
江
戸
時
代
初
頭
に
活
躍
し
た
仏
法
者
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
～
一
六

五
五
年
）
は
、
世
法
即
仏
法
の
論
に
基
づ
い
て
「
奉
公
即
仏
行
」
と

説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

正
三
が
生
き
た
天
正
か
ら
明
暦
年
間
は
、
戦
国
の
内
乱
に
終
止
符

を
打
っ
た
徳
川
政
権
の
も
と
で
、
新
た
な
秩
序
社
会
が
今
や
ま
さ
に

構
築
さ
れ
ん
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
応
仁
以
来
の
長

期
に
及
ん
だ
戦
乱
の
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
一
方
で
頽
廃
し
た
旧
秩

序
の
崩
壊
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
い
わ
ゆ
る
凡
下
の
民
衆
に
よ
る
、

家
族
共
同
体
と
し
て
の
家
の
形
成
で
あ
り
、
又
、
独
立
小
経
営
と
惣

鈴
木
正
三
の
仏
法
理
解
Ｉ
出
家
・
戒
律
観
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

一

村
・
郷
村
と
称
さ
れ
る
村
落
共
同
体
の
拡
大
で
あ
り
、
更
に
都
市
の

町
人
層
に
お
い
て
は
、
自
立
的
自
治
的
性
格
の
強
い
共
同
体
の
形
成

（
１
）

を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
体
制
秩
序
の
支
配
者
層
に
と
っ
て
は
、

い
わ
ゆ
る
下
剋
上
と
い
う
名
の
身
分
秩
序
の
崩
壊
を
意
味
す
る
が
、

逆
に
百
姓
町
人
層
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
価
値
規
範
の
形
成
期
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
戦
国
大
名
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
、
徳
川
期
に
至
っ
て

ほ
ぼ
完
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
兵
農
分
離
に
基
づ
く
身
分

制
を
機
軸
と
す
る
、
新
た
な
支
配
層
に
よ
る
、
新
た
な
社
会
秩
序
の

（
２
）

確
立
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
思
想
家
達
の
課
題
は
、
支
配
的

位
置
に
立
つ
と
否
と
を
問
わ
ず
、
平
和
・
秩
序
を
肯
定
的
に
評
価
し
、

そ
の
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
に
即
し
て
、
人
と
人
間
社
会
と
に
、

加
藤
み
ち
子
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具
体
的
価
値
規
範
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
状
況
の
も
と
で
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
四

頃
か
ら
「
職
分
」
「
家
業
」
「
家
職
」
と
い
っ
た
語
を
巡
る
言
説
が
さ（３

）

か
ん
に
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
八
（
一
六
三
二
年
に
『
四
民
日
用
』
を
著
し
た
鈴
木
正
三
の
、

い
わ
ゆ
る
職
業
を
手
掛
か
り
と
し
た
〃
役
・
分
〃
論
も
こ
の
よ
う
な

文
脈
の
中
に
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
正
三
の
論
は
、
仏
法
の
意
匠
で

（
４
）

論
じ
た
こ
と
に
特
色
が
見
出
せ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
正
三
の
職
分
論
的
言
説
を
支
え
る
「
仏
法
」
と

は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
、
よ
り
具
体
的
に
人
倫
の
問
題

を
語
る
儒
教
や
儒
教
的
言
説
を
取
り
込
ん
だ
立
場
か
ら
の
職
分
論
が

説
か
れ
て
い
た
中
で
、
何
故
、
正
三
に
と
っ
て
は
「
即
仏
法
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
従
来

（
５
）

こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か

し
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
、
同
じ
問

題
関
心
を
持
つ
同
時
代
の
一
思
想
家
と
し
て
、
選
択
の
余
地
の
あ
る

中
か
ら
、
積
極
的
に
仏
法
者
で
あ
る
こ
と
を
選
び
取
る
と
は
い
か
な

る
こ
と
か
。
つ
ま
り
近
世
と
い
う
社
会
の
現
実
に
お
い
て
仏
法
は
い

か
な
る
位
置
を
持
ち
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、

重
要
な
問
い
で
あ
る
と
考
え
る
。

右
の
問
題
は
、
正
三
の
〃
仏
法
者
と
し
て
の
自
覚
〃
が
い
ず
れ
に

あ
っ
た
か
、
と
い
う
形
で
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
正

三
の
仏
法
は
、
生
涯
、
世
法
即
仏
法
で
あ
り
、
世
俗
の
生
活
の
中
で

仏
道
修
行
を
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
正

三
自
ら
は
出
家
し
、
生
涯
還
俗
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
正

三
が
、
出
家
後
改
め
て
、
法
隆
寺
で
沙
弥
戒
を
受
け
た
こ
と
が
、
す

（
６
）

で
に
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
修
行
者
が

自
他
に
対
し
て
〃
仏
教
者
〃
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
〃
出
家
者
“

で
あ
る
こ
と
を
示
す
目
安
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
の
三
学
で
あ

る
、
戒
学
・
定
学
・
慧
学
の
一
つ
、
戒
律
の
受
持
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
思
想
形
成
期
に
お
け
る
〃
出

家
受
戒
〃
〃
沙
弥
戒
受
戒
〃
の
検
討
か
ら
、
正
三
の
〃
出
家
〃
〃
戒
律
〃

観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

そ
の
上
に
立
っ
て
思
想
成
熟
期
に
お
け
る
、
禅
僧
と
し
て
の
自
覚
に

立
っ
た
正
三
の
〃
戒
．
出
家
〃
に
対
す
る
見
解
、
そ
し
て
最
終
的
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
世
法
即
仏
法
か
ら
、
彼
の
仏
法
者
と
し
て
の

自
覚
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

弟
子
恵
中
に
よ
る
正
三
の
伝
記
『
石
平
道
人
行
業
記
』
に
よ
れ
ば
、

正
三
の
出
家
の
状
況
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

元
和
五
年
．
：
後
江
府
に
還
る
に
お
よ
び
て
、
落
髪
遁
世
す
。
時

に
四
十
有
二
才
。
：
．
然
し
て
、
名
を
大
愚
和
尚
に
乞
ふ
。
愚
辞

三
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讓
し
て
曰
く
、
公
の
道
価
重
し
。
誰
か
名
を
安
ん
ず
る
こ
と
を

為
さ
ん
。
蓋
し
省
る
に
旧
名
可
な
り
と
。
西
頁
）

こ
の
記
述
を
も
っ
て
従
来
、
正
三
の
〃
出
家
〃
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
正
三
自
身
に
と
っ
て
、
そ
し
て
わ
が
国
の
こ

の
時
代
こ
の
立
場
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
実
質
的
に
い
か
な
る
意

味
で
の
出
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
「
出
家
」
と
は
、
得
度
式
・
授
戒
式
と
い
う
儀
礼
に
よ
っ

て
「
三
帰
依
・
剃
髪
・
改
衣
・
授
戒
・
法
名
授
与
」
な
ど
に
相
当
す

る
も
の
を
受
け
て
、
僧
侶
と
し
て
生
き
る
誓
い
を
立
て
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
世
俗
に
お
け
る
、
社
会
的
身
分
や
家
族
的
恩
愛
等
の

関
係
を
絶
っ
て
、
出
家
者
集
団
（
僧
侶
集
団
）
へ
加
入
を
す
る
と
い

う
意
味
を
持
つ
。

し
か
し
、
古
代
律
令
体
制
の
官
僧
制
度
と
結
び
つ
い
た
度
縁
・
戒

牒
の
授
受
（
と
し
て
の
得
度
）
は
、
律
令
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
す
で

に
そ
の
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
久
し
く
、
ま
た
、
受
戒
の
際
に
授
与

さ
れ
る
血
脈
・
戒
牒
は
、
中
世
以
来
、
在
家
者
一
般
に
対
す
る
、
呪

（
７
）

術
的
現
世
利
益
的
な
意
味
を
も
っ
た
集
団
受
戒
会
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
以
来
す
で
に
本
来
の
意
味
の
輪
郭
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い

