩
が
大
壇
越
と

な

っ
て
宝
治
元
年

(
一
二
四
七
)
に
仏
師
善
円
が
造
像
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小

像
で
あ
る
が
ふ
っ
く
り
し
た
肉
身
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
衣
文
表
現
が
特
徴
で
あ
る
。

明
王
像
で
は
あ
る
が
、
表
情
は
誇
張
さ
れ
て
お
ら
ず
憤
怒
相
の
中
に
穏
や
か
さ
が

見
て
取
れ
る
。
薬
師
寺

・
地
蔵
菩
薩
立
像
は
、
像
高
九
十
七

・
三

㎝
、
檜
材

で
造

像
さ
れ
て
お
り
、
玉
眼
が
嵌
入
さ
れ

て
お
り
彩
色
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
像
に

も
墨
書
銘
が
書
か
れ
て
い
る
。
頭
部
は
耳
後
で
前
後
に
矧
ぎ
、
内
ぐ
り
し
て
い
る
。

本
像
は
右
手
に
錫
上
を
執

っ
て
お
り
、
左
手
に
宝
珠
を
乗
せ
て
い
る
。
地
蔵
菩
薩

の
通
形
で
あ
る
。
筆
者
は
善
円
の
円
熟

し
た
作
風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。第

二
章
で
は
、
仏
師
善
慶

・
善
春
の
作
例
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
仏
師
善
慶

の
銘
が
確
認
で
き
る
作
例
と
し
て
、
西
大
寺
本
堂
蔵
釈
迦
如
来
立
像

・
兵
庫
県
生

服
地
蔵
薬
師
如
来
坐
像

・
般
若
寺
文
殊
獅
子
坐
像
の
三
件
で
あ
る
。
他
に
も
時
期

は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
叡
尊

の
意
を
受
け
て
補
修
し
た
と

い
う
西
興
寺

・
地
蔵

菩
薩
立
像
、
善
春
作
と
い
わ
れ
る
般
若
寺

・
文
殊
獅
子
像

・
元
興
寺
極
楽
坊

・
聖

徳
太
子
十
六
歳
像

・
西
大
寺
愛
染
堂

・
興
正
菩
薩
像
の
検
討
を
行

っ
て
い
る
。
西

大
寺
釈
迦
如
来
立
像
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
て
に
仏
師
善
慶

の
名
が
、
釈
迦
如
来

立
像

の
像
内

に
見
ら
れ
る
銘
文
の
中
に
見
ら
れ
る
。
釈
迦
如
来
立
像

の
造
像
に
は

善
慶
だ
け
で
は
な
く
増
金

・
行
西

・
盛
舜

・
弁
實

・
迎
撮

・
慶
俊

・
尊
慶

の
九
人

の
仏
師
た
ち
に
よ

っ
て
造
像
さ
れ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
像
は
檜
材
、
檀
像
風
、

彩
色
は
ほ
と
ん
ど
な
く
素
木

・
裁
金
円
紋
を
施
し
て
い
る
像
で
あ
る
。
次
に
兵
庫

県

.
淡
路
島
に
あ
る
正
福
寺
の
薬
師
如
来
坐
像
で
あ
る
が
こ
の
像
の
裏
面
に
も
次

の
よ
う
な
墨
書
銘
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
面
貌
は
、
少
し
面
長
で
あ
る
が

端
正
な
顔

つ
き
を
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
西
大
寺
釈
迦
如
来
立
像
に
近

い
も

の
が
あ
る
。
衣
文
の
表
現
に
つ

い
て
も
、
複
雑
そ
う
に
見
え
る
が
う
ま
く
処
理
し
て
い
る
。
般
若
寺
の
丈
六
文
殊

菩
薩
像
も
善
慶
の
造
像
で
あ
る
。
最
後
に
、
西
興
寺

・
地
蔵
菩
薩
立
像
に
つ
い
て

は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
調
査
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
時
期
が

明
ら
か
で
は
な

い
が
こ
の
地
蔵
菩
薩
立
像
に
も
墨
書
銘
が
あ
る
。
筆
者
は
、
善
慶

は
戒
律
を
持
し
て
お
り
、
作
善
と
い
う
点
か
ら
も
、
新
た
に
作

っ
た
と
考
え
る
。

ま
ず
、
般
若
寺

・
文
殊
菩
薩
像
の
獅
子
像
で
あ
る
が
、
文
殊
菩
薩
像
自
体
は
、
善

慶
に
よ

っ
て
作
像
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
善
慶
造
像
の
文

殊
菩
薩
像

の
獅
子
像
を
引
き
続
き
造
像
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
後
継
者
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
善
春
が
獅
子
像
を
木
心
塑
像
と
し
て
仕
上
げ
て
い

る
。
次
に
、
元
興
寺
極
楽
坊
の
聖
徳
太
子
像
は
、
木
造
彩
色
像
で
し
る
。
多
数

の

納
入
品
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
像
は
、
遠
く
を
見
据
え
た
透
明
感
の
あ
る
目
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が
特
徴
的
で
あ
る
。
納
入
文
書
に
は
多
く
の
庶
民
の
名
が
見
え
、
当
時
の
庶
民
の

聖
徳
太
子
に
対
す
る
信
仰
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
興
正
菩
薩
叡
尊
像
は
、
善
春

の
作
例

の
中
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
善
春
が
造
像
し
た
こ
と
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
像
は
、
鎌
倉
時
代
に
と
け
る
肖
像
彫
刻

の
傑
作
で

あ
る
。

第
三
章
で
は
善
派
周
辺
の
仏
師
た
ち
と
し
て
快
成

・
増
金

・
通
慶
た
ち
の
作
例

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
仏
師
快
成

の
銘
が
確
認
で
き
る
作
例
と
し
て
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
知
ら
れ
て
い
る
の
は
中
山
寺

