
無

戒

名

字

の

比

丘

は

じ

め

に

 

親

鸞

は

「
化
身
土
巻
」

で

『
末
法
灯
明
記
』

の
文
を
引
く
こ
と 

を
通
し
て
、
末

法

に

お
け

る

仏

弟

子

の

在

り

方
を

「
無
戒
」
と
決 

定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
仏
教
に
お
い
て
戒
と
は
、

「
戒
定
慧
の 

三
学
」

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
仏
道
の
実
践' 

即
ち
修
道 

の
第
一
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
仏 

教
と
名
の
る
限
り
、
戒
が
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
 

受
戒
を
以
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
が
正
当
に
認
め
ら
れ
て
き
た
の 

で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
無
戒
を
主
張
す
る
こ
と
は
仏 

教
に
あ
ら
ず
と
い
う
謗
り
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ 

う
。そ

れ
で
は
、
親

鸞

は

「
無
戒
」
を
以
て
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
多
く
の
解
釈
が 

あ
る
が
、

た
と
え
ば
、
存

覚

の

『
六
要
鈔
』

は
、
親

鸞

の

『
末
法

一
 

楽
 

真
 

灯
明
記
』

引
用
の
意
図
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

引
用
意
者
、
此
記
之
意
、
能
修
之
機
所
学
之
教
、
機
教
相
順 

可
レ
獲
レ
益
故
、

具
明
ー
ー
末
世
五
濁
衆
生
無
戒
放
逸
修
行
難
〉
立
、
 

故
引
相
一
一
勧
浄
教
修
行-

偏
欲
レ
令
レ
知
卞
一
称
ー
ー
仏
名
二 

生
レ 

信
者
所
作
功
徳
終
不
も
虚 

也
。(
真
聖
全
二
・
四
一
ー
頁) 

こ
れ
を
見
れ
ば
、
浄
土
の
教
え
が
末
世
五
濁
の
衆
生
の
た
め
の
、
 

時
機
相
応
の
教
で
あ
る
と
一
応
は
主
張
す
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
 

し

か

し

こ

れ

だ

け

で

は

「
修
行
を
立
て
難
き
こ
と
」

の
理
由
が
個 

人
の
能
力
の
問
題
で
あ
る
の
か' 

修
行
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
問 

題
性
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
れ
故
、
浄
土
の
教
え 

は
修
行
立
し
難
き
者
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
修
行
を
成
し 

遂
げ
得
る
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
不
必
要
で
あ
る
、
と
も
読
ま
れ 

得
る
こ
と
に
な
る
。

親
鸞
は
選
択
本
願
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
、

聖
道
の
ハ
万
四
千 

の
法
門
を
仮
門
と
名
づ
け
、
門
余
の
一
道
と
し
て
本
願
の
仏
道
を
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掲
げ
て
い
る
。

こ
の
親
鸞
の
意
図
を
考
え
る
な
ら
ば
、
『
六
要
鈔
』 

の
言
葉
で
は
末
法
、
そ
し
て
無
戒
と
い
う
こ
と
が
限
定
さ
れ
た
枠 

の
中
で
捉
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
時
機
相
応
に
托
し
た
意
味
が
充
分 

に
表
現
さ
れ
得
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
釈
尊
滅
後
の
無
仏
の
時
に
お
い
て
、
 

ど
こ
で
仏
道
が
成
り
立
つ
の
か
、
何
を
以
て
仏
弟
子
で
あ
る
と
言 

え
る
の
か
を
確
か
め
よ
う
と

し
た
の
が

「
無
戒
」
と
い
う
こ
と
が 

持
つ
課
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
仏
道
の
基
点
と
も
い
う
べ
き
戒
の
問 

題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
道
の
諸
教
が
自
明
と
し
て 

き
た
、
受
戒
に
は
じ
ま
る
修
行
か
ら
成
仏
へ
と
い
う
発
想
を
問
い 

返
す
も
の
で
あ
る
。

以
下
、

「
化
身
土
巻
」

の
文
章
に
そ
っ
て
確 

か
め
て
い
き
た
い
。

1

無

戒

の

意

義
 

親
鸞
は
、

末
法
・
無
戒
を
論
ず
る
に
先
立
っ
て
、

そ
の
こ
と
が 

持
つ
課
題
を
明
示
し
て
い
る
。

然
拠
一
ー
正
真
教
意-

披
一
一
古
徳
伝
説
一
顕
一
ー
開
聖
道
浄
土
真
仮- 

教
ー
ー
誡 

邪
偽
異
執
外
教-

勘
一
一
決
如
来
涅
槃
之
時
代-

開
ニ
示 

正
像
末
法
旨
際-
(

定
親
全
ー
ニ
ー
ニ
ー
頁) 

こ
の
課
題
に
対
し
て
は
、

ま

ず

『
安
楽
集
』

の
文
が
引
か
れ
、
末

法
の
意
義
が
押
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
釈
尊
一
代
の
教
が
悉 

く
滅
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
釈
尊
が
特
に
留
め
た
も
う
た
、
弥
陀 

の
本
願
を
説
く
経
に
出
遇
わ
し
め
る
こ
と
に
末
法
の
意
義
が
あ
る 

こ
と
を
確
か
め
、

そ
し
て
、
浄
土
の
一
門
の
み
が
無
仏
時
に
お
い 

て
仏
道
た
り
得
る
こ
と
を
言
い
切
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
 

末
法
の
意
味
と
聖
道
浄
土
の
真
仮
に
つ
い
て
は
道
綽
の
言
葉
に
依 

り
な
が
ら
ー
応
答
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

「
唯 

有
浄
土 

一
門
可
通
入
路
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、 

衆
生
の
現
実
が
い
か
に
そ
の
こ
と
に
昏
く
、
背
い
て
い
る
か
が
見 

え
て
く
る
。

そ
れ
が
、

爾
者
穢
悪
濁
世
群
生
不
ー
ー
ー
知
ー
ー
末
代
旨
際
一
毀
ニ
僧
尼
威
儀-
(

定 

親
全
一
ニ
ー
二
三
頁)

と
語
ら
れ
る
衆
生
の
問
題
で
あ
る
。

常
に
何
か
を
頼
り
と
し
よ
う 

と
す
る
人
間
の
自
力
心
の
根
は
深
い
。
畢
竟
依
が
見
つ
か
ら
な
い 

こ
と
は' 

見
つ
か
ら
な
い
こ
と
に
止
ま
ら
ず
偽
な
る
も
の
を
依
り 

処
に
す
る
顚
倒
に
つ
な
が
る
。
教
え
を
聞
い
て
も
義
に
依
ら
ず
に 

語
に
執
わ
れ
、
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ 

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
に
立
つ
限
り
、
釈
尊
が
入
滅
を
以
て
示
し
、
 

末
代
を
生
き
て
い
る
こ
と
を
教
え
た
も
う
意
図
に
気
づ
く
こ
と
は 

で
き
ず
、
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
存
在
の
事
実
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に
背
い
て
い
く
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
、
仏
教
は
威 