た
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
澄
以
来
の
、
単
受
菩
薩
戒
に
よ
っ

て
大
僧
（
比
丘
）
た
る
こ
と
を
認
め
る
、
と
い
う
大
乗
戒
壇
の
建
立

と
そ
の
思
想
的
影
響
は
、
す
で
に
律
宗
を
初
め
と
す
る
す
べ
て
の
宗

（
８
）

派
に
及
ん
で
お
り
、
一
般
に
、
戒
相
に
よ
る
在
家
者
と
出
家
者
の
差

別
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
時
代
を
越
え
て
、

出
家
者
の
破
戒
行
為
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
教
団

と
し
て
の
権
威
や
秩
序
が
長
年
の
戦
乱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
た
戦

国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
宗
派
で
、
正
式
の

（
９
）

戒
律
授
受
の
儀
礼
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
現

状
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
正
三
は
〃
出
家
〃
し
た
の
で

あ
る
。先

の
『
行
業
記
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
正
三
の
事
実
上
の
戒
師
は

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
大
愚
宗
築
（
一
五
八
四
～
一
六
六
九
年
）
で
あ
る
。

一
般
に
、
得
度
受
戒
の
師
は
、
受
戒
者
の
出
家
以
後
の
所
属
門
派
を

決
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
宗
派
に
よ
っ
て
受
戒
の
戒
相
も
異
な
っ
て

く
る
。
大
愚
に
よ
っ
て
正
三
が
出
家
受
戒
を
果
た
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
禅
戒
規
」
に
基
づ
い
て
「
三
帰
・
三
聚
・
十
重
・

（
ぬ
）

四
十
八
軽
戒
」
と
い
う
梵
網
系
の
菩
薩
戒
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
、

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
法
系
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

正
三
の
所
属
宗
派
に
は
、
い
ろ
い
ろ
暖
昧
な
点
が
存
す
る
こ
と
が
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
愚
堂
ら
妙
心
寺
系
の
僧
侶
と

の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
こ
と
。
大
愚
が
戒
師
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
正
三
の
住
し
た
恩
真
寺
は
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
り
、

天
草
に
正
三
の
建
て
た
寺
院
の
多
く
は
曹
洞
宗
に
属
し
て
い
た
こ
と
。

ま
た
恵
中
の
『
行
業
記
弁
疑
』
に
「
先
祖
已
来
、
曹
洞
禅
門
に
帰
す
。

殊
に
洞
上
の
密
修
を
信
ず
る
こ
と
、
至
っ
て
深
し
。
」
（
三
一
頁
）
と

139 鈴木正三の仏法理解



あ
る
こ
と
。
更
に
「
済
家
ノ
風
ハ
、
如
何
ニ
モ
ケ
ワ
ヒ
ス
マ
シ
テ
打

チ
上
ガ
リ
、
上
手
一
一
成
テ
居
ル
」
と
臨
済
門
を
批
判
し
「
必
曹
洞
宗

ノ
士
田
夫
ノ
家
風
ョ
リ
、
法
起
ル
ベ
シ
」
（
二
五
六
豆
と
洞
門
に
親

近
感
を
寄
せ
て
い
る
正
三
自
身
の
発
言
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
三
の

所
属
宗
派
を
曹
洞
宗
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
が
存
す
る
。
さ
ら
に
、

と
く
に
血
脈
相
続
を
立
て
な
い
超
宗
派
的
な
出
家
で
あ
っ
た
と
い
う

（
皿
）

説
も
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
曹
洞
系
に
〃
属
す
る
〃
と
す
る
な
ら
ば
、

戒
師
は
一
体
誰
な
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
大
愚
に
名
前
を
乞
う
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
い
ず
れ
に
も
〃
属
さ
な
い
〃
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
で
の
〃
出
家
〃
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
改
め
て
考
察
す
べ
き
は
、
そ
も
そ
も
正
三
は
元
和
六
年
の

時
点
で
本
当
に
〃
受
戒
得
度
“
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
記
述
に
あ
る
の
は
「
落
髪
遁
世
」
で
あ
る
。
遁
世
と
は
、
本
来

は
、
〃
出
家
〃
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
も
持
つ
が
、
中
世
以
来
の
慣
例

的
用
法
で
は
、
そ
れ
が
僧
侶
で
あ
る
場
合
に
は
僧
侶
集
団
で
あ
り
な

が
ら
す
で
に
別
種
の
世
俗
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
教
団
組
織
の
身

分
や
秩
序
か
ら
、
更
な
る
離
脱
を
す
る
こ
と
、
在
家
で
あ
る
な
ら
ば
、

隠
居
な
ど
も
含
め
て
、
公
的
世
間
を
離
れ
た
生
活
に
入
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
正
三
は
、
出
家
以
前
よ
り
、
す
で
に
「
有
髪
に
し
て
遁
世
」

（
三
四
頁
）
と
も
い
う
べ
き
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
正
三

に
と
っ
て
元
和
六
年
の
出
来
事
は
、
本
来
僧
侶
と
し
て
の
公
認
を
得

る
と
い
う
意
味
を
も
つ
〃
得
度
〃
で
も
、
世
間
世
俗
の
人
々
と
は
異

な
っ
た
出
家
集
団
の
秩
序
の
下
で
自
ら
を
持
す
こ
と
を
意
味
す
る

〃
納
戒
〃
〃
受
戒
〃
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
剃
髪
遁
世
」
で
あ
っ
た

と
語
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
僧
団
や
教
団
へ
の
入
門

儀
礼
の
意
味
を
持
つ
正
式
な
〃
受
戒
得
度
〃
は
し
て
い
な
か
っ
た
の

だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
三
は
、

剃
髪
の
時
点
で
受
戒
し
た
僧
と
し
て
の
所
属
宗
派
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
正
三
に
と
っ
て
は
、
こ
の

〃
出
家
“
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
点
の
正
三
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
〃
出
家
（
落

髪
遁
世
）
〃
と
は
何
を
求
め
た
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
は
、
正
三
自
身
の
出
家
以
前
の
事
情
よ
り
推
し

量
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

正
三
は
、
三
河
国
足
助
庄
を
本
拠
と
す
る
中
世
土
豪
一
族
で
、
戦

国
以
来
徳
川
氏
に
属
し
た
「
高
橋
七
十
騎
」
の
出
身
で
あ
り
、
関
ヶ

原
・
大
坂
の
役
に
も
従
軍
し
た
歴
戦
の
武
士
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

の
一
方
、
若
い
頃
よ
り
仏
法
へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て

お
り
、
戦
陣
の
合
間
を
縫
っ
て
の
寺
院
へ
の
止
住
、
各
地
の
僧
へ
の

（
吃
）

問
法
な
ど
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

で
は
、
こ
の
時
期
の
正
三
に
と
っ
て
の
〃
仏
法
〃
へ
の
関
心
の
中

身
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
弟
子
の
記
録
と
後
代
の
述
懐

に
拠
れ
ば
、
仏
法
へ
の
結
縁
の
き
っ
か
け
は
、
「
宝
物
集
」
の
雪
山

童
子
の
捨
身
求
法
の
因
縁
と
、
謡
の
「
古
コ
ト
モ
今
ノ
身
モ
、
夢
モ
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現
モ
幻
モ
、
共
二
無
常
ノ
世
ト
成
テ
」
と
い
う
句
に
出
会
っ
た
こ
と

を
、
あ
る
朝
の
「
青
天
ハ
平
等
ニ
シ
テ
彼
我
ノ
隔
ナ
キ
ガ
、
我
々
ハ

何
ト
シ
テ
彼
我
ノ
情
ヲ
生
ズ
ル
ゾ
」
と
い
う
疑
い
で
あ
っ
た
と
い
う

（
三
一
七
豆
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
に
対
す
る
「
無
常
幻
化
・
一
天