・
十

一
面
観
音
立
像

・
奈
良
国
立
博

物
館

・
愛
染
明
王
坐
像

・
春
覚
寺
蔵
地
蔵
菩
薩
立
像

・
福
岡
県
万
行
寺
蔵
阿
弥
陀

如
来
立
像
の
四
件
で
し
る
。
増
金

・
観

慶
に

つ
い
て
は
、
浄
瑠
璃
寺

・
馬
頭
観
音

立
像
の
造
像
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
る
。
快
成

・
増
金

・
観
慶
は
善
派
グ
ル
ー
プ

の

仏
師
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
誰
の
作

か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
奈
良

・
良
福
寺

の

獅
子
文
殊
菩
薩
坐
像
も
う
ね
り
の
多

い
目
の
表
現
ふ
ふ
っ
く
ら
と
丸

い
面
貌
表
現

が
善
派
と
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
の
真
言
律
宗
と
橋
寺
放
生
院

・
三
室
戸
寺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
古
代

か
ら
中
世

の
橋
寺
放
生
院
に
つ
い
て
、
現
在
多
く
を
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、

創
建
当
初
は
常
光
院
ま
た
は
地
蔵
院
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
地
蔵
菩
薩

の
霊
地
と
し
て
僧
道
登
が
初
め
て
宇
治
橋
を
架
橋
し
た
時
に
、
宇
治
橋

の
往
来
の

安
全
を
祈
願
し
て
堂
舎
が
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
橋
の
架
橋
に
関
す

る

『宇
治
橋
断
碑
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。
木
津

・
泉
教
寺
と
同
じ
よ
う
に
宇
治
橋

を
管
理
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
の
橋
寺
放
生
院

は
、
叡
尊
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。
平
等
院
の
僧
侶
た
ち
の
要
請
を
受
け
て
宇
治

を
訪
れ
て
い
て
、
橋
寺
の
堂
供
養
を
行

っ
て
お
り
、
三
室
戸
寺
と
平
等
院
丈
六
堂

で
受
戒
を
行

い
、
放
生
会
を
行

っ
て
い
る
。
三
室
戸
寺
で
の
受
戒
に
は
特
別
な
思

い
が
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
後
、
叡
尊
は
橋
を
架
橋
し
て
宇
治
橋
の
落

慶
法
要
を
と
り
行

っ
て
い
る
。
ま
た
放
生
会
を
行

っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
、
寺
号

が
橋
寺
放
生
院
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
十
三
重

石
塔
を
建
立
し
て
納
入
品

の
五
輪
塔
に
当
時
し
て
は
高
価
で
神
聖
な
も
の
と
さ
れ

て
い
た
水
晶
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
叡
尊
の
厚

い
釈
迦
に
対
す
る
信
仰
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
に
、
橋
寺
の
住
職
が
西
大
寺
の
長
老
に
就
任
し
て

お
り
、
叡
尊
没
後
も
、
真
言
律
宗
と
の
関
係
が
深
く
、
宗
内
で
も
か
な
り
重
要
視

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
後
に
橋
寺
は
火
を
つ
け
ら
れ
る
が
、
本
尊
は
無
事
で
あ

り
信
者
の
信
仰
心
の
強
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
橋
寺
放
生
院

・
地

蔵
菩
薩
立
像
の
形
態
と
伝
来
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
い
る
。

結
論
に
つ
い
て
は
、
善
派
の
仏
師
た
ち
は
、
必
ず
受
戒
を
受
け
て
お
り
戒
律
を

護
持
す
る
こ
と
が
前
提
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
る
。
善
派
の
仏
師
た
ち
は
、
叡
尊

を
尊
敬
し
崇
拝
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
真
言
律
宗

・
特
に
西
大
寺
専
属

の
仏
師
と

い
う
よ
り
は
、
叡
尊
の
お
抱
え
仏
師
と

い
う
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し

て
、
善
派
の
様
式
は
、
ま
ず
顔
の
輪
郭
が
球
形
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
丸

い
顔
、
肉

質

の
厚

い
ふ
っ
く
ら
と
張

っ
た
頬
の
表
現
、
起
伏
の
激
し
い
眉
を
含
め
た
目
の
表

現
、
小
さ
な
唇
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
総
じ
て
言
う
と
、
温
和
、
穏
や
か
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
う
し
て
見
て
見
る
と
、
善
派
の
仏
像
に
は
面
貌
に
非
常
に
特
徴
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
彩
色
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
推
論
の
域
を
出

な
い
が
淡
い
感
じ
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
橋
寺
放
生
院

・
地
蔵
菩
薩
立
像
は
、
顔
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は
少
し
面
長
で
あ
り
、
長
く
起
伏
の
激
し

い
切
れ
目
、
ふ

っ
く
ら
と
張

っ
た
頬
、

小
さ
な
口
で
あ
り
面
貌
は
善
派
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
。
叡
尊
は
、

殺
生
禁
断
の
発
願
を
成
就
し
て
宇
治
橋
架
橋
を
行
い
、
橋
寺
を
再
興
し
て
十
三
重

石
塔
の
建
立
が
八
十

一
歳
と
高
齢
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
集
大
成
と
し

て

一
連
の
事
業
を
引
き
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
橋
寺

放
生
院

の
地
蔵
菩
薩
立
像
の
造
像
に
力
を
注

い
だ
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
、
総
合
的
に
見
て
橋
寺
放
生
院

・
地
蔵
菩
薩
立
像
は
叡
尊
に
よ

っ
て
、
善

派
の
仏
師
に
よ

っ
て
造
像
さ
れ
た
と
思
う

の
で
あ
る
。
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