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伽
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善

明

本
稿

で
は
、
親
攣

が
時
代

の
末
法
状
況
を
自
己
の
内
実
性

の
根
拠
と
し
、
僧
伽

の
普
遍
性
と
し
て
の
同
朋
意
識
を
導

き
だ
し
た

こ
と
に

つ
い
て
論
究
し
た
い
。

ま
ず
、
親
攣

の
末
法
体
験
を

『
化
巻
』
の
上
に
み
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は

次
の
よ
う
な

こ
と
ば
に
出
あ
う
。

「
三
時
教
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
般

浬

葉

の
時

代
を

か
ん
が
う
る
に
…
…
わ

が
元
仁
元
年
甲
申
に

い
た
る
ま
で
二
千

一
百

八
十

三
歳

な
り
」
。
こ
の
こ
と
ば
は
、

仏
滅
後
を
積
算
し
、
元
仁
元
年

が
末
法
の
さ
な

か
で
あ

る
こ
と
を
論
証
し
た
も

の
だ
が
、

こ
の
中
に
言
わ
れ
る

「
元
仁
元
年
」

が
、

親
鷺
に
と

つ
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
も

の
だ
と
し
て
、
従
来

い
ろ
い
ろ
な

説
が
行
わ
れ
て
い
る
。

だ
が
、

現
在

の
と
こ
ろ
、

そ
れ
ら
の
説

は
推
論

の
域
を

出
て
い
な
い
も
の
の
よ
う

で
あ

る
。
家
永
三
郎
氏
は
、
昭
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の

『
新
訂
親
驚

聖
人
行
実
』

に
れ
い
て
、
元
仁
元
年

五
十
二
歳
の
条

に
、
「
こ
の
歳
、
他
力
廻
向

の
己
証

を
開

い
た
」

と
し
、
か

つ
て
自
身
が
発
表

し
た
三
願
転
入

の
時
期

い
か

ん
に

つ
い
て
、
「
三
願
転
入
に

つ
い
て
は
、
史
実

で
は
な

い
と

い
う
説
が
あ
り
、

ま
た
史
実
と
す
る
場
合

で
も
、

年
月
に

つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

今

は
、
親
鷺

の
こ
の
年
以
前

の
行
業
と
、

顕
浄

土
方
便
化
身
土
文
類

の
文
義

と

を

推

察

し

て
、
上

の
よ
う
に
認
定
し
た
」
と
言
う
。

こ
こ
に
諸
説

の
異
論
点
を
捨
象
し
て

「
他
力
己
証
」

の
年

次
と
お
さ
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

己
証
、

即
ち

〃
自
己

の
状

況
〃
と

し
て
の
体
験
を
通
し
て
、
末
法
史
観
は
史
観
を
離
れ
て
親

鷲

の
現
実

と
な

つ
た
時
期

で
あ

る
こ
と
が

こ
こ
で
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で

親
鷺

の
現
実

を

『
仮
巻
』

の
中
に
さ
ぐ

つ
て
み
た

い
。
親
鶯
は
、

三
願
転
入

の
表
白
に
よ

つ
て
自

己
の
境
位
を
明
ら
か
に
し
た

の
に
次

い
で
、
「
聖

道

の
諸
教

は
在
世
正
法

の
た
め
に
し
て
、

ま
た
く
像
末

法

滅

の
時
機

に

あ

ら

ず
。

す
で
に
時
を
失

し
機
に
そ
む
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗
は
、

在
世
正
法
、

像

末
法

滅
、
濁
悪

の
群
萌
、

ひ
と
し
く
悲
引

し
た

ま

ふ

な

り
」

と

述

べ
、
更

に

「
如
来
浬
繋

の
時
代
を
勘
決
し
て
、

正
像

末
法

の
旨
際
を
開
示
す
」

と
し

て
道

紳

の

『
安
楽
集
』
に
よ

つ
て
正
像

末
法

の
旨
際

を

弁

じ
、
続

い

て

「
し

か

れ

ば
、
繊
悪
濁
世

の
群
生
、

末
代

の
旨
際

を
し
ら
ず
、

僧
尼

の
威

儀
を
そ
し
る
。

い
ま
の
と
き
の
道
俗
、

お

の
れ
が
分
を
思

量
せ
よ
」
と

い
い

「
元
仁
元
年
」

の

文
に
こ
と
ば
を
継

い
で
い
る
。

こ
の

一
連

の
文
章

の
中
で
、
彼

は
時

と
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

つ
て

「
聖
道
浄
土

の
真
仮
を
顕
開
」
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
に
よ

つ
て
明
ら
か
に
な

つ
た
も

の
が

「
末
代

の
旨
際
」

で
あ
る
が
、
彼
が

こ
れ
を
開

示
し
よ
う
と
す
る

の
は

「
濁
悪

の
群
萌
」
、
「
繊
悪
濁
世

の
群

生
」
に
向

つ
て
で
あ
る
こ
と
は
文
脈

の
中

に
明
ら
か

で
あ
る
。

す

で
に

『
化
巻
』

の
巻
頭
で
、

「濁
世

の
群
萌
、
臓
悪

の
含

識
」
が
悲
願
の
対

象
者

で
あ
る
と
み
て

い
る
こ
と
か
ら
、
親
鷺

の

末
法
状
況

は
濁
世

の
群
萌

・

群

生
と
同
位
置
に
お
け
る
感
得
で
あ

つ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

文
章

に
即
し
て

見

れ
ば
、

こ
の
群
萌

・
群

生
は
在
世

正
法
、

像
末
法
滅
の
不
特

定
多
数

の
人

々

を
さ
す
と
考
え
る

の
が

一
般

的
で
あ

る
と
思
う

の
だ
が
、
彼

の

兀
仁
元
年
」

の
現
実
に
即
し
て
見
る
な
ら
ば
、
彼

の
中

に
あ
る
も
の
は
、
実
像

の
伴

わ
な
い

単
な
る
人

々
で
は
な
く
、
彼

の
周

辺
の
人

々
で
あ

つ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

諸
資
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
元
仁
元
年
」

の
こ
ろ
の
親
鷺

は
常

陸

国

稲

田
に
居
住
し
、

明
法
房

の
帰
依
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

「専
修
念
仏

の
義

を

ひ
ろ
め
」
(『
伝
絵
』
)

