
明
治
仏
教

に
お
け
る
十
善
戒

の
問
題

三

宅

守

常

廃
仏
殿
釈
以
後
仏
教
は
種

々
の
立
場
で
護
法
あ
る
い
は
革
新
運
動
を

し
て
い
る
が
、
戒
律
主
義
を
も

つ
て
本
来
の
面
目
を
保
と
う
と
す
る
立

場
も
あ

つ
た
。
中
で
も
釈
雲
照
を
中
心
に
し
た
十
善
会
は
江
戸
期
の
慈

雲
尊
者
の
流
れ
を
汲
み
、
十
善
戒
思
想
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
会
組
織

で
運
営
さ
れ
、
国
民
道
徳
と
し
て
の
定
着
化
に
努
力
し
た
点
で
特
徴
的

で
あ
る
。

そ
こ
で
機
関
紙

「十
善
宝
窟
」
を
中
心
に
十
善
会
の
活
動
状

況
を
み
な
が
ら
問
題
点
や
限
界
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

設
立
の
趣
旨
に
よ
れ
ば

「
此
戒
法
行
は
る
れ
ば
仏
法
自
ら
興
起
し
、

此
戒
法
廃
す
れ
ば
仏
法
独
り
隆
盛
な
る
能
は
ず
、
道
徳
独
り
純
厚
な
る

能
は
ず
、
故
に
此
戒
法
を
正
法
の
寿
命
世
聞
の
明
燈
と
名
く

(中
略
)

舷
に
余
輩
等
相
謀
て
十
善
会
な
る
も
の
を
設
け
今
曰
の
急
務
に
応
ず
る

(1
)

所
あ
ら
ん
と
す
」
と
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
目
的
で
結
社
十
善
会
は
明
治

一
六
年

(
一
八
八
三
)
一
二
月

一
六
日
、
青
木
貞
三
、
鳥
尾
得
庵
等

の
経

済
的
庇
護

の
も
と
に
湯
島
霊
雲
寺
で
発
会
式
を
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い

(2
)

る
。
そ
し
て
明
治
二
三
年

(
一
八
九
〇
)
規
則
綱
要
を
つ
く
り
、
雑
誌
を

発
行
し
会
員
に
頒
布
し
、
支
部
を
増
や
し
て
発
展
し
て
い
つ
た
。
ま
た

雑
誌
の
方
で
あ
る
が
明
治
二
三
年
四
月

一
三
日
が
第

一
輯
で
毎
月

一
回

発
行
、
そ
し
て
調
査
し
た
限
り
で
は
大
正
八
年

(
一
九
一
九
)
四
月

一
五

曰
発
行
の
第
三
四
九
号
が
最
後
で
あ
る
。

一
般
に
組
織
団
体
が
消
滅
す

る
場
合
、
そ
の
機
関
紙
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く

く
明
確

に
な
ら
な

い

が
、
と
も
か
く
雲
照
の
遷
化
以
後
約
十
年
程
は
継
続
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。
そ
の
内
容
は
宝
窟
と
雑
録
に
大
別
さ
れ
、
宝
窟
は
文
字
通
り
宝

の
窟
で

「
上
古
の
先
徳
及
中
古
恵
心
、
明
恵
、
解
脱
、
明
遍

(中
略
)
等

(3
)

の
諸
律
師
の
法
語
の
類
得
る
に
随
て
之
を
掲
載

し
云
々
」
更
に
面
山
、

学
如
な
ど
の
法
語
、

そ
し
て
毎
号
慈
雲
尊
者

の

『
十
善
法
語
』
や
雲
照

自
身
の
法
語
等
を
載
せ
て
い
る
の
が
特
徴
的

で
あ

る
。
斎
藤
昭
俊
氏
は

「
こ
の
十
善
会
は
極
め
て
近
代
的
な
形
を
と

つ
て
い
て
雲
照
と
十
善
会

と
の
関
係
は
仏
教
及
び
指
導
に
関
し
て
は
雲
照
、
会

の
運
営
に
つ
い
て

(
4
)

は
委
員
達
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
点
か
ら
も
指

摘

で
き
、
雲
照
は
弟
子
の
養
成
、
受
戒
、
著
作
等
の
所
謂
仏
教
指
導
に

専
念
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
雑
録
は
各
会
員

の
所
見
、

支
部
と
の
連
絡
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
機
関
紙
を
通
し
て

明

治
仏
教

に
お
け
る
十

善
戒

の
問
題

(
三

宅
)
 

二
八

一
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明
治
仏
教

に
お
け
る
十
善

戒
の
問
題

(
三

宅
)
 