下
遍
く
平
等
」
と
い
う
理
解
の
も
と
に
、
そ
れ
を
妨
げ
る
「
人
我
」

に
対
す
る
疑
問
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も
「
不

惜
身
命
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
に
元
和
五
年
、
大
坂
勤
番
の
折
に
、
朋
輩
の
儒
者
に
「
仏
法

ハ
世
法
二
背
ク
」
と
問
わ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
三
七
七
豆
、

正
三
は
初
め
て
の
著
述
『
盲
安
杖
』
を
著
し
た
。
こ
れ
が
〃
出
家
（
剃

髪
遁
世
〃
前
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
る
の
は
、
「
無

常
幻
化
・
自
他
無
差
別
・
万
物
一
体
・
天
地
の
恵
み
は
か
わ
ら
ね
ど

も
そ
れ
そ
れ
の
差
別
あ
り
と
い
う
理
」
を
知
っ
て
「
己
・
身
を
思
う

心
」
を
離
れ
「
誠
の
道
・
三
界
出
離
」
に
至
る
べ
し
、
と
い
う
事
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
具
体
的
な
人
間
関
係
・
対
人
関
係
の
「
総

而
、
一
切
所
作
相
助
け
ら
る
る
の
恩
」
と
い
う
場
に
お
い
て
「
お
の

れ
を
か
へ
り
み
て
己
を
知
る
」
と
い
う
心
構
え
を
も
っ
て
「
物
に
任

せ
て
を
の
れ
に
任
せ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
（
四
九
～
六
○
頁
）
。
つ
ま
り
、
未
だ
「
世
法
即
仏
法
」

「
奉
公
即
修
行
」
と
い
う
成
句
こ
そ
見
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
こ
に

展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
世
法
は
仏
法
に
背
か
な
い
、
世
法
の

内
に
お
い
て
仏
法
修
行
は
行
わ
れ
る
筈
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
の
正

三
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
世
法
と
は
〃
人
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な

く
、
人
々
存
在
（
恩
的
相
互
関
係
）
と
い
う
在
り
方
で
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
中
に
、
身
を
処
し
て
い
く
と
い
う
あ
り
か
た
〃
と
い

う
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
正
三
の
仏
法
は
〃
我
（
身
を

思
う
一
念
）
の
徴
滅
蕪
我
）
を
行
う
〃
と
い
う
姿
で
現
れ
る
の
で
あ

ブ
（
〕
○

き
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
法
理
解
に
あ
っ
た
正
三
を
〃
出
家
（
遁
世
〃

に
向
か
わ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
の
状
況
を
正

三
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

我
四
十
余
ノ
時
、
頻
リ
ニ
世
間
嫌
二
成
ケ
ル
間
、
御
穿
鑿
有
（
、

無
理
二
世
間
嫌
二
候
間
。
如
是
罷
成
。
曲
事
卜
思
召
バ
、
御
成

敗
ア
レ
ト
罷
出
、
腹
切
ン
ト
思
上
定
、
不
図
剃
タ
リ
。（

二
四
一
頁
）

正
三
ハ
只
因
果
ニ
テ
剃
タ
リ
。
定
テ
正
三
ニ
ハ
出
家
二
成
ル
因

果
コ
ソ
有
ツ
ラ
ン
、
無
体
二
剃
度
シ
テ
剃
ダ
ル
也
。
（
二
四
四
頁
）

す
な
わ
ち
、
幕
臣
で
あ
っ
た
正
三
が
「
剃
髪
遁
世
を
申
し
出
た
」

直
接
の
動
機
は
「
世
間
嫌
に
」
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

世
間
と
は
、
こ
の
時
の
正
三
が
直
面
し
て
い
た
、
武
官
と
し
て
の
戦

場
生
活
を
離
れ
た
人
間
関
係
で
あ
ろ
う
。
平
和
な
社
会
に
お
い
て
は

新
た
な
行
為
規
範
が
〃
示
さ
れ
る
〃
事
が
欲
求
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

す
で
に
だ
れ
で
も
が
〃
知
っ
て
い
る
〃
仏
教
で
は
そ
の
欲
求
に
答
え
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ら
れ
な
い
。
又
、
仏
法
を
世
法
に
使
う
と
い
う
こ
と
を
〃
語
る
〃
た

め
に
は
、
正
三
自
身
の
上
に
、
自
我
の
徴
滅
が
、
十
分
に
実
行
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
内
外
か
ら
う
な
が
さ
れ
て
の
「
出

離
」
の
願
望
こ
そ
が
「
世
間
嫌
に
」
と
い
う
言
葉
に
あ
ら
わ
さ
れ
た

も
の
の
中
身
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
申
し
出
が
切
腹
の
覚
悟
を
以

て
為
さ
れ
た
、
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
行
為

自
体
が
正
三
に
と
っ
て
の
「
身
命
を
賭
し
て
法
を
求
め
る
仏
業
修
行
」

な
の
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
の
機
縁
が
熟
し
た
の
で
あ
る
。

「
世
法
即
仏
法
」
な
る
大
疑
団
の
成
熟
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
正

三
は
「
無
体
に
剃
度
し
て
」
と
言
い
、
「
因
果
な
り
」
と
言
っ
た
の

で
あ
る
。

尚
、
正
三
の
こ
の
時
点
で
の
〃
出
家
〃
は
僧
団
へ
の
入
門
の
意
味

を
欠
落
し
た
只
の
剃
髪
遁
世
と
い
う
、
い
わ
ば
〃
非
僧
な
る
僧
〃
に

な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
世
間
的
家
族
的
諸
関
係
、

彼
の
場
合
は
〃
幕
臣
と
し
て
の
立
場
〃
か
ら
の
離
脱
は
、
実
際
に
は

意
味
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
三
自
身
に
と
っ
て
は
己
身
出
離

の
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
を
身
命
を
か
け
て
実
践
し
て
い
く
こ
と
と

い
う
意
味
で
の
出
離
（
非
俗
）
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
果
的
に
幕
府

か
ら
は
正
規
の
〃
隠
居
〃
扱
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば

〃
非
俗
の
俗
〃
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
機
縁
に
促
さ
れ
て
、
出
家
体
で
の
修
行
生
活
を
始
め
た

正
三
は
、
諸
国
行
脚
遍
歴
の
旅
一
年
の
後
、
沙
弥
戒
を
受
戒
し
た
。

同
（
元
和
）
七
年
辛
酉
、
複
子
隻
杖
、
遍
く
名
宿
を
た
た
き
、

五
畿
に
廻
歩
し
成
く
神
社
仏
塔
を
拝
す
。
明
年
豊
の
雪
窓
和
尚
、

高
野
の
玄
俊
律
師
と
同
く
法
隆
寺
に
投
じ
て
、
律
を
綜
い
経
を

学
す
。
廼
ち
沙
弥
戒
を
俊
律
師
に
稟
く
。
一
寒
暑
を
歴
て
、
参

の
千
鳥
山
に
入
り
、
湛
と
し
て
真
源
を
さ
ぐ
り
、
厳
と
し
て
工

夫
に
凝
る
。
西
頁
）

す
で
に
、
述
べ
た
よ
う
に
、
正
三
に
と
っ
て
の
い
わ
ゆ
る
〃
出
家
〃

が
〃
剃
髪
遁
世
〃
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
時
点
で
何
等
か
の
形
で
〃
受
戒
〃

が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
正
三
自
身
に
と
っ
て
の
〃
出
家
〃
の

自
覚
に
〃
受
戒
〃
は
必
ず
し
も
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
は
い
な
か
っ

た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
〃
沙
弥
戒
受
戒
〃
は
、
戒
に

対
し
て
自
覚
的
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
沙
弥
戒
と
は
、

出
家
と
在
家
を
分
け
る
立
場
で
の
出
家
の
初
め
に
受
け
る
戒
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
こ
で
、
正
三
は
改
め
て
〃
出
家
受
戒
〃
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
、
正
三
の
戒
師
と
な
っ
た
「
俊
律
師
」
と
は
、
高
野
山
の