て
い
た
時
期

で
あ
り
、
彼

の
伝
道

の
対

象

者

は
、
猟
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師

商

人

農
民
な
ど
、

当
時

の
支
配
構

造
の
下
層
に

お
か
れ
た
人
々
で
あ

つ

た
。
笠
原

一
男
氏
は
、

当
時
の
東

国
農

民
の
精
神

生
活

の
中
心
を
な
し
て
い
た

も
の
は
、
支
配
構
造

の
申
に
組

み
こ
ま
れ
た
、
鎮
守
社

と
天
台

・
真
言
寺
院

で

あ

つ
た

と
指
摘
し

て
い
る
が

(『
親
鶯

と
東
国
農
民
』
)
、
そ
の
よ
う

な

と

こ
ろ

に
も
末
法

の
旨
際
が
開

示
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
親
鷺
自
身

の
止
み

が
た

い
情
動
が
あ

つ
た
の
で
あ

ろ
う
。

だ
が
そ

の
情
動
は
む
し
ろ
危
険

な
も

の
の
よ
う

で
あ

る
。
そ
れ
を
お
し
進
め

て
ゆ
け
ば
、

い
つ
し
か
そ
れ
は
支
配

の
理
論

と
つ
な

が

る
。

そ

れ

は
、
「
業
行

を
な
す
と
い

へ
ど
も
心
に
橋
慢
を

生
ず
」

る
も

の
と
し

て
善
導
が
誠

め
て
い
る

と

こ
ろ

の
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
善
導

に
よ
れ
ば
、

そ

れ
は
名
利

の
心
と

一
致

し
、

同
行
善
知
識
を
認
め
ず
、

正
行
を

さ
ま
た
げ
る
心

よ
り
生
ず
る
と
い
わ
れ

る
が
、

親
黛

は
こ
と
に

「
同
行
善
知
識

に
親
近

せ
ざ
る
」

こ
と
に
大
き
な
関
心

を
持

つ
て
い
た
よ
う
で
、
『
大
経
』
が
教
誠
す

る
善
知
識

に
あ
う

こ
と
の
難

に
つ

い
て

『
浬
架
経
』
を
引
文
し
、
信

の
成

就
し
な

い
理
由

と
し
て
、
得
道
の
ひ
と

を
信

じ
な
い
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。

既
に
吉
水
教
団
に
お
い
て
、
師
法
然

の
主
著
や
真
影
を
付
属
さ
れ
た
彼

が
、

今

「
ま
こ
と
に
傷

嵯
す

べ
し
」

と
悲
嘆

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
か

つ
た
の
は
、
彼

自
身

が

"
得
道
の
ひ
と
を
信

ぜ
ず
〃
と

い
う
浬
葉
経

の
い
た
み
を
体
験
で
き
る

心
的
状
況

に
あ

つ
た
か
ら
だ

ろ
う
。

「
元
仁
元
年
」
は
法
然

の
十
三

回
忌

で
あ

つ
た
。

今
、

よ
き
人
法
然
に
思

い
を
は

せ
な
が
ら

「
真
実
信
」
に
心
を
い
た
す

時
、

彼

の
心
の
申

に
彼

の
ま
わ
り

に
う

ご
め
く
群

生
が

な
か
つ
た
だ
ろ
う
か
。

既
に
往

つ
た
人
を
想
う

心
に
は
空
漢
が
あ

る
。
彼

の
現
実

は
、
感
傷
的
な
法
然

回
顧
を
ゆ
る
さ
な
い
。
彼

の
心
を
よ
ぎ

る
も

の
は
、

彼

ら

"
い
な
か
の
ひ
と
び

と
"
共

々
に
如
来

の
僧
伽

の

一
員
た
り
う

る
か
ど
う
か

の
問

い
で
は
な
か

つ
だ

ろ
う
か
。

『
恵
信
尼

消
息
』

の
語

る
寛
喜
三
年

四
月
十
四

日
の
病
臥
内
省

の
逸
話
は
、

彼

が
当
時

「身

つ
か
ら
信
じ
人
を
お
し

へ