儀
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
無
仏
世
に
成
就
す
る
仏
道
を
阻
害
す 

る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

こ
こ
に
親
鸞
は
、
 

今
時
道
俗
思
一
一
量 

己 

分
-
(

定
親
全
一
・
三
一
三
頁) 

と
呼
び
か
け
、
威
儀
の
み
を
仏
教
と
執
す
る
立
場
か
ら
の
訣
別
を 

求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ

の

文

に

続

く

「
三
時
教
を
案
ず
れ 

ば
」

以
下
の
文
章
は
、
正
像
末
の
三
時
は
釈
尊
自
身
の
教
え
で
あ

③
 

る
と
い
う
確
か
め
の
も
と
に
、

「
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
」

え 

そ

し

て

「
已
に
も
っ
て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
」
と 

入
末
法
を
決
す
る
と
い
う
位
置
に
あ
る
。

こ
の
展
開
を
考
え
れ
ば 

こ
れ
以
下
は' 

「
己
が
分
を
思
量
」

せ
し
め
る
た
め
に
、

正
像
末 

説
い
た
釈
尊
の
意
図
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
部
分
で
あ
り
、

『
末 

法
灯
明
記
』

の
文
も
、

三
時
教
を
案
ず
る
こ
と
の
内
容
と
し
て
置 

か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば' 

正
像
末
法
の
旨 

際
を
理
解
し
な
い
者
は
、

必
然
的
に
、

「
正
真
の
教
意
」

に
背
く
、
 

「
邪
偽
異
執
の
外
教
」

と

し

て

「
教
誡
」

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

確
か
に
、
『
末
法
灯
明
記
』
の
文
自
体
は
条
項
を
あ
げ
て
批
判
す
る 

と
い
う
形
で
は
な
い
。
し
か
し
、
釈
尊
滅
後
の
無
仏
世
に
お
け
る
仏 

道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
釈
尊
入
滅
の
事
実
を
受
け 

止
め
得
な
い
立
場
全
体
を
教
誡
し
て
い
る
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
”
 

『
末
法
灯
明
記
』

に
関
し
て
は' 

古
来
よ
り
真
撰
・
偽
撰
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
が
、

披
一
一
閲 

『
末
法
灯
明
記
』
一
朋
代(

定
親
全
一
ニ
ー
ニ
四
頁) 

と
、

ま
ず
書
名
を
あ
げ
次
に
作
者
の
名
前
を
記
す
と
い
う
引
き
方 

は

『
教
行
信
証
』

の
中
で
は
極
め
て
珍
し
い
。

他

に

「選
択
本
願

⑥

0- 

念
仏
集 

源
空
集
」
や
、

「
讃
阿
弥
陀
仏
偈 

曇
鸞
和
尚
造
」
、

そ

⑧

し

て

「
弁
正
論 

法
淋
撰
」
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
 

こ
れ
だ
け
で
簡
単
に
一
貫
性
を
見
る
こ
と
は
差
し
控
え
ね
ば
な
ら 

な
い
が
、

「披
閲
」

の
語
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、

「
最
澄
製
作
」

に 

相
当
な
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
る
。

た
だ
、
現
存
す
る 

『
末
法
灯
明
記
』

と
相
違
す
る
点
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必 

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た

と

え

ば

『
伝
教
大
師
全
集
』

所
収
本 

と
比
べ
て
も
か
な
り
の
読
み
の
違
う
部
分
や
乃
至
さ
れ
て
い
る
部 

分
が
あ
り
、
所
見
本
の
相
違
と
い
う
に
は
止
ま
ら
な
い
。

引
用
に 

際
し
て
親
鸞
の
意
図
的
な
読
み
を
見
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、

当
然 

の
こ
と
だ
が
、

『
教
行
信
証
』

の
文
脈
で
押
え
て
い
か
ね
ば
な
ら 

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
、

「
最
澄
製
作
」

と
確
か
め 

て
い
く
と
こ
ろ
に
は
、
最
澄
の
真
意
を
掲
げ
よ
う
と
す
る
親
鸞
の 

意
図
を
読
み
取
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
、
偽
撰 

説
の
最
大
の
理
由
は
、
末

法

無

戒

の

主

張

が

『
山
家
学
生
式
』

や 

『
顕
戒
論
』

に
お
け
る
持
戒
の
主
張
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と 

に
あ
る
。

し
か
し
小
乗
戒
の
棄
捨
か
ら
大
乗
戒
創
唱
へ
の
展
開
を
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見
る
な
ら
ば
、
そ

れ

の

徹

底

と

し

て

『
末
法
灯
明
記
』

の
主
張
が 

出
て
く
る
こ
と
も
無
理
と
は
言
え
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
鸞 

に
と
っ
て
の
最
澄
の
占
め
る
位
置
を' 

確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
が. 

親
鸞
の
聖
徳
太
子
讃
仰
に
与
え
た
最
澄
の
影
響
な
ど
も
、
併
せ
て 

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に 

論
じ
た
い
。

『
末
法
灯
明
記
』

の
文
で
無
戒
に
関
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の 

は
、

『
大
術
経
』

の
経
文
に
よ
っ
て
仏
滅
後
、

千
五
百
年
の
在
り 

方
を
述
べ
た
上
で
、

準
一-

此
等
経
文-

千
五
百
年
後
無
三
有
一
戒

定

慧-

也

(

定
親
全 

ー
ニ
ー
二
六
頁)

と
末
法
の
質
を
押
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
釈 

迦
の
法
の
滅
尽
を
人
間
の
懈
怠
に
依
拠
す
る
と
見
て
末
法
を
言
わ 

な
い
立
場
が
簡
ば
れ
、

更
に
は
末
法
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
も
末 

法
と
し
て
問
題
に
し
て
い
な
い
立
場
が
簡
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
上 

で
の
押
え
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば' 

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
末 

法
と
は
、
釈
尊
入
滅
の
事
実
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
課
題 

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、

末
法
の 

質

を

「
戒
定
慧
あ
る
こ
と
な
し
」
と
見
定
め
た
こ
と
は
、
釈
迦
教 

衰
退
の
事
象
を
客
観
的
に
捉
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
仏
弟 

子
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
て
き
た
根
拠
が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
確

認
し
た
の
で
あ
る
。
仏
道
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
く
な
っ
た
、
 

仏
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
大
い
な
る
悲
痛
の
表
明
な 

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
更
に
言
う
な
ら
ば
、
釈
尊
が
ま
し
ま
さ
な
い 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
し
ま
す
が
如
く
夢
を
見
て
い
た
こ
と
が
破 

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

持
戒
・
破
戒
を
判
断
基
準
と 

し
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
人
間
か
ら
決
定
し
得
な
い
こ
と
が
、
 

「
無
戒
」
と
い
う
仏
言
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

然
則
於

6
,

末
法
中
一
但
有
二
言
教
一
而
無
日
行
証
一
若
有0

我
法
一 

可
ー
ー
ー
有
二
破
戒
一
既
無
日
戒
法
一
由
ー
ー
ー
破
二
何
戒
一
而
有
一-
一
破
戒-

破 

戒

尚

無

・
何

況

持

戒

故

『
大
集
』

云

仏

涅

槃

後

無

戒

満0

 