重
源
の
新
別
処
を
再
興
し
た
、
賢
俊
良
永
（
一
五
八
五
～
一
六
四
七
年
）

一
一
一
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で
あ
る
。
賢
俊
は
、
慶
長
年
間
に
戒
律
復
興
を
目
指
し
て
西
大
寺
を

復
興
し
、
槙
尾
山
平
等
心
王
院
を
再
興
し
た
、
明
忍
俊
生
（
一
五
七

五
～
一
六
一
○
年
）
の
門
流
で
あ
る
。
明
忍
は
、
大
乗
三
聚
通
受
に
よ

る
自
誓
受
戒
を
果
た
し
て
、
叡
尊
流
の
戒
律
復
興
・
寺
院
復
興
・
非

（
昭
）

人
施
行
の
作
善
行
な
ど
を
目
指
す
立
場
に
あ
っ
た
。
戦
国
乱
世
の
社

会
的
混
乱
が
よ
う
や
く
収
束
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
十
六
世
紀
の

末
に
、
腐
敗
堕
落
し
た
仏
教
界
の
立
て
直
し
を
僧
侶
の
実
践
レ
ベ
ル

に
お
い
て
、
い
ち
は
や
く
企
て
た
の
が
、
こ
の
明
忍
の
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
、
暗
中
模
索
な
が
ら
求
法
の
志
に
燃
え
る

者
に
と
っ
て
、
僧
俗
宗
派
を
問
わ
ず
、
明
忍
派
へ
の
期
待
と
注
目
が

集
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
正
三
は
「
剃
髪
遁
世
」
以
後
、
諸
国
行
脚
と
い
う
形
で
の

修
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
こ
の
行
脚
の
課
題
は
、
一
つ
に
は
諸

国
の
名
僧
知
識
に
会
っ
て
、
自
ら
の
「
世
法
即
仏
法
」
と
い
う
疑
問

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
は
行
脚
の
途
上
に

（
Ｍ
）

お
い
て
、
出
離
の
修
行
・
捨
身
の
工
夫
を
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

諸
方
行
脚
を
な
す
、
峻
難
の
道
を
過
、
身
心
を
責
め
、
業
障
を

尽
く
す
の
徳
あ
り
。
…
霊
仏
霊
社
に
参
詣
し
て
信
心
を
発
し
、

霊
性
清
浄
の
気
を
う
け
て
自
己
清
浄
と
な
し
、
山
川
草
木
珍
石

に
向
て
も
彼
れ
が
清
浄
の
気
を
う
け
て
自
己
を
清
め
、
貴
賤
、

上
下
、
善
悪
の
人
に
触
て
、
自
己
の
非
を
改
、
心
を
や
は
ら
げ
、

自
他
の
差
別
な
き
理
を
知
…
。
（
七
七
頁
）

と
い
う
よ
う
に
「
途
中
即
禅
定
」
と
な
す
修
行
で
あ
っ
た
。
未
だ
自

ら
に
機
縁
を
有
す
る
師
に
出
会
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
修
業
の
旅
を

続
け
る
途
中
で
、
正
三
は
賢
俊
ら
の
戒
律
復
興
へ
の
真
蟄
な
活
動
を

知
り
、
同
じ
く
求
法
の
志
に
燃
え
る
雪
窓
と
共
に
沙
弥
戒
受
戒
へ
の

決
意
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
事
を
正
三
は
次
の
よ
う

に
述
懐
し
て
い
る
。

右
ノ
ゴ
ト
ク
出
家
シ
テ
諸
方
ヲ
行
脚
シ
、
野
山
二
臥
、
衣
食
ヲ

詰
、
亦
一
比
ハ
律
僧
二
成
テ
身
ヲ
責
、
三
州
千
鳥
山
二
在
テ
律

ヲ
行
ヒ
タ
ル
時
分
ハ
、
麦
粥
麦
飯
ニ
テ
送
リ
ケ
ル
。
如
是
シ
ケ

ル
間
、
風
雨
二
身
ヲ
サ
ラ
サ
レ
、
鹿
食
二
脾
胄
痩
レ
テ
病
起
コ

リ
、
既
二
大
事
二
及
ブ
。
…
食
養
生
ニ
テ
能
候
ハ
ン
ト
云
フ
。

其
故
ヲ
問
（
肉
食
ノ
事
也
卜
云
。
我
モ
疾
モ
云
ザ
ル
事
ョ
、
養

生
ナ
ラ
バ
死
人
ヲ
モ
喰
ベ
シ
ト
云
テ
用
之
。
二
年
程
カ
カ
リ
テ
、

ス
キ
ト
本
復
ス
。
病
癒
テ
薬
モ
用
ナ
ヶ
レ
バ
、
亦
潔
斎
シ
テ
今

日
二
及
く
り
。

（
二
四
二
頁
）

つ
ま
り
、
法
隆
寺
の
時
期
は
、
そ
の
前
後
の
行
脚
乞
食
の
時
期
と
、

千
鳥
山
で
の
修
行
の
時
期
と
を
一
貫
し
て
、
「
律
行
を
行
い
た
る
時

分
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
受
戒
入
山
の
動
機
が
「
身
を

責
め
る
」
修
行
と
し
て
の
律
行
斎
戒
へ
の
関
心
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
正
三
は
、
沙
弥
戒
を
受
け
た
後
具
足
戒
を
受

け
る
に
至
る
こ
と
な
く
、
わ
ず
か
一
年
で
律
僧
集
団
か
ら
離
れ
て
国

元
に
帰
り
、
弟
子
と
共
に
山
に
籠
っ
て
斎
戒
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
律
僧
グ
ル
ー
プ
と
戒
律
に
対
す
る
ど
の
様
な
見
解
、

立
場
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

後
の
正
三
の
律
僧
に
対
す
る
見
解
は
「
律
僧
ハ
答
多
カ
ラ
ン
」

（
一
八
四
豆
と
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
威
儀
ヲ
仏
ノ
ヤ

ウ
ニ
持
ッ
故
二
、
心
ハ
仏
二
非
ズ
シ
テ
、
人
二
仏
卜
貴
バ
ル
ル
」
か

ら
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
禁
戒
を
堅
く
守
っ
て
威
儀
を
正
し
く

す
る
こ
と
（
六
三
頁
）
自
体
は
悪
行
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
当
然
の

事
で
は
あ
る
が
、
持
戒
の
善
業
も
心
構
え
一
つ
で
簡
単
に
悪
律
儀
の

業
に
堕
し
て
し
ま
う
（
二
○
一
貢
）
。
そ
し
て
、
律
儀
を
整
え
る
こ
と

自
体
を
重
視
す
る
律
僧
の
立
場
は
、
そ
の
危
険
が
大
き
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
ま
た
、
正
三
に
と
っ
て
は
、
律
儀
そ
の
も
の
は
「
身
を
思

う
一
念
」
か
ら
出
離
す
る
た
め
の
有
効
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
千
鳥
山
で
体
を
壊
す
ほ
ど
厳
し

い
斎
戒
を
身
に
課
し
な
が
ら
、
「
養
生
の
た
め
」
に
た
め
ら
い
も
な

く
肉
食
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
正
三
の
立
場
は
、
同
行

の
律
僧
や
在
家
信
者
に
対
し
て
、
律
儀
を
守
っ
て
み
せ
る
こ
と
を
功

徳
行
と
見
る
の
で
は
無
く
、
あ
く
ま
で
「
己
の
心
身
よ
り
の
出
離
」

の
修
業
と
い
う
点
に
徹
底
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
律
僧

グ
ル
ー
プ
と
快
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
三
に
と
っ
て
の
再
度
の
〃
出
家
〃
と
も
い
う
べ