て
信
ぜ
し
む
る
事
、

ま

こ
と
の
仏
お

ん
を
む
く

ゐ
た
て
ま

つ
る
も

の
」
で
あ
る
と
思

つ
て
い
た
反
面
、

形
に
あ
ら
わ

れ
る
も
の
は

「
す
ざ
う
り
や
く

の
た
め
に
と
て
」

三
部
経
千
部
読
諦
と

い
う
も

の
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
す

る
親
鷺

の
深

い
内
省
が
あ

つ
た

こ
と
を
伝
え
て

い
る
。

こ
こ
に

「自

信
教
人
信
」

の
如
来
の
世
界
を
引

き
う
け
な
が
ら
、

そ

の
具
体
的

顕
現

で
あ

る

「
同
行
善
知
識
」
ー

僧
伽
ー

を
信
ず
る

こ
と
が
で
き
な

い
と

い
う
精
神

の
交

錯
状

況
を
い
か
に
親
鷺

が
克
服

し
て
い

つ
た

か
を
み
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

親
鷺

は
そ

の
よ
う
な
心
的
状
況
を
凝
視
す
る
申
で
、
「
仏
願

力
に
帰

し

が

た

く
、

大
信
海
に

い
り
が
た
し
」
と

い
う
悲
嘆

に
到
達

し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ

つ

て
、

今
ま

で
如
来
の
僧

伽
を
引
き
う
け
よ
う
と
し
て
い
た
想

い
ー

「
本
願

の

嘉

号
を
も
て
お
の
れ
が
善
根
と
す
る
」
精
神
状

況
が
、

逆
に
如
来

の
僧
伽

<
願
海
>
に
引
受
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
確
信
に
転
換
し
て

い
く

こ
と
に
な

る
。

だ
が
、

自
己

の
状

況
に
対
す
る
悲
嘆
は
、

そ
れ

で
止
ま
る
も

の
で
は
な

い
。

最
晩
年
の
著
作

で
あ
る

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
和
讃
に
は
、

な
お
も
有
情
利
益

の

心

の
去
ら
な

い
こ
と
を
歎
い
て
い
る

し
、

こ
の
和
讃
を
含

む
正
像
末
和
讃

の
末

尾

で
は

「
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も
、

名
利
に
人
師
を

こ
の
む
な
り
」

と
自
己

を
凝
視
し
続
け

て
い
る
。
こ
の
持
続
す
る
悲
嘆
は

「
ふ
か
く
如
来

の
於

衷
を
し
」

る
故

の
発
露

で
あ
り
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま

「
無
辺

の
生
死
海
を

つ
く
さ
ん
」

と

い
う
如
来

の
僧
伽

の
運
動
に
乗
託
す

る
こ
と
の
よ

ろ
こ
び
と
表
裏

一
体
の
感
情

で
あ
る
。

晩
年

の
親
鷺
が
た
ど
り

つ
い
た
境
位
、

自
然
法
而

の
世
界
は

「行
者

の
は
か
ら

ひ
な
き
」
「
行
者
の
よ
か

ら
ん
と
も
、

あ
し
か
ら
ん

と
も
お
も
は
ぬ
」

仏
智
不
思
議

の
世
界

で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
が
、

こ
こ
に

「
親
鷺

は
弟

子

一
人
も
も
た
ず
」
(
『
歎
異
抄
』
)

と
い
う
徹
底
し
た
同
朋
意
識

の
誕
生
を
見

る
。

親
鷺

の
僧
伽
に

つ
い
て
(
二
)
 

(
丸

田
)
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