二
八
二

徐
々
に
発
展
し
て
い
つ
た
が
、
明
治
二
六
年

(
一
八
九
三
)
第
三
六
輯
に

は
第

一
輯
か
ら
十
輯
ま
で
の
残
部
が
な
い
た
め
再
版
し
た
と
い
う
記
事

(5
)

が
あ
る
。

こ
れ
は

一
概
に
会
員
が
増
え
た
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
に

し
て
も
少
く
と
も
読
者
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
明
治
三
四
年

(
一
九
〇

一
)
第

一
四

一
輯
に
は
三
十
年
前
後

の
十

善
会
の
趨

勢
に
つ
い
て

「今
や
本
会
は
揺
藍
の
時
代
既
に
去

つ
て
強
壮

の
時
代
を
迎
へ
り

(中
略
)
支
会
の
設
立
蝕
に
廿
余
ケ
所
の
多
き
に
達

し
会
員
名
数
茲
に
七
千
の
多
き
に
登
り
、
優
に
十
善
思
想
の

一
派
を
形

(6
)

成
し
十
善
安
心
を
与
ふ
る
中
央
集
権
所
と
な
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
雲
照
の
十
善
思
想
を
中
心
に
し
た
戒
律
主
義
運
動
は
明
治
二

十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一

端
を
示
す
例
と
し
て
明
治
二
四
年

(
一
八
九
一
)
第
二

一
輯
に
外
国
人
の

入
会

の
記
事
が
あ
る
。
「
仏
蘭
西
国
海
軍
大
佐

バ
ス
テ
ア
ン
氏

の
未
亡

人

ル
エ
ス

・
バ
ス
テ
ア
ン
女
は
六
年
前
夫
主
と
共
に
本
邦
横
浜

へ
入
港

せ
し
に
不
幸
に
も
未
だ
旬
曰
を
経
ざ
る
間
に
夫
主
は
頓
に
黄
泉
の
客
と

な
り

ル
エ
ス
女
の
働
契
響
ふ
る
に
物
な
し
。
侍
女
某
之
を
な
だ
む
る
に

(中
略
)
遂

に
三
世
因
果

の
約
束
な
る
こ
と
を
感
通
了
会
し
て
初
め
て
仏

名
を
口
唱
す
る
こ
と
を
覚

へ
大
に
安
心
の
処
を
得
た

る
も

の

」
如
し

と
。
(中
略
)
ル
エ
ス
女
深
く
感
ず
る
所
あ
り
て
本
会
の
会
員
に
加
は
ら

(7
)

ん
こ
と
を
請
求
せ
ら
れ
直
に
入
会
を
許
可
し
た
り
」
。
こ
れ
は
人
間
形

成
を
目
指
し
た
十
善
道
徳
の
真
面
目
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て

評
価
で
き
る
。
雲
照
は
結
社
十
善
会
の
目
標
を
徹
底
し
た
自
己
完
成
に

お
い
て
い
た
の
で
結
社
活
動
に
つ
い
て
も
持
戒
堅
固
を
強
く
推
進
し
て

い
た
が
、
三
十
年
代
に
入
り
会
員
も
増
え
、
社
会
と
の
か
か
わ
り
、
特

に
現
実
問
題
の
解
決
と
い
う
点
に
な
る
と
問
題
が
で
て
く
る
。

す
な
わ
ち
会
員
達
は
雲
照
に
対
し
て
善
知
識
と
し
て
接
し
、
雑
誌
を

通
し
て
十
善
戒
の
実
践
を
履
行
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
が
、
三
十
年

代
以
降
し
だ
い
に
資
本
主
義
が
発
展
し
殖
産
興
業
が
盛
ん
に
な
り
、
産

業
も
分
化
し
社
会
構
造
も
複
雑
に
な
つ
て
く
る
と
、
会
員
個

々
に
各
々

十
善
戒
に
抵
触
す
る
よ
う
な
問
題
も
お
こ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
解
答
を

与
え
ね
ば
な
ら
な
い
責
任
も
あ
つ
た
。

一
例
を
農
漁
業
従
事
者
に
つ
い

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「稲
作
害
虫
駆
除
の
任
に
在
り

て
百
方
奨
励

し

つ
』
あ
り
。
然
る
に
其
奨
励
し
つ
」
あ
る
所

は
何
れ
も
殺
生
戒
を
犯

さ
ゞ
る
を
得
ず
。
然
れ
ど
も
若
し
害
虫
を
放
任

せ
ば
忽
ち
国
家
経
済
を

素
し

(中
略
)
凡
そ
漁
夫
が
殺
生
を
為
し
て
直
接

に
罪
あ
る
は
言

ふ
を

待
た
ず
。
農
夫
が
之
を
使
用
せ
る
は
亦
実
に
間
接
に
罪
あ

る
も

の
な

り
。
(中
略
)
か
く
弁
じ
来
れ
ば
国
利
民
福
を
計

る
に
於

て
害
虫
の
駆
除

す

べ
き
こ
と
並
び
に
魚
肥
の
用
ゆ
べ
き
こ
と
は
実
に
止
む
を
得
ざ
る
に

出
づ
。
決
し
て
好
ん
で
殺
生
せ
る
も
の
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ら