き
「
沙
弥
戒
受
戒
」
は
、
「
剃
髪
遁
世
」
と
同
じ
く
己
身
究
明
の
段

階
に
あ
る
正
三
に
と
っ
て
、
「
我
が
身
を
思
う
一
念
か
ら
の
離
脱
」

正
三
の
思
想
形
成
期
に
お
け
る
基
本
的
思
惟
は
、
出
家
以
前
よ
り

世
法
即
仏
法
を
志
向
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
僧
形
に
な
る
こ
と
は
必

ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
行
さ
れ
た
〃
出
家
〃

は
、
そ
れ
ま
で
属
し
て
い
た
〃
幕
臣
で
あ
る
こ
と
〃
と
い
う
〃
世
俗

秩
序
か
ら
の
離
脱
〃
も
、
仏
教
徒
集
団
に
〃
属
す
る
こ
と
“
を
も
意

味
し
な
い
。
〃
捨
身
・
自
己
よ
り
の
出
離
と
し
て
の
遁
世
修
行
〃
を

意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
三
に
と
っ
て
い
わ
ば
す
で
に
〃
世

法
即
仏
法
な
る
出
家
〃
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
出
離
修
行
よ
り
の

更
な
る
出
家
を
意
味
す
る
か
に
見
え
た
〃
出
家
戒
（
沙
弥
戒
）
の
受
戒
〃

も
、
山
林
修
行
や
浄
行
へ
の
傾
き
を
強
め
な
が
ら
も
、
浄
行
そ
の
も

の
を
自
己
目
的
化
し
た
よ
う
な
律
僧
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
で
、

「
己
の
心
身
を
清
浄
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
出
家
修
行
」
の

一
環
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
沙
弥
戒
受
戒
」
の
時
期
に
は
、
山
林
へ

の
遁
世
と
清
浄
行
へ
の
傾
き
が
み
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
い
わ
ゆ
る
〃
出

世
間
性
“
（
脱
俗
の
厭
世
性
）
に
傾
い
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

後
に
正
三
は
「
山
居
を
好
む
は
異
風
好
き
の
だ
て
な
心
」
（
一
五
○
頁
）

「
我
一
人
能
成
」
心
（
一
三
八
豆
「
中
古
の
人
の
ご
と
き
心
身
を
清

浄
に
す
る
行
に
て
は
何
の
用
に
も
た
た
ず
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の

面
は
批
判
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
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か
え
っ
て
浄
行
の
本
来
の
意
味
（
己
心
出
離
の
修
行
）
を
探
求
す
る
立

場
へ
と
向
か
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
正
三
は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
よ
り
石
平
山
に
庵
を

構
え
て
の
参
禅
弁
道
・
教
化
活
動
の
時
期
に
入
る
。
そ
し
て
寛
永
八

年
頃
に
は
『
四
民
日
用
』
『
麓
草
分
』
な
ど
の
執
筆
活
動
を
始
め
て

い
わ
ゆ
る
〃
職
・
分
〃
的
仏
法
修
行
論
を
展
開
し
、
寛
永
十
九
年
に

は
島
原
の
乱
後
の
天
草
に
渡
っ
て
『
破
切
利
支
丹
』
を
著
し
て
破
邪

活
動
を
行
い
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
は
江
戸
に
戻
っ
て
以
後
『
三

宝
徳
用
』
『
修
行
の
念
願
』
を
著
し
て
、
仏
法
を
興
隆
す
る
た
め
に
、

い
わ
ゆ
る
公
儀
御
下
知
・
僧
侶
役
人
を
公
儀
に
献
策
す
る
な
ど
、
多

（
脂
）

彩
な
活
動
を
展
開
す
る
。
こ
の
際
正
三
は
、
禅
僧
と
し
て
の
立
場
に

立
っ
て
、
主
要
な
著
作
の
執
筆
や
、
教
化
活
動
を
行
っ
て
い
く
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
三
自
身
「
我
ハ
禅
門
入
道
」
（
二

五
四
頁
）
と
し
、
「
禅
門
ハ
仏
心
ノ
正
宗
」
（
三
○
六
頁
）
と
言
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
思
想
成
熟
期
の
正
三
の
自
覚
を
支
え
る
「
禅
」
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
事
の
う
ち
に
、

先
に
論
じ
た
〃
出
家
〃
〃
戒
律
″
へ
の
見
解
は
ど
の
よ
う
に
消
化
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

正
三
に
お
け
る
〃
禅
門
の
立
場
〃
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
確

認
さ
れ
る
べ
き
は
、
様
々
な
修
行
方
法
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
た
唯
一

の
行
法
と
し
て
の
、
〃
坐
禅
弁
道
〃
の
立
場
を
と
る
と
い
う
こ
と
は

意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
行
方
法
に
関
し
て
い
う
な
ら

ば
、
正
三
自
身
す
ら
、
い
わ
ゆ
る
坐
禅
の
み
な
ら
ず
念
仏
も
行
っ
て

お
り
、
ま
し
て
他
者
に
対
し
て
は
、
実
に
多
様
な
行
法
を
示
し
て
い

（
肥
）る

。
こ
れ
は
、
修
行
の
肝
要
は
「
身
に
相
応
し
た
る
心
遣
」
（
七
四
頁
）

を
な
す
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
取
る
か
ら
で
あ
る
。

正
三
に
と
っ
て
の
「
禅
法
」
と
は
達
磨
の
示
し
た
「
直
二
念
根
ヲ

裁
断
ス
ル
ノ
理
」
三
九
六
豆
で
あ
り
、
そ
の
禅
法
に
よ
っ
て
「
禅

定
の
機
」
を
こ
の
身
心
の
上
に
働
か
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し

て
種
種
の
教
学
の
中
で
、
禅
法
の
み
「
文
字
二
不
依
、
道
理
ヲ
離
テ
、

只
意
ヲ
得
ル
事
ヲ
本
意
」
（
一
五
六
頁
）
と
し
、
こ
と
の
核
心
、
す
な

わ
ち
仏
意
・
仏
心
を
も
っ
と
も
良
く
表
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
仏
意
・
仏
心
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
仏
祖
ノ
道
ハ
心

ノ
開
ル
事
ヲ
本
意
ト
ス
」
（
一
五
六
頁
）
「
直
に
仏
を
知
し
め
ん
為
の

教
也
」
（
一
三
五
豆
「
三
世
ノ
諸
仏
出
世
の
本
意
は
衆
生
成
仏
の
直

道
な
り
」
（
二
一
三
豆
「
濁
世
末
代
の
我
等
に
至
る
ま
で
救
と
り
給

わ
ん
御
願
力
」
（
七
四
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
地
陰
陽
和

合
し
て
森
羅
万
象
が
生
成
消
滅
し
て
い
る
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
事

象
は
、
た
だ
一
仏
の
作
用
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
仏
性
が

法
界
に
行
き
渡
っ
て
一
切
衆
生
と
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
う
こ
と
が

（
〃
）

で
き
る
・
そ
の
中
で
、
自
己
の
仏
性
を
見
失
い
、
自
己
の
心
仏
に
迷
っ

て
い
る
の
が
衆
生
で
あ
り
、
そ
の
衆
生
に
、
自
己
と
い
う
働
き
が
本

来
仏
行
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
迷
い
の
心
を
開
い
て
悟
の
心
に
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転
じ
、
成
仏
に
至
ら
せ
よ
う
、
と
い
う
「
願
力
」
が
仏
意
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
界
の
作
用
に
背
い
て
い
る
衆
生
の
迷
い
と
い
う
作
用
が

働
い
て
い
る
す
べ
て
の
場
に
お
い
て
、
法
界
の
作
用
に
順
じ
さ
せ
よ

う
と
い
う
方
向
づ
け
を
も
っ
た
端
的
な
作
用
が
、
仏
意
願
力
）
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
々
ノ
根
機
二
随
テ
、
坐
禅
、
行
道
、