洲
一
云
云(

定
親
全
一,

三
一
七
頁) 

破
戒
は
ど
こ
ま
で
も
持
戒
の
対
概
念
と
し
て
存
在
す
る
。

こ
れ
ら 

は
、
と
も
に
行
証
を
持
戒
の
線
上
に
措
定
し
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
 

し
か
し
無
戒
は
立
場
を
全
く
異
に
す
る
。
仏
涅
槃
と
い
う
こ
と
に 

お
い
て
持
戒
・
破
戒
の
基
準
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
仏 

涅
槃
と
い
う
こ
と
が
無
戒
と
い
う
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り' 

人
間
が
行
証
を
予
想
し
た
り
、
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ 

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
持
戒
と
か
破
戒
と
い
う 

意
識
自
体
が
、

末
法
を
以
て
教
え
る
釈
尊
の
教
意
に
背
い
て
い
る 

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
戒
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
意
識
の
根
深
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さ
、
問

題

性

を

『
灯
明
記
』

は
次
の
よ
う
な
問
い
を
以
て
押
え
て 

い
る
。問

『
諸
経
律
』

中
広
制
ー
ー
破
戒-

不
羸
ー
ー
ー
入
ー
ー
衆
一
破
戒
尚
爾 

何
況
無
戒 

而
今
重 

論
ー-

末
法
一
無
口
戒
一
豈
無口

瘡
-

自
以 

傷

哉

(
定
親
全
一
・
三
一
ハ
頁) 

こ
の
問
い
は
、
持
戒
で
あ
っ
て
こ
そ
仏
弟
子
に
加
え
ら
れ
る
こ
と 

を
前
提
と
し
た
上
で
、
無
戒
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
弟
子
に
加
え
ら 

れ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
戒
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
む
し 

ろ
痛
み
な
ど
感
ず
る
必
要
が
な
い
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
、
無
戒
な
ら
ば
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い 

は
ず
だ
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
無
戒
が
無
仏
法 

と
同
じ
こ
と
と
見
な
さ
れ
、
仏

が

「
無
戒
」
と
説
き
た
も
う
た
こ 

と
の
意
味
は
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
一
見
、
持
戒
や 

修
行
を
説
く
経
典
の
言
葉
に
忠
実
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
の
と 

こ
ろ
自
我
関
心
の
予
定
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
真 

に
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
と
、
教
え
の
言
葉
を
自
我
関
心
の
満 

足
に
利
用
す
る
こ
と
と
の
峻
別
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答 

え
ら
れ
る
。

答
此
理
不0

然
一
正
像
末
法
・
所
有
行
事
広 

載
日
諸
経
一
内
外 

道
俗
誰
不
ー
ー
披
諷
一
豈
貪
ー
ー
求
自
身
邪
活

隠
ー
ー
蔽
持
国
之

正
法
一
乎
但
今
所
ぬ
論
ー
末
法
唯
有
一
一
名
字
比
丘-

此
名
字
為
ー
ー 

世
真
宝
一
無-

福
田
一
設
末
法
中
有
ー
ー
持
戒
ー
者
既 

是

怪

異

，
 

如
ー
ー
ー
市
有
一
ー
虎
一
此
誰
可
口
信
一(
定
親
全
一
ニ
ー
ニ
ハ
頁) 

無
戒
は
無
仏
法
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
自
身
の
邪 

活
を
貪
求
す
る
た
め
の
主
張
で
は
な
い
。
無
戒
と
教
え
ら
れ
な
け 

れ
ば
、
人
間
の
側
か
ら
仏
道
を
措
定
し
て
い
く
と
い
う
問
題
を
乗 

り
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
が
予
想
す
る
よ
う 

な
戒
定
慧
は
無
い
と
教
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
滅
後
の
仏
道
を
明
そ 

う

と

す

る

釈

尊

の

意

を

「
無
戒
」

に
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

無
仏
世
を
生
き
る
我
が
身
の
自
覚
に
お
い
て
の
み
仏
道
は
開
け
る 

こ
と
を
無
戒
は
教
え
て
い
る
。

釈
尊
か
く
れ
ま
し
ま
し
て 

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ 

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き 

如

来

の

遺

弟

悲

泣

せ

よ(

『
正
像
末
和
讃
草
稿
本
』
定
親
全
二

・
一
四
六
頁)

と

和

讃

さ

れ

る

よ

う

な

「
悲
泣
」
を
外
し
て
無
戒
を
主
張
す
る
な 

ら
ば
、

単
に
持
戒
た
り
得
な
い
こ
と
の
弁
明
に
終
わ
る
。

「
釈
尊 

が
か
く
れ
ま
し
ま
し
た
」
と
い
う
事
実
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
た 

の

が

「
遺
弟
」
と

し

て

の

「悲
泣
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
釈
尊
在
世 

時
代
の
追
慕
で
は
な
い
。
釈
尊
が
ま
し
ま
さ
な
い
今
を
生
き
る
者
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と
し
て
の
課
題
を
引
き
受
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
正
像 

の
二
時
は
お
わ
り
に
き
」
と
の
断
言
は
、
末
法
無
仏
世
に
お
い
て 

仏
道
を
我
が
身
に
証
し
せ
ん
と
す
る
仏
弟
子
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
 

釈
尊
追
慕
の
思
い
は
断
ち
難
い
。
大
抵
の
場
合
は
、
釈
尊
の
言
葉 

に
し
が
み
つ
き
自
己
弁
明
に
終
始
す
る
か
、
無
仏
の
現
実
を
責
任 

転
嫁
す
る
許
り
で
あ
る
。

こ

の

意

味

で

前

出

の

「
名
字
の
比
丘
」
 

と
は
仏
滅
後
に
お
い
て
仏
道
を
証
し
す
る
仏
弟
子
を
指
す
言
葉
で 

あ
る
。

こ
の
点
が
明
確
に
な
ら
な
い
と
、
無
戒
は
つ
ね
に
破
戒
の 

延
長
線
上
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、

「
市
に 

虎
あ
る
が
如
し
」

の
譬
え
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
 

往
々
に
し
て
、
本
来
は
持
戒
だ
が
末
法
故
に
破
戒
，
無
戒
で
も
仕 

方
が
な
い
、
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
持
戒
が
仏
教 

の
本
流
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

「
怪
異
」

と
は
大
へ 

ん
稀
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
も
無
戒
は
破
戒
の
最
た
る 

も
の
と
し
か
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
根
に
は
、
自
ら
が
傍
流 

で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
せ
ん
と
す 

る
発
想
が
あ
る
。

仏
道
で
あ
る
か
否
か
は
人
間
の
側
か
ら
決
め
て
い
く
こ
と
で
は 

な
く
、
真
に
仏
の
教
え
に
帰
す
る
こ
と
に
お
い
て
決
ま
っ
て
い
く 

事
柄
で
あ
る
。

こ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
と
、
人
間
が
理
想
と
す
る 

持
戒
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
形
に
仏
道
を
閉
塞
し
て
し
ま
う
。