ず
や
。
然
れ
ど
も
甚
深
な
る
因
果
応
報
の
真
理
に
照
ら
し
て
虫
魚
殺
害

の
罪
決
し
て
免
る
べ
か
ら
ず
と
せ
ば
篇
に
恐
怖

の
念
な
き
能
は
ず
。
あ

ゝ
進
ん
で
国
益
を
計
ら
ん
と
せ
ば
仏
教
の
主
意
に
背
き
退
い
て
仏
戒
を

守
ら
ん
と
せ
ば
国
家
の
有
害
と
為
る
。
進
退
二

つ
の
問
、
何
れ
の
所
に

か
従
ふ
べ
き
と
」
。
こ
の
よ
う
な
質
問
に
対
し
て
ま
ず

生
命

の
貴
重
な
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る
こ
と
を
述
べ
、
因
果
応
報
の
原
理
に
照
ら
し
て
殺
生
は
禁
ず
と
し
た

あ
と
世
法

と
仏
法
と
の
相
連
に
つ
い
て
触
れ
、
「
政
治
法
律

の
制
裁

す

る
所
と
仏
教
戒
律
の
制
裁
す
る
所
と
は
固
よ
り
寛
狭

の
差
別
を
生
ず
る

も
の
な
れ
ば
、
政
治
法
律
の
中
に
於
て
仏
戒
を
実
践
せ
ん
と
す
る
は
出

(9
)

来
得

べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
結
論
づ
け
、
「自
身

一
個
人
と
し

て
仏
戒

の
実
践
を
期
し
種

々
の
事
情
あ
る
こ
と
は
実
に
察
す
べ
き
所
た
り
と
錐

も
諸
の
殺
生
の
業
務
に
は
従
事
す
る
こ
と
を
止
め
以
て
殺
生
罪
を
離
れ

(10
)

ん
こ
と
を
期
せ
ら
る
べ
し
」
と
、
結
局
そ
の
よ
う
な
場
合
は
他
の
業
務

に
移

つ
た
方
が
よ

い
と
解
答
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
少
し
つ
け
加
え

「十
善

な
る
も
の
は

一
戒
を
持
つ
に
自
然
に
他
の
九
戒
も
持
た
る
」
な

(
1
1
)

り
」
と
し
、
さ
ら
に
止
む
を
得
な
い
時
は
月
の
六
斎
曰
等
に
は
特
に
八

(12
)

斎
戒
を
堅
固
に
受
持
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
因
果
応
報

の
理
を
感
得

し
て
十
善
を
全
う
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
み
る
と

一
応
の

解
決
を

み
つ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
実
的
な
日
常
生
活
の
面
か
ら
み

る
と
や

は
り
消
極
的
解
決
と
い
う
感
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た

世
法
と
仏
法
と
の
問
題
、

つ
ま
り
対
国
家
と
の
関
係
で
指
摘
し

た
い
の
は
日
露
戦
争

の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
八
年

(
一
九
〇
五
)
第

一

七
九
輯

で
戒
師
の

一
人
釈
良
海
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
彼
は

蛮
力
を
振

ひ
禁
り
に
人
の
国
土
を
劫

め

(倫
盗
)
土
人
を
殺
獄
し

(殺

生
)
婦
女
を
辱
め

(邪
婬
)
国
際
的
条
規
を
破
壊
し

(妄
語
)
言
を
左
右

に
托
し

て

(綺
語
)
兵
支
を
準
備
し
第
三
国
に
反
間
の
通
牒
を
送
り

(悪

口
)
一
反
批
準
の
条
規
も
守
ら
ず

(両
舌
)
射
狼
厭
く
な
き
の
樫
貧

(樫

貧
)
を
逞
ふ
し
、
遂
に
満
洲
を
呑
み
朝
鮮
を
食

ひ
施
て
我
国
に
其
爪
牙

(13
)