調
経
、
念
仏
、
受
戒
等
ノ
諸
々
ノ
行
カ
ヲ
以
テ
、
身
心
ノ
煩
悩
ヲ
責

尽
ス
」
（
三
○
六
豆
と
い
う
行
入
を
端
的
に
示
す
禅
法
の
立
場
が
仏

意
を
最
も
良
く
表
す
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
禅
定
の
機
」
は
、
正
三
に
お
い
て
は
「
勇
猛
精
進
の
機
」

二
三
八
頁
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
無
念
無
想
に
な
る
こ

と
を
「
禅
定
」
と
心
得
て
柔
弱
に
な
る
修
行
に
陥
ら
な
い
た
め
の
、

活
動
性
へ
の
方
向
付
け
の
提
示
で
あ
る
。
「
機
」
と
は
す
な
わ
ち
「
は

た
ら
き
」
で
あ
り
、
禅
も
仏
法
も
、
常
に
自
在
に
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を

あ
ら
わ
し
て
「
は
た
ら
く
」
こ
と
を
そ
の
本
旨
と
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
「
世
法
万
事
ニ
使
う
…
我
法
ハ
果
眼
仏
法
ナ
リ
・
」

（
二
五
一
頁
）
と
い
う
正
三
の
禅
仏
法
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
仏
法
に
対
す
る
正
三
の
立
場
を

前
提
と
し
て
、
先
ず
正
三
の
一
般
的
な
戒
理
解
、
次
に
禅
法
と
の
関

わ
り
の
う
え
で
の
戒
の
位
置
付
け
、
そ
し
て
そ
の
戒
理
解
に
立
っ
た

正
三
の
戒
律
護
持
の
特
色
と
い
う
三
点
か
ら
正
三
の
戒
理
解
を
考
え

て
み
た
い
。

第
一
点
。
正
三
に
お
い
て
は
「
古
ョ
リ
仏
二
帰
ス
ル
モ
ノ
ハ
在
家

ニ
テ
モ
三
帰
五
戒
ヲ
受
ル
法
ニ
テ
候
フ
」
（
三
一
○
頁
）
と
在
家
戒
と

し
て
の
五
戒
十
戒
を
ど
の
よ
う
に
守
れ
ば
よ
い
か
を
示
す
と
い
う
こ

と
は
あ
る
。
し
か
し
、
出
家
戒
と
し
て
の
十
戒
、
二
百
五
十
戒
な
ど

の
、
具
体
的
戒
相
に
つ
い
て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
わ

ず
か
に
沙
弥
戒
受
戒
を
め
ぐ
る
律
僧
批
判
と
し
て
す
で
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
清
浄
に
見
え
る
僧
の
内
心
の
不
浄
の
可
能
性
を
問
題
と
す

る
文
脈
で
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
在
家
戒
を
論
ず
る
と

こ
ろ
で
も
、
作
善
持
戒
が
善
行
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
そ

れ
も
、
人
天
果
と
い
う
迷
妄
の
内
の
善
果
を
も
た
ら
す
に
過
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
文
脈
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
「
禁
戒
を
守
り
て
威
儀
正
し
き
は
義
な
り
。

破
戒
無
斬
な
る
は
不
義
な
り
。
」
（
七
六
頁
）
「
仏
法
修
行
は
禁
戒
を
守

て
仏
祖
の
教
え
に
背
か
ず
：
・
此
心
則
諸
法
度
に
使
宝
」
（
六
三
頁
）
と
、

持
戒
で
あ
る
こ
と
は
、
仏
道
修
行
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
正
三
に
お
い
て
は
、
持
戒
は
重
要
で
あ
る
が
、
戒
そ
の

も
の
は
、
具
体
的
な
個
々
の
戒
相
（
そ
れ
が
五
戒
十
戒
二
百
五
十
戒
で
あ

ろ
う
と
）
自
体
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
内
心
二
能
是
ヲ
持
」

（
三
一
○
亘
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
禁
戒

を
守
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
は
、
単
に
理
非
を
知
っ
て
理
に
つ
い
た

り
、
義
を
知
っ
て
義
を
行
う
事
で
は
な
く
、
「
理
非
分
明
に
し
て
理

を
離
れ
、
無
義
の
義
を
専
ら
と
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
善
悪
対
立
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し
、
義
と
不
義
の
あ
る
世
界
の
道
理
に
適
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
相
を
離
れ
て
す
べ
て
の
相
に
自
在
な
行
い
が
生
ず
る
こ
と
、
と

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
そ
も
そ
も
戒
も
破
戒
も

持
戒
も
成
立
し
な
い
と
い
う
「
無
戒
」
の
立
場
と
は
異
な
る
、
「
無

（
肥
）

相
心
地
戒
」
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
点
。
こ
の
よ
う
な
戒
観
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
「
勇
猛
の

機
」
を
修
し
出
し
て
「
世
法
万
事
に
使
う
」
と
い
う
禅
仏
法
の
上
で

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

正
三
の
仏
法
論
は
、
只
今
の
念
を
い
ま
清
浄
に
用
い
て
「
活
た
機
」

を
こ
の
身
の
上
に
働
か
せ
る
こ
と
（
一
七
五
頁
）
、
す
な
わ
ち
無
擬
大

自
在
の
と
こ
ろ
に
、
端
的
に
入
り
う
る
「
行
」
で
あ
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
核
心
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
衆
生
の
身
に
お
い
て
は
「
出
離

の
修
行
」
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
出
離
の
修
行
に

お
け
る
最
も
重
要
な
こ
と
は
「
専
ら
願
力
強
く
し
て
、
志
を
進
め
て

真
実
を
お
こ
し
、
義
を
正
し
く
守
る
」
、
ま
た
「
一
筋
に
勇
猛
の
心

を
用
い
て
、
直
に
出
離
生
死
の
願
力
強
く
発
、
万
事
を
放
下
」
（
八

三
豆
と
い
わ
れ
る
。
願
力
と
は
、
離
相
離
名
・
生
死
を
出
離
せ
ん

と
い
う
願
力
で
あ
り
、
ま
た
衆
生
済
度
せ
ん
と
い
う
願
力
で
あ
る
。

ま
た
、
志
と
は
、
菩
提
心
を
お
こ
す
本
で
あ
り
、
真
実
と
は
菩
提
心

の
決
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
決
定
す
る
と
、
勇
猛
精
進
の
信
力
と
な
る
。

こ
の
願
力
と
信
力
を
以
て
、
一
切
を
放
下
す
る
捨
身
の
行
を
ひ
た
す

ら
に
行
え
ば
、
行
力
が
積
み
重
な
る
に
従
っ
て
次
第
に
一
大
事
因
縁

と
な
り
、
忽
然
と
生
死
の
夢
か
ら
さ
め
て
、
大
自
在
に
い
た
る
と
い

壷
ヘ
ノ
○

「
剃
髪
受
戒
時
可
著
心
事
」
（
七
四
頁
）
と
し
て
正
三
の
強
調
す
る

の
が
、
こ
の
「
出
離
の
願
力
」
で
あ
る
。
出
家
す
る
こ
と
、
出
家
修

行
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
誓
い
と
し
て
受
戒
す
る
こ
と
。
こ

れ
ら
の
言
葉
の
下
に
実
践
さ
れ
る
の
は
、
自
己
の
内
心
に
お
け
る
、

一
筋
に
生
死
を
免
れ
ん
と
い
う
大
誓
願
自
体
を
さ
す
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
願
力
に
よ
っ
て
、
真
実
の
勇
猛
心
を
も
っ
て
「
身
を
思

う
一
念
を
離
れ
る
」
捨
身
の
修
行
を
す
る
、
と
い
う
出
離
の
修
行
が

引
き
働
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
捨
身
の
修
行
と
は
、

「
勇
猛
の
機
」
を
こ
の
身
の
上
に
働
か
せ
る
穰
を
移
す
）
こ
と
な
の

で
あ
る
。
「
仏
道
修
行
と
い
う
は
、
始
め
よ
り
終
り
ま
で
、
只
此
機

一
つ
を
持
っ
て
生
死
を
離
る
る
事
な
り
。
」
三
三
六
頁
）
。
す
な
わ
ち
、

た
だ
い
ま
の
こ
の
瞬
間
に
、
切
迫
し
て
勇
猛
で
あ
る
と
同
時
に
極
め

て
自
己
へ
の
執
心
を
離
れ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
清
浄
で
あ
る
）
と
き
に