こ

れ
が
仏
道
の
形
骸
化
で
あ
り
、

「
教
の
み
あ
っ
て
行
証
な
し
」

と 

言
わ
れ
る
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
無
戒
と
し
て
無
仏
世
の
仏
道
の 

質
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、

そ
れ
こ
そ
持
戒
は
形
だ
け
が
残
っ 

た
も
の
と
し
て
、

正
体
が
あ
ば
か
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば 

「
怪
異
」
と
は
稀
少
で
あ
る
こ
と
を
評
価
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
 

時
代
を
錯
誤
し
つ
つ' 

な
お
も
形
骸
の
み
を
振
り
回
す
者
と
読
ま 

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
人
に
怪
異
を
抱
か
せ
る
も
の
と
は
な
っ 

て
も
、

仏
教
と
し
て
は
機
能
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

「
此
れ
誰
か 

信
ず
べ
き
ゃ
」
と
押
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
無
戒
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
釈
尊
滅
後
の
仏
道
は
、
 

人
間
の
い
か
な
る
在
り
方
を
生
む
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
考
え
て
い 

き
た
い
。

2

世

の

尊

師

法
然
が
生
涯
、
持
戒
堅
固
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
が
、
法
然
自
身
に
持
戒
で
あ
る
こ
と
を
頼
み
に
す
る 

発
想
が
な
か
っ
た
こ
と
は
次
の
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
。

本
願
の
念
仏
に
は
、

ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
ゝ
ぬ 

也
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽
の
辺
地
に
む
ま
る
。
す
け
と 

申
す
は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
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道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。

そ
れ
に 

善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し 

て
、

た£

む
ま
れ
つ
き
の
ま
ゝ
に
て
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏 

に
す
け
さ
ゝ
ぬ
と
は
申
す
也
。(

真
聖
全
四'

ハ
ハ
二
頁) 

法
然
が
明
さ
ん
と
し
た
仏
道
は' 

本
願
の
念
仏
こ
そ
が
決
定
的
な 

意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
持
戒
も
含
め
て
不
要
で
あ
る
こ
と
が 

主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ

れ

は

す

で

に

『
選
択
集
』

に
お
い
て
も
展 

開
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
持

戒

は

法

然

に

と

っ

て

は

「
外

⑫
 

儀
」

に
す
ぎ
ず
、
念

仏

申

す

「
現
世
を
す
ぐ
べ
き
や
う
」

で
あ
っ 

た
と
考
え
る
。

そ
れ
故
、
破
戒
と
い
う
問
題
に
関
し
て
も
、
 

「
末
法
の
中
に
は
持
戒
も
な
く
、
破
戒
も
な
し
、
無
戒
も
な 

し
、

た£

名
字
の
比
丘
ば
か
り
あ
り
」

と
、

伝
教
大
師
の 

『
末
法
灯
明
記
』

に
か
き
た
ま
へ
る
う
へ
は
、
な
に
と
持
戒 

・
破
戒
の
さ
た
は
す
べ
き
ぞ
。

か
ゝ
る
ひ
ら
凡
夫
の
た
め
に 

お
こ
し
た
ま
へ
る
本
願
な
れ
は
と
て
、

い
そ
ぎ-
^

-
名
号
を 

称
す
べ
し
と
云
云
。(

定
親
全
五1

一
八
二
頁) 

と
、

『
末
法
灯
明
記
』

に
依
り
な
が
ら
述
べ
る
よ
う
に
、

末
法
に 

お

い

て

持

戒

・
破
戒
を
論
ず
る
こ
と
の
無
意
味
さ
が
は
っ
き
り
と 

押
え
ら
れ
て
い
る
。

こ

こ

で

注

意

さ

れ

る

の

は

「
無
戒
も
な
し
」 

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

「
無
戒
名
字
の
比
丘
」

を
末
法
の
仏
弟
子 

と
し
て
位
置
づ
け
る
法
然
が
、

こ

こ

で

は

「
無
戒
も
な
し
」

と
述

べ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

「
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ
名
号
を
称
す
べ
し
」
と
本
願
の
念
仏
を
繰
り 

返
す
法
然
の
言
葉
に
は' 

末
法
に
お
け
る
仏
道
と
し
て
本
願
の
念 

仏
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

そ
れ
は
ま
た
無
戒 

を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
形
骸
化
し
た
戒
へ
の
執
着
か
ら
人
間
を
解 

放
せ
ん
と
す
る
釈
尊
の
教
意
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
無
戒
は 

自
我
心
を
立
場
と
す
る
人
間
の
在
り
方
を
転
換
せ
し
め
る
教
え
で 

あ
る
筈
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず' 

そ
の
無
戒
を
ま
た
も
や
ー 

つ
の
形
態
と
し
て
捉
え
、
自
我
心
を
立
場
と
し
た
ま
ま
で
無
戒
を 

主
張
す
る
な
ら
ば
、
流
転
を
更
に
重
ね
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
は
本
願
の
念
仏
を
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
在
り
方 

に

対

し

て

法

然

は

「
無
戒
も
な
し
」
と
言
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

無
戒
を
自
己
正
当
化
に
使
お
う
と
す
る
発
想
を
破
ろ
う
と
し
て
い 

る
の
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

は

『
七
箇
条
起
請
文
』

の
第
四
条
か
ら 

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ー
。

可
一
停
不
止

於
ー
ー
念
仏
門
ー
号
ー
ー
ー
無
ー
ー
戒
行7  

専 

勧
一
一
姪 

酒

食

肉
―

適 

守
一
ー
律
儀
一
者
、
名
二
雑 

行
一
憑
二
弥
陀
本
願
一 

者
、
説
勿
中 

恐
上
上 

造
悪
上
事
。
(

定
親
全
五
・
一
六 

六
頁)

従

来

か

ら

『
七
箇
条
起
請
文
』

に
つ
い
て
は
、
叡
山
衆
徒
に
対
す 

る
体
面
を
保
っ
た
め
と
い
う
よ
う
な
批
判
も
あ
り
、
右
の
よ
う
な
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主
張
は
、
法
然
の
本
意
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た 

明
ら
か
に
弾
圧
を
避
け
る
た
め
の
妥
協
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ

⑮
る
。
確
か
に
、
叡
山
衆
徒
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の 

で
あ
り
、

言
葉
使
い
に
つ
い
て
も
配
慮
し
て
い
る
面
が
見
ら
れ
な 

い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
私
は
前
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、

こ 

れ
を
念
仏
集
団
維
持
の
た
め
の
妥
協
の
産
物
と
見
る
こ
と
に
は
反 

対
で
あ
る
。

法
然
の
中
に
動
い
て
い
た
の
は
、
無
戒
を
形
態
と
し 

て
捉
え' 