を
向
け
ん
と
す
、
柄
に
彼
は
世
界
的
十
善
の
掩
乱
者
に
あ
ら
ず
や
」
。

こ
の
よ
う
に
各

々
を
十
善

(十
悪
)
に
あ
て
は
め

て
説
明
し
、
「
是
れ
十

善
に
由
て
開
戦
し
た
る
吾
人
国
民
は
又
十
善

の
大
理
想
を
以
て
交
戦
の

(14
)

目
的
を
達
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
が
故
也
」
と
論
説

し
て
い
る
。
勿
論
当
時

の
国
家
主
義
的
な
時
代
背
景
も
あ
る
が
戦
争
に
よ
る
殺
生
等
は
鎮
護
国

家

の
概
念
を
育
成
し
、
仏
法
の
世
法

へ
の
従
属
と
い
う
か
た
ち
に
変

つ

て
ゆ
く
問
題
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
十
善
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
一
方
で
は

「新
仏
教
」
等

(15
)

に
よ
る
批
判
も
あ

つ
た
。

こ
の
点
は
池
田
英
俊
氏
も
詳
細
に
論
じ
て
い

(16
)

顧
が
、
要
約
す
れ
ば
雲
照
の
説
く
戒
律
は
小
乗
有
部
の
厭
世
的
な
禁
欲

的
道
徳
主
義
で
民
衆
の
日
常
生
活
と
合
致
せ
ず
、
人
間
の
道
徳
や
社
会

倫
理
と
し
て
系
統
的
に
説
明
す
べ
き
原
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
雲
照
は
十
善
を

一
切
の
道
徳
の
標
準
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
善
悪
の
概
念
は
現
実
的
な
観
点
と
い
う
よ
り
も
仏
教
的
宗
教

的
次
元
で
の
善
悪
と
い
う
意
識
が
強
い
。
と
す
れ
ば
実
際
的
な
場
合
に

臨
ん
だ
時
、
明
確
に
解
決
す
る
と
い
う
意
味
で
多
少
の
無
理
が
生
じ
る

わ
け
で
あ
る
。

以
上

一
二
点
を
抽
出
し
て
活
動
面
を
み
て
き
た
が
、
当
時
の
西
欧
的

啓
蒙
思
想
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
仏
教
者
と
し
て
慈
雲
尊
者
の

<人
と

な
る
道
>
と
し
て
説
か
れ
た
十
善
戒
を

一
歩
進
め
て

<十
善
道
徳
>
の

語
で
説
明
し
、
組
織
団
体
の
か
た
ち
で
継
承
し
国
民
道
徳
と
し
て
布
教

明
治
仏
教
に

お
け

る
十
善
戒

の
問
題

(
三

宅
)
 

二
八
三
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明
治
仏
教

に
お
け
る
十
善
戒

の
問
題

(
三

宅
)
 

二
八
四

し
た
点
、

仏
教
思
想
を
民
間
に
お
い
て

一
種
の
倫
理
運
動
に
よ

つ
て
実

践
倫
理
と
し
て
そ
の
浸
透
に
努
力
し
た
点
な
ど
で
評
価
さ
れ
る
が
、
も

と
も
と
自
戒
内
省
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
戒
律
主
義
に
よ
る
倫

理
的
実
践
で
あ

つ
た
た
め
、
基
本
的
に
は
出
世
間
的
禁
欲
的
性
格
を
持

た
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
時
代
の
流
れ
と
共
に
戒

律
主
義
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
と
い
う
具
体
的
現
実
的
救
済

の
論
理

を
求
め
る
人

々
に
と
つ
て
の
問
題
解
決
が

一
個
人
の
内
部
だ
け
で
の
解

決
だ
け
で
は
済
ま
な
く
な
つ
て
き
た
と
こ
ろ
に
十
善
会
の
限
界
が
あ

つ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
あ
た
り
の
観
念
性
や
厭
世
観
な
ど
を

批
判
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
戒
律
主
義
に
お
け
る
現

実

(社
会
)
対
理
想

(十
善
道
徳
)
の
一
致
融
合
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
対
国
家
と
の
問
題
に
し
て
も
雲
照
自
身
皇
道

仏
教
的
色
彩
を
帯
び
僧
綱
仏
教
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
鎮

護
国
家
を
中
心
と
し
た
場
合
、
民
衆
教
化
の
面
で
や
は
り
限
界
が
み
ら

れ
る
。
結
社
十
善
会

の
問
題
点
や
そ
の
限
界
は
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も

充
分
う
か
が
え
る
。
そ
の
意
味
で
結
社
十
善
会
は
結
局
雲
照
自
身
の
戒

律
主
義
に
則

つ
た
清
純
な
信
心
に
よ
る
信
仰
生
活
か
ら
、
に
じ
み
出
る

個
人
的
魅
力
で
成
り
立

つ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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