顕
現
す
る
、
一
切
を
自
在
に
用
い
ら
れ
る
境
界
（
大
自
在
）
に
入
る

こ
と
が
、
修
行
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
状
態
を
不
断
に
維

持
す
る
こ
と
が
出
離
「
行
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
「
行
」
に
お
け
る
出
離
性
（
自
在
性
を
支
え
る
も
の
は
、

行
者
に
対
し
て
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
律
規
で
は
な
い
。
縁
起
的
存
在

の
当
体
で
あ
る
自
ら
の
お
の
ず
か
ら
な
る
あ
り
よ
う
に
沿
っ
て
そ
の

ま
ま
ふ
る
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
（
執
着
の
）
自
己
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を
離
れ
た
（
縁
起
的
存
在
と
し
て
の
）
自
己
の
は
た
ら
き
が
「
禅
定
の
機
」

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
行
者
に
お
け
る
個
々

の
行
為
を
摘
浄
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
戒
は
、
禅
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
三
の
戒
は
、
初
発
心
時
に
い
わ
ば
働
き
起
こ
さ
れ

る
「
願
力
」
が
勇
猛
の
心
・
行
力
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
出
離
修

行
全
体
を
支
え
る
「
機
」
と
な
っ
て
働
く
も
の
だ
と
見
倣
し
得
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
戒
は
言
わ
ば
禅
の
前
提
条
件
と
し
て
、
禅

と
は
ま
っ
た
く
別
に
立
て
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
逆
に
禅

定
の
機
と
全
く
一
致
し
て
禅
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
戒
の
「
戒
行
」
の
面
を
強
調
し
な
い
た

め
に
、
戒
の
語
を
極
力
用
い
る
こ
と
な
く
、
ま
た
三
聚
戒
の
よ
う
に

定
式
化
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
〃
一
切
衆
生
に
悉
有
の
仏
行
〃
を

戒
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
点
。
正
三
の
戒
律
受
持
の
特
色
で
あ
る
。
正
三
自
身
が
日
々

書
写
し
て
い
た
と
い
う
「
七
仏
の
偶
」
（
二
八
四
豆
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
『
七
仏
略
戒
』
（
三
二
九
頁
）
と
い
う
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
の
受
持
が
、
実
際
の
正
三
の
戒
律
受
持
の
姿
の
一

つ
で
あ
る
。

釈
迦
以
前
の
過
去
七
仏
の
戒
と
い
え
ば
、
一
般
に
は
、
迦
葉
仏
の

偶
と
さ
れ
る
「
諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
自
浄
其
意
是
諸
仏
教
」

が
、
『
七
仏
通
戒
偶
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
七
仏
略
戒
』

は
、
七
仏
そ
れ
ぞ
れ
の
戒
偶
を
あ
げ
、
そ
れ
に
当
来
仏
で
あ
る
弥
勒

仏
の
戒
偶
を
加
え
、
三
聚
戒
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
を
付
し
た
も

の
で
あ
り
、
大
悲
菩
薩
覚
盛
（
二
九
四
～
二
一
四
九
年
）
の
手
に
な

（
岨
）
（
釦
）

る
『
七
仏
略
戒
経
』
と
全
文
が
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
覚
盛
と
い

え
ば
西
大
寺
叡
尊
ら
と
と
も
に
東
大
寺
で
自
誓
受
具
の
戒
を
受
け
、

そ
の
の
ち
、
唐
招
提
寺
に
住
し
て
如
法
別
受
比
丘
戒
の
授
戒
を
行
っ

て
律
宗
の
復
興
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。

正
三
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
機
縁
で
こ
れ
を
入
手
し
た
の
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
恐
ら
く
は
経
律
に
関
心
を
示
し
、
律
僧
賢
俊
ら
と

接
触
の
あ
っ
た
法
隆
寺
時
代
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
覚
盛
の
唐
招
提

寺
流
の
戒
律
観
は
、
具
足
戒
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
正
三
の
戒
律
観
と
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

は
思
え
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
正
三
は
こ
の
『
七

仏
略
戒
』
を
受
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
仏
プ
ラ
ス
弥
勒
の
偶
と
は
、
過
去
現
在
未
来
の
三
世
に
わ
た
る

す
べ
て
の
仏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
し
か
し
共
通
の
仏
の
教
え
を
戒
と

し
て
受
持
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
趣

旨
を
ま
と
め
れ
ば
、
ま
さ
に
離
れ
る
べ
き
法
か
ら
離
れ
（
摂
律
儀
戒
）

ま
さ
に
修
す
べ
き
法
を
修
し
（
摂
善
法
戒
）
一
切
の
有
情
を
利
益
せ

よ
（
摂
衆
生
戒
）
と
い
う
、
三
聚
浄
戒
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ

の
書
の
趣
意
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
は
、
「
止
悪
修
善
自
浄
其
意
」

に
代
表
さ
れ
る
、
す
べ
て
の
戒
に
共
通
す
る
戒
の
本
旨
が
示
さ
れ
る

と
同
時
に
、
そ
の
通
戒
で
は
見
え
に
く
く
な
る
、
〃
そ
の
同
じ
戒
が
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仏
ご
と
に
様
相
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
〃
と
言
う
面
が
よ
く
表
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
三
聚
戒
の
摂
律
儀
戒
・
摂
善
法
戒
が
、
端
的
に
「
ま

さ
に
離
れ
る
べ
き
を
離
れ
．
正
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
」
と
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
「
止
悪
修
善
」
の
み
で
は
、
言
い
落
と
ぎ
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
、
善
悪
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
如
法
に
振
る
舞
う
こ
と
が

戒
の
本
旨
で
あ
る
と
い
う
点
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
戒
観
は
正
三
の
戒
理
解
に
よ
く
適
い
、
ま
た
、
彼
の
戒
観

を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
正
三
は
、
こ
の
経

を
座
右
に
置
い
て
日
々
書
写
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
正
三
の
主
要
な
著
作
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
「
帰
依
三
宝

（
三
帰
依
戒
）
」
の
受
持
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。
三
帰
依
と
は
、
も

と
よ
り
僧
俗
を
問
わ
ず
、
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
宗
派
で
必
ず
用
い
ら
れ

る
、
通
仏
教
の
行
印
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
戒
な
ど
を
受
け
る
以

前
に
、
仏
宝
法
宝
僧
宝
の
三
宝
に
、
信
心
の
誠
を
捧
げ
、
そ
れ
に
依
っ

て
立
つ
こ
と
を
誓
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
一

般
に
、
あ
ま
り
そ
の
意
味
を
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
正

三
は
、
こ
の
三
宝
を
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
「
宝
」
と
い
う
意
味
を

重
視
す
る
の
で
あ
る
。

正
三
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
宝
に
同
体
・
別
体
・
住
持
の
三
義
が
あ

り
、
仏
宝
に
真
如
覚
性
・
丈
六
金
身
・
三
身
の
如
来
・
木
像
絵
像
あ

り
、
法
宝
に
真
如
執
持
の
義
・
四
諦
・
十
二
因
縁
・
二
空
の
教
え
・

三
蔵
文
句
あ
り
、
僧
宝
に
真
如
和
合
の
義
・
三
賢
十
聖
・
剃
髪
染
衣

の
別
が
あ
る
と
言
う
（
七
五
豆
。
そ
し
て
仏
の
在
世
に
も
れ
た
末
世

の
我
ら
は
、
「
言
経
、
仏
像
隔
て
な
く
、
一
筋
に
生
身
の
如
来
と
念

得
し
て
、
信
心
を
起
こ
し
、
身
命
を
捨
て
て
敬
礼
」
（
七
六
頁
）
す
る

と
い
う
受
持
を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
帰
依
（
敬
礼
）

に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
礼
の
対
象
で
あ
る
三
宝
の
さ
ま
ざ
ま
な
現