自
ら
の
造
悪
を
弁
明
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願 

念
仏
の
仏
道
が
見
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
痛
み
で
あ
る
。
 

「
無
戒
」
と
は
あ
く
ま
で
も
、

こ
れ
ま
で
伝
統
さ
れ
て
き
た
戒
が 

末
法
に
お
い
て
は
仏
弟
子
決
定
の
根
拠
と
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と 

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
釈
尊
が
戒
を
説
か
れ
た
こ
と
の 

教
意
ま
で
も
無
視
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
右
の 

制

誡

を

押

え

て

法

然

が

述

べ

る

「戒
は
是
仏
法
の
大
地
也
」
と
い 

う
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
持
戒
を
要
請
す
る
言
葉 

で
は
な
く
、
釈
尊
が
説
い
た
戒
の
精
神
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い 

こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
戒
の
精
神
と
は
何
か
。

こ 

れ
を
正
法
時
、
像

法

前

半,

像
法
後
半' 

末
法
時
に
分
け
て
、

そ 

の
展
開
の
中
で
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
『
末
法
灯
明
記
』 

の
後
半
で
あ
る
。
親
鸞
が
長
々
と
引
用
す
る
背
景
に
は' 

右
に
述 

べ
た
よ
う
な
法
然
の
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

『
末
法
灯
明
記
』

の

前

半

は

「
初
め
に
正
像
末
を
決
す
」
と
科 

せ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
釈
尊
の
入
滅
を
通
し
て
、

末
法
が
無 

戒
で
あ
る
と
決
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
承
け
て
、

⑰

「
破
持
僧
の
事
を
彰
す
」

の
が
後
半
で
あ
る
。

四
番
の
問
答
の
形 

を
と
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
第
一
の
問
答
は
無
戒
と
い 

う

も

無

仏

法

を

意

味

す

る

の
で

な

く

「
名
字
の
比
丘
」
と
し
て
仏 

道
が
伝
持
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
前 

項
の
終
わ
り
で
尋
ね
た
通
り
で
あ
る
。
続
く
第
二
問
答
に
は
、 

問
正
像
末
事
已
見
ー
ー
衆
経
一
末
法
名
字
為
ー
ー
世
真
宝
一
出
ー
一
聖 

典
一(

定
親
全
一,

三
一
ハ
頁)

と
し
て
、
名
字
の
比
丘
が
世
の
真
宝
と
さ
れ
る
の
は
、
仏
説
で
あ 

る
の
か
を
問
う
て
く
る
。

不
信
感
の
根
深
さ
を
物
語
る
よ
う
な
こ 

の
問
い
に
対
し
て
は
、

『
大
集
経
』

を

「
已
上
経
文
」

と
い
う
言 

葉
で
結
び
、
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
押
え
る
形
で
答
え
て
い
る
。

そ

⑱

の

中

「
八
重
の
真
宝
」
を
語
る
部
分
に
注
目
し
た
い
。

如
ロ
是-

一

切

世

間

宝

・

仏
法
無
価 

若
無
二 

仏
宝
一
者 

縁

覚

無

上

・
若
無
二
縁
覚
一
羅
漢
無
上 

若
無
二
羅
漢
一
余
賢
聖 

衆
以
無
上 

若
無
二
余
賢
聖
衆
一
得
定
凡
夫
・
以
為
二
無
上
一
若 

無
二
得
定
凡
夫-

浄
持
戒
以
為
ヨ
無
上
一
若
無
二
浄
持
戒
一
漏
戒
比 

丘

・
以
為
日
無
上
一
若
無
ー
ー
漏
戒
ー
剃
除
鬚
髪 

身
箸
一
ー
袈
裟
一
名
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字
比
丘
為
二
無
上
宝
二
比
二
余
九
十
五
種
異
道
一
最
為
二
第
一 

ー
 

応
三
受
二
世
供
一
為
り
物
ー
初
福
田(

定
親
全
一'

ー
二 

ハ
頁) 

親

鸞

は

「
か
く
の
ご
と
き
一
切
世
間
の
宝
な
れ
ど
も
仏
法
無
価
な 

り
」

と
読
ん
で
い
る
。

現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る 

『
末
法
灯
明 

〇 

〇 

⑲
 

記
』

で

は

「如
是
一
切
世
間
仏
宝
無
価
」
と
あ
る
、
所
見
本
の
違 

い
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
、
親
鸞
の
改
変
と
断
定
は
で
き
な
い
、
 

し

か

し

親

鸞

に

は

「
宝
な
れ
ど
も
」
と
一
旦
切
る
必
要
が
あ
っ
た 

と
思
わ
れ
る
。

そ
う
読
む
こ
と
に
よ
り
、

例

と

し

て

あ

げ

た

「
真 

金

・

銀

・
鑰
石
偽
宝
等
々
」

と
仏
法
と
の
質
の
違
い
を
ま
ず
押
え 

よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
世
間
の
宝
と
比
べ
る
こ
と 

が

で

き

な

い

こ

と

と

し

て

「
仏
法
無
価
」

が
確
か
め
ら
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
大
事
な
こ
と
は
、
真
金
等
が
横
一
列
に 

並
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て' 

仏

法

は

「
仏
法
無 

価
」
と
い
う
事
実
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
法
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
現 

わ
れ
る
か
が
八
つ
の
形
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
 

ハ
種
類
の
在
り
方
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い. 

「
仏
宝
」

の
代
用
品
と
し
て
縁
覚
を
立
て
る
の
で
は
な
い
、
縁
覚 

以
外
に
仏
法
の
事

実
は

な

い
こ

と

を

「
縁
覚
無
上
」
と
押
え
て
い 

る
の
で
あ
る
。
縁
覚
で
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

と 

す

れ

ば

「
名
字
比
丘
を
無
上
の
宝
と
す
」

と
い
う
こ
と
も
全
く
同

様
に
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

名
字
比
丘
で
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い 

と
い
う
弁
明
で
な
く
、
名
字
比
丘
と
し
て
仏
法
無
価
が
現
前
し
て 

い

る

が

故

に

「
無
上
の
宝
」

と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

無
上
は
有 

上
に
対
す
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
対
性
を
絶
し
て
い
る
言
葉
で 

あ
る
。

そ

の

意

味

で

仏

法

に

非

ざ

る

「
余
の
九
十
五
種
の
異
道
」 

と
の
違
い
は
決
定
的
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
世

の

供
を

受
く 

べ
し
、
物
の
為
の
初
の
福
田
な
り
」
と
は
こ
の
意
を
押
え
た
も
の 

で
あ
る
。

こ

れ

も

現

存

の

『
末
法
灯
明
記
』

で

は

「
初
」

の
字
は 

入
っ
て
い
な
い
。
親
鸞
が
加
え
た
と
速
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な 

い
が
、
右
に
述
べ
た
読
み
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

そ
の
可
能
性
は 

高
い
と
思
わ
れ
る
。
少

な

く

と

も

親

鸞

に

と

っ

て

「
初
」

の
字
は 

重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
事
実
と
し
て
そ
こ
に
し
か
仏
法
は
な 

い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
語
に
な
っ
て
い
る
。

従
来
、
 

こ

の

点
が

は

っ
き

り

し
て

い

な

か

っ

た

の
で

は

な

か

ろ

う

か

。
 

「
無
上
の
宝
」

と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ど

こ

か

に

「
無 

戒
名
字
の
比
丘
で
あ
っ
て
も' 

世
間
か
ら
供
養
を
受
け
て
も
構
わ 

な
い
」
と
い
う
意
識
を
残
し
て
き
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
世
間
の
ハ
宝
を
以
て
仏
か
ら
順
に
配
当
し
て 

㉑

い
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。
如
来
と
無
戒
名
字
を
横
に
並
べ
れ
ば
、 

確
か
に
比
較
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
横
に
並 

べ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
求
道
的
関
心
と
は
言
え
な
い
。

傍
観
者
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で
あ
る
。
自
ら
が
ど
こ
で
仏
法
に
遇
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
抜
け 

落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
故

に

「
仏
宝
ま
し
ま
さ
ず
」
と
教
え
ら 

れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ

の

事

実

が

見

え

ず

に

「
ま
し
ま
す
筈 

だ
」
と
夢
を
見
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
識
を
問
題
に
す 

る
の
が' 

第
三
の
問
答
で
あ
る
。

末
法
に
は
名
字
の
比
丘
に
お
い
て
仏
法
が
伝
持
さ
れ
る
と
い
う 

確
か
め
を
承
け
て
、
次
の
問
い
が
起
こ
さ
れ
る
。

問
,

伏

・
観
ー
ー
前
文
一
破
戒
名
字
莫
ー
ー
ー
不
一
ー
真
宝
一
何
故
『
涅
槃
』 

『
大
集
経
』

国
王
大
臣
供
ー
ー
破
戒
僧
一
国
起
一
一
三
災
一
遂
生
ー
ー
地 

獄-

破
戒
尚
爾 

何
況
無
戒 

而,

爾
如
来
於
ニ
ー
破
戒-

或 

毀 

或
讃
豈
一
聖
之
説
有
二
両
判
之
失
一(

同
右
三
一
九
頁) 

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
切
実
な
問
い
で
あ
る
。

自
ら
が
依
り
処
と
し 

て
き
た
経
典
の
言
葉
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
が
、 

仏
説
と
し
て 

先
に
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ど
っ
ち
を
信
ず
れ
ば
い
い
の
か 

と
い
う
叫
び
が
、

「
両
判
の
失
」

を
如
来
に
押
し
つ
け
る
形
で
噴 

出
し
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
れ
に
対
す
る
答
え
の
方
は
極
め
て
冷 

静
で
あ
る
。

答

此

理

・
不
日
然-

『
涅
槃
』

等
経
且 

制
二
正
法
之
破
戒
一
非
ー
ー 

像
末
代
之
比
丘-

其
名
雖
旦
同
一
而
時
有
一
ー
異

随
日
時
一
制
許
是 

大

聖

旨

破

・
於
日
世
尊
一
無
二 

両
判
失
(

同
右
三
二
〇
頁)

一
時
に
随
い
て
制
許
す
、

こ
れ
大
聖
の
旨
破
な
り
」
、
こ

れ

が

「
ー
 

つ
破
戒
に
つ
い
て
或
は
毀
り
或
は
讃
む
」

こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
 

「
大
聖
の
旨
破
」
す

な

わ

ち

「
仏
の
み
し
ろ
し
め
す
こ
と
」

と
押 

え
ら
れ
た
途
端
、

「
正
法
の
破
戒
」

と

「
像
末
代
の
比
丘
」

を
比 

較
し
て
優
劣
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
意
識
が
あ
ば
か
れ
る
こ
と 

に
な
る
。

仏
の
教
え
を
聞
い
て
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら 

ず
、
実
際
は
自
分
の
思
い
に
合
う
言
葉
に
執
着
し
て
い
た
だ
け
な 

の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
思
い
に
合
わ
な
い
と
仏
に
ま
で
過
失 

を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
。

こ
こ
に
、 

時
に
随
っ
て
説
か
れ
た
旨 

を
聞
き
止
め
な
け
れ
ば
、
教
え
を
聞
い
た
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と 

が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
れ
を
承
け
る
第
四
問
答
は
、

「
何
を
以
て
か
知
ら
ん
」

と
い 

う
教
え
を
聞
き
止
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
も
っ
た
問
い
の
も
と
、
 

「
随
時
制
許
」

の
内
容
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
正 

法
時
に
注
目
し
た
い
。

正
法
時
破
戒
比
丘
穢
二
清
浄
衆
一
故
仏
固
禁
制 

不
二
入
二
衆
ー 

(

同
右
三
二
〇
頁)

正
法
時
た
お
い
て
破
戒
比
丘
が
仏
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
 

清
浄
衆
を
穢
す
か
ら
だ
と
明
確
に
押
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
清 

浄
性
を
以
て
仏
弟
子
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は 

更

に

経

文

証

と

し
て

引

か

れ

る

『
涅
槃
経
』

に
、
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有
一-

破
戒
一
毀
ー
ー
正
法
一
者
王
及
大
臣
・
四
部
衆
・
応
ー
ー
当
苦 

少

(

同
右)

と
述
べ
ら
れ
る
の
を
見
れ
ば
、

「
正
法
を
毀
る
」

こ
と
が
破
戒
の 

質
で
あ
る
。
仏
自
身
に
よ
っ
て
正
法
が
明
示
さ
れ
、
清
浄
・
不
清 

浄
が
決
定
さ
れ
る
間
は
、

こ
の
形
態
は
保
持
さ
れ
る
。

し
か
し
仏 

涅
槃
に
よ
っ
て
、
破
戒
と
い
う
も
意
義
を
失
う
の
で
あ
る
。
 

像
季
末
法
・
不
ー
ー
ー
行
一
一
正
法-

無
一
一
一
法 

可
一
一
毀-

何 

名
一
一
毀
法
一 

無
ー
ー
ー
戒 

可
一
一
破-

誰
名
工
破
戒
一(

同
右
一
ー
三
一
頁) 

こ
こ
に
問
題
は
、
正
法
時
の
形
態
を
保
持
す
る
こ
と
で
は
な
く
な 

る
。
ど
こ
で
仏
法
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
一
点
が
問
わ
れ
る
の 

で
あ
る
。

正
法
時
の
経
文
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
こ
と
が
教
え
を
聞 

く
こ
と
で
は
な
い
。

況
ん
や
人
間
が
正
法
を
思
い
描
く
こ
と
は
、
 

正
法
を
毀
る
こ
と
を
制
し
、
戒
を
立
て
た
仏
の
教
意
に
も
背
く
こ 

と
で
あ
る
。

仏
自
身
が
時
に
随
い
て
説
き
た
も
う
と
こ
ろ
を
聞
く 

ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
く
る
な
ら
ば
、
前

に

挙

げ

た

法

然

の

「
戒 

は
こ
れ
仏
法
の
大
地
な
り
」
と
い
う
言
葉
は' 

正
法
時
の
釈
尊
の 

教
意
を
押
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り' 

ス
ト
レ
ー
ト 

に
持
戒
を
勧
め
る
も
の
で
は
な
く'

仏
法
伝
持
を
願
う
釈
尊
の
意 

を
押
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、

か
え
っ
て
時
に
随
い
て
制
許
し
た
も 

う
意
図
を
尋
ね
て
い
く
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
末
法
に
お
い
て
仏
法
は
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
持
さ 

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

像
法
に
つ
い
て
初
め
の
五
百
年
と
後
半
と 

に
分
け
て
確
か
め
た
後
に
、

末
法
は
、

次
像
季
後
全
是無

!
,

戒

仏
知
一
一
時
運
一
為
ー
ー
ー
済
一
ー
末
俗
一
讃
二 

ス"

シ
タ
マ

名

字

僧-

為
一
一
世
福
田
一(

同
右
三
二
三
頁) 

と
押
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は

像
法
後
半
に
は

ま
だ

残

っ
て

い

た

「
戒 

の
余
オ
」

さ
え
も
無
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。

名
字
の
憎
が
讃
め 

ら
れ
る
の
は
、

ひ
と
え
に
仏
法
を
留
め
ん
と
す
る
仏
意
の
結
果
な 

の
で
あ
る
。
『
大
集
経
』
『
賢
愚
経
』

に
お
い
て
名
字
の
僧
を
供
養 

す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
の
も
、
末
俗
を
済
わ
ん
と
す
る
仏
意
に 

よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
名

字

僧

の

実

態

が

『
大
悲
経
』 

の
文
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か 

る
。

於
ー
一
将
来
世
一
法
欲
ー
一
滅
尺
一
時
・
当
有
一
ー
比
丘
比
丘
尼

於
ー
一
我 

法
中
一
得
ー
ー
出
家
一
己
手
牽
ー
ー
児
臂
一
而
共
遊
行
彼
酒
家 

至
二
酒
家
一
於
二
我
法
中
一
作
二
非
梵
行
一(

同
右
三
二
四
頁) 

決
し
て
名
字
の
僧
自
身
が
讃
め
ら
れ
る
べ
き
要
因
を
有
し
て
い
る 

の
で
は
な
い
。

し
か
し
親
鸞
は
次
に
か
な
り
無
理
な
読
み
替
え
を 

し
て
、
外
儀
の
す
が
た
が
ど
れ
ほ
ど
頹
落
し
て
も
、
仏
弟
子
で
あ
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る
こ
と
を
失
わ
な
い
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
。
今
参
考
ま
で 

に
、
『
伝
教
大
師
全
集
』

所
収
本
と
並
記
し
て
み
る
。

〈
灯
明
記
〉

彼
等
雖
レ
為
一
一
酒
因
縁
〇
於
ー
ー
此
賢
劫
〇
一
切
皆
当
レ
得
ー
ー
般
涅 

槃
〇
斯
賢
劫
中
〇
当
卞
有
二
千
仏
〇
興
中
出
世
上
。
我
為
二
第 

四

〇
(

『
伝
教
大
師
全
集
』

一
・
四
一
ー
四
頁)

〈
教
行
信
証
〉 

彼
等
雖
ー
ー
ー
為
一
一
酒
因
縁
ー
於
ー
一
此:

：
：

賢
劫
中
一
当
下
有
二
千
仏
一
興
出 

我
為
中
弟
子
上 

シ
ト 

オ
コ
リ

(

定
親
全
一
・
三
二
四
頁
、
点

線

・
傍
点
は
筆
者)

「
此
」

に

続

く

「
賢
劫
一
切
皆
当
得
般
涅
槃
斯
」

の
十
一
字
が
無 

い
こ
と
に
関
し
て
は
、
文
意
か
ら
考
え
て
も
必
然
性
が
見
え
な
い 

の
で
、
今
は
親
鸞
の
見
た
本
に
な
か
っ
た
か
、
写
す
段
階
で
欠
落 

し
た
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

そ
の
後
の
部
分
は

「我
」 

の
位
置
か
ら
見
て
も
単
な
る
写

誤
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
こ
は 

「
我
が
弟
子
と
な
る
」

と
の
教
言
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た 

め
の
親
鸞
の
読
み
替
え
と
考
え
る
。

「
ハ
重
の
真
宝
」

の
部
分
で
尋
ね
た
よ
う
に
、
名
字
の
比
丘
が 

無
上
の
宝
と
さ
れ
る
の
は
、
仏
法
無
価
が
現
前
し
て
い
る
か
ら
で 

あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
外
面
が
ど
れ
だ
け
頹
落
し
て
も
、
仏
弟
子 

で
あ
る
こ
と
を
失
わ
な
い
仏
法
の
現
前
が
あ
る
。

そ
れ
は
何
処
で

押
え
ら
れ
る
か
と
言
え
ば'

『
大
悲
経
』

自
身
が
述
べ
る
次
の
言 

葉
で
あ
る
。

何
以
故
如
来
一
切
沙
門
中
乃
至
一
称
一
一
仏
名-

一

生
一
信
一
者 

所
作
功
徳
終
不
一
ー
虚
設
一
我
以
ー
ー
仏
智
一
惻
ー
ー
知
法
界-

故 

(

同
右
三
二
五
頁)

『
教
行
信
証
』

の
文
脈
に
置
か
れ
る
時
、

「
一
た
び
仏
の
名
を
祢 

し
、

一
た
び
信
を
生
ぜ
ん
」
と
は
、
本
願
の
念
仏
に
帰
す
る
こ
と 

と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

釈
尊
滅
後
の
仏
道
は
こ
の
一
点
に 

お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

も
は
や
正
法
を
追
い
求
め
る
必
要 

は
な
く
な
っ
た
。
持
戒
・
破
戒
と
い
う
外
面
の
形
に
捉
わ
れ
る
必 

要
も
な
く
な
っ
た
。

一
た
び
仏
を
念
ず
る
と
こ
ろ
に
、

人
間
に
お 

け
る
一
切
の
差
異
を
超
え
て
現
成
す
る
仏
道
が
、
無
戒
名
字
の
比 

丘
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
無
戒
名
字
の
比
丘
に
よ 

っ
て
大
乗
の
仏
道
は
証
し
さ
れ
た
。

そ
れ
が
、 

将
来
末
世
名
字
比
丘
為-
一
世
尊
師-
(

同
右) 

と
諸
経
に
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。

但
し
、
改
め
て
確
か
め
て
お 

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
名
字
の
比
丘
が
讃
め
ら
れ
る
べ
き
何
ら 

か
の
要
因
を
身
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
。

尊
師
と
仰
が
れ
る
資
格 

を
持
っ
た
の
で
は
な
い
。

「
一
称
仏
名
一
生
信
」

と
し
て
仏
法
を 

証
し
し
て
い
く
一
点
に
お
い
て
、
方
向
を
失
っ
た
無
仏
世
の
灯
明 

と
な
る
の
で
あ
る
。
外
面
の
形
態
の
一
切
を
破
っ
て
い
る
こ
と
を
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意
味
し
て
い
る
の
が
無
戒
名
字
の
比
丘
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
以 

て
一
つ
の
形
態
の
範
と
す
る
こ
と
は
、
ま
た
も
や
仏
法
の
形
骸
化 

を
結
果
す
る
。

そ
の
意
味
で
、

「
無
戒
名
字
の
比
丘
を
以
て
肉
食

@

妻
帯
の
一
宗
の
宗
風
を
扶
翼
す
る
」

と
い
う
よ
う
な
見
方
は
、
親 

鸞
の
視
点
と
は
相
違
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

親

鸞

は

『
賢
愚
経
』

の
語
に
依
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
和
讃 

し
て
い
る
。

無
戒
名
字
の
比
丘
な
れ
ど 

末
法
濁
世
の
世
と
な
り
て 

舎
利
弗
目
蓮
に
ひ
と
し
く
て 

供
養
恭
敬
を
す
ゝ
め
し
む

(

定
親
全
二
・
一
ニ
四
頁) 

無

戒

名

字

の

比

丘

は

「
供
養
恭
敬
」
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
決
し 

て
自
己
弁
明
の
手
段
で
は
な
い
。

我

々

は

果

し

て

「
供
養
恭
敬
」 

が
で
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

正
法
時
を
追
い
求
め
、
持
戒
に
あ 

こ
が
れ
を
抱
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

よ
く
よ
く
問
わ
ね
ば
な
ら 

な
い
。

註
①
 

実
際
、
『
興
福
寺
奏
状
』
第
八
失
や
、
『
停
止
一
向
専
修
記
』
第
五 

条
な
ど
で
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
 

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
末
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙

論

「
親

鸞
の
時
機
観
」(

『
親
薦
教
学
』
48
号)

参
照
。

③
 

「
化
身
土
巻
」(

定
親
全
一
・
三
一
四
頁
〇

④
 

同
右
。

『
末
法
灯
明
記
』
に
依
っ
て

「
延
暦
二
十
年
」
ま
で
を
正 

確
に
数
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

「
六
百
八
十
三
」

と
あ
る 

の
は

「
六
百
七
十
三
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
先
学
も
指
摘
す
る 

と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑤
 

松
原
祐
善
著
『
末
灯
明
記
の
研
究
』
九
〜
一
七
頁
参
照
。

⑥
 

「
行
巻
」(

定
親
全
一
・
六
七
頁)

。

⑦
 

「
信
巻
」(

同
右
一
〇
一
頁)

、
「
真
仏
土
巻
」(

同
右
二
五
四
頁)

。

⑧
 

「
化
身
土
巻
」(

同
右
三
六
〇
頁)

。

⑨
 

稲
葉
圓
成
氏
は
『
顕
戒
論
』
と

『
末
法
灯
明
記
』
の
一
致
点
及
び 

相
異
点
を
挙
げ
、
更
に
そ
の
相
異
点
に
つ
い
て
の
和
会
を
試
み
て
い 

る
(

『
末
法
灯
明
記
講
録
』
三
六
〜
四
四
頁)

。
ま
た
ハ
木
昊
恵
氏
は
、

『
往
生
要
集
』
に
与
え
た
『
末
法
灯
明
記
』
の
影
響
を
見
た
上
で
、
 

伝

教

・
恵

信

・
親
鸞
に
貫
通
す
る
課
題
を
認
め
る
傾
聴
す
べ
き
見
解 

を
提
示
し
て
い
る(

『
恵
信
教
学
の
基
礎
的
研
究
』

三
五
七
〜
三
六 

ー
頁)

。

⑩
 

後
に
、
像
法
後
半
の
教
証
と
し
て
出
さ
れ
る
「
鎮
頭
伽
樹
」
の
譬 

え
も
、
親
鸞
の
読
み
替
え
や
、
経
文
の
乃
至
に
よ
っ
て
、
珍
重
さ
れ 

る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
人
を
惑
わ
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け 

ら
れ
て
い
る
。(

定
親
全
一
・
三
二
三
頁
参
照
。)

⑪
 

「
亦
布
施
・
持
戒
等
の
無
量
の
行
あ
り
。
皆
雑
行
の
言
に
摂
尽
す 

べ
し
」
箕

聖

全

一

・
九
三
六
頁)

、

「
今
、

前
の
布
施
・
持
戒
乃
至 

孝
養
父
母
等
の
諸
行
を
選
び
捨
て
て
専
称
仏
号
を
選
び
取
る
。
故
に
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選
択
と
い
う
な
り
」(

同
前
九
四
三
頁)

な
ど
多
く
見
ら
れ
る
。
 

⑫
 

『
和
語
灯
録
』(

真
聖
全
四
・
六
八
三
頁)

。

⑬
 

『
西
方
指
南
抄
』
上

本
(
定
親
全
五
・
二
六
頁)

参
照
。

⑭
 

か
つ
て
田
村
圓
澄
氏
は
『
起
請
文
』

偽
撰
説
ま
で
提
示
さ
れ
た 

(

『
日
本
仏
教
史
別
巻 

法
然
上
人
伝
』
二
三
八
〜
二
四
〇
頁)

。
ま 

た
石
田
瑞
曆
氏
は
逆
に
、
法
然
が
念
仏
僧
に
梵
網
円
戒
の
護
持
を
要 

請
し
た
事
実
を
表
わ
す
も
の
と
見
て
い
る(

『
日
本
仏
教
に
お
け
る 

戒
律
の
研
究
』
四
四
九
頁)

。

⑮
 

佐
藤
弘
夫
著
『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』
二
七
〜
二
九
頁
参
照
。
 

⑯
 

『
西
方
指
南
抄
』(

定
親
全
五
・
一
六
七
頁)

。

⑰
 

松
原
祐
善
氏
は
前
半
・
後
半
に
分
け
ず
、

『
灯
明
記
』

に
出
る
合 

計
六
つ
の
問
答
を
「
六
番
の
問
答
」
と
名
づ
け
て
い
る(

『
末
法
灯 

明
記
の
研
究
』
三
四
〜
四
〇
頁)

。

⑱

定
親
全
一
・
三
二
〇
頁
。

⑲
 

伝
教
大
師
全
集
一
・
四
一
ハ
頁
。

⑳
 

「
無
上
と
い
う
は
有
上
に
対
せ
る
の
言
な
り
」
(

「
行
巻
」
、

定
親 

全

一

・
六
九
頁)

。

㉑
 

円
乗
院
宣
明
述
『
教
行
信
証
講
義
』
、
興
隆
述
『
教
行
信
証
徴
決
』 

(

『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
九

・
三
六
四
、
三
六
七
頁)

参
照
。
 

㉒

定
親
全
一
・
三
二
〇
頁
。

㉓

同
右
三
二
三
頁
。

㉔

頓
慧
述
『
教
行
信
証
講
義
』
取

意
(

『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
九
・
 

三
三
〇
頁)

。
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