れ
の
各
々
の
姿
が
、
功
徳
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
そ
れ
に
対

し
て
敬
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帰
依

と
は
、
例
え
そ
れ
が
末
世
の
堕
落
し
た
破
戒
僧
で
あ
っ
て
も
、
礼
拝

す
る
側
が
、
信
心
を
起
こ
し
身
命
を
捨
て
て
敬
礼
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
功
徳
を
積
む
と
い
う
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
三
宝
の
「
宝
」
の
解
釈
に
つ
い
て
正
三
は
独
自
の
も

（
剛
）

の
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
は
「
大
乗
義
章
」
な
ど
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
仏
法
僧
の
貴
重
で
優
れ
て
清
浄
な
功
徳
が
、
仏
教
信

者
に
と
っ
て
宝
で
あ
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
正
三
は
「
仏
出

世
在
て
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
世
界
に
施
し
給
」
（
六
三
頁
）
と
い
う
よ

う
に
、
三
宝
は
、
す
で
に
仏
に
よ
っ
て
「
世
界
」
に
施
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
一
切
世
間
に
と
っ
て
宝
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
帰
依
三
宝
と
は
、
「
此
の
三
の
宝
を
受
け
て
万
民
に
施
し
、

国
士
の
宝
と
な
す
」
（
六
一
豆
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
士
万
民
の
た

め
に
努
め
る
こ
と
が
、
仏
弟
子
た
る
も
の
に
課
さ
れ
た
基
本
的
に
定

め
ら
れ
た
戒
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
、
一
切

世
間
と
い
う
場
、
国
土
万
民
と
い
う
場
に
属
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
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す
な
わ
ち
、
正
三
の
〃
出
家
〃
は
、
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
恩
関
係

の
中
で
人
間
存
在
と
し
て
こ
の
世
に
身
を
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
我
々
は
、
各
人
が
「
身
を
思
う
一
念
を
滅
ぼ
さ
な
け
れ
ば
」
な
ら

な
い
、
そ
の
た
め
に
は
、
捨
身
の
求
法
・
出
離
の
修
行
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
一
度
は

〃
遁
世
に
よ
る
浄
行
〃
と
い
う
方
向
を
持
つ
が
、
帰
依
三
宝
戒
の
自

覚
に
よ
り
、
む
し
ろ
一
切
世
間
と
い
う
場
に
真
っ
直
ぐ
入
っ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
〃
出
家
（
出
離
修
行
）
〃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

す
な
わ
ち
〃
奉
公
す
な
わ
ち
修
行
（
出
家
）
〃
い
う
出
家
観
に
な
っ
て

い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
出
家
修
行
者
、
仏
弟
子
と
し
て
の
振
る
舞
い
の
基
本
的
な

規
範
で
あ
る
持
戒
持
律
行
は
、
次
の
よ
う
な
戒
律
観
へ
と
収
數
す
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
〃
仏
行
〃
と
は
、
法
界
を
場
と
す
る
過
去
無

量
の
時
空
以
来
の
存
在
す
べ
て
に
平
等
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
相
を
必
ず
異
に
す
る
の
だ
、
と
い
う
七
仏
戒
の

三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
は
戒
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
に

一
切
世
間
と
い
う
場
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
事
以
外
に
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
も
の
が
正
三
の
円
熟
期
の
戒
理
解
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
前
に
論
じ
た
出
家
・
戒
律
観
が
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
て

い
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
正
三
が
実
際
に
受
持
し
て
い
た
出
家
理
解
．
戒
理
解

が
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
正
三
に
と
っ
て

現
実
の
〃
出
家
僧
侶
〃
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
。

正
三
に
お
い
て
は
、
事
実
上
す
で
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

寺
院
に
止
住
し
壇
家
に
法
を
説
き
葬
祭
を
行
う
と
い
う
職
業
的
僧
侶

と
、
寺
領
を
安
堵
さ
れ
て
存
在
す
る
寺
院
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
、

（
犯
）

否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
猟

師
や
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
否
定
し
な
い
の
と
、
同
じ
意
味
で
な

の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
す
で
に
「
仏
弟
子
た
る
と
い
う
天
（
本

覚
真
如
の
一
仏
）
よ
り
与
え
ら
れ
た
役
分
」
を
果
た
し
て
い
な
い
、
現

（
調
）

実
の
寺
院
や
僧
侶
に
対
し
て
は
、
容
赦
な
い
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
正
三
の
意
味
で
の
〃
出
家
〃
を
十
分
に
実
行
し
て
い
な
い

よ
う
な
寺
院
や
僧
侶
は
、
事
実
上
正
三
の
中
で
は
〃
出
家
“
で
も
〃
仏

法
者
〃
で
も
な
く
、
世
俗
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、

自
覚
に
よ
り
、
禁
戒
を
守
る
事
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
常

に
固
定
的
な
戒
相
は
示
さ
れ
ず
「
身
に
相
応
し
た
る
心
づ
か
い
」
に

よ
っ
て
、
「
勇
猛
精
進
の
機
を
修
し
出
す
の
他
な
し
。
」
と
語
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
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、
、
、
、
、
、

当
然
彼
等
も
他
の
世
俗
の
人
々
と
同
様
に
〃
出
家
〃
す
る
こ
と
が
で

、
、

き
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
か
れ
ら
は
、
仏
教
関
係
者
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
人
よ
り
も
〃
仏
法
〃
に
有
縁
の
も
の
で
あ

る
の
だ
か
ら
、
〃
出
家
〃
す
る
必
要
性
も
可
能
性
も
最
も
高
い
と
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
一
切
世
間
を
〃
出
家
〃
さ
せ
る
と
い
う
「
世
法
即

仏
法
」
実
現
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
ま
ず
出
家
を
出
家
さ
せ
よ
う
と

い
う
、
す
な
わ
ち
僧
侶
を
役
人
に
せ
よ
と
い
う
公
儀
へ
の
献
策
が
、

正
三
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ま
た
、
正
三
の
戒
観
は
、
仏
教
的
言
説
と
し
て
歴
史
的

文
化
的
に
付
与
さ
れ
た
指
標
を
引
き
剥
が
し
て
、
〃
仏
法
〃
を
き
わ

め
て
原
初
的
な
姿
に
還
元
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
そ
れ
が
、
達
磨
以
来
の
〃
無
作
の
妙
戒
〃
を
継
承
し
て
い
る

と
し
て
も
、
仏
教
以
外
の
立
場
か
ら
区
別
し
て
仏
法
を
仏
法
た
ら
し

め
る
手
掛
か
り
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
語

ら
れ
る
、
具
体
的
な
言
葉
は
、
個
々
の
事
例
に
則
し
て
の
「
今
、
こ

こ
」
の
ふ
る
ま
い
方
の
心
得
を
示
す
言
説
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
そ

こ
か
ら
、
仏
法
者
と
し
て
の
根
源
的
自
己
批
判
（
戒
）
の
部
分
を
捨

象
し
た
時
、
正
三
の
言
葉
は
、
確
か
に
同
時
代
の
思
想
家
、
禅
者
た

（
鯉
）

ち
に
批
判
き
れ
た
よ
う
な
、
仏
経
祖
語
嗣
法
を
軽
ん
ず
る
外
道
で
あ

る
と
か
、
単
な
る
時
勢
迎
合
の
職
分
論
で
あ
る
よ
う
に
み
な
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
正
三
の
時
代
は
、
古
代
中
世
以
来
の
歴
史
的
背
景
を
持

つ
〃
仏
教
“
諸
宗
派
が
法
を
見
失
い
混
迷
し
た
姿
で
現
前
に
あ
り
、

僧
俗
を
問
わ
ず
人
々
は
、
俗
説
俗
信
を
取
混
ぜ
て
仏
教
を
知
っ
て
い

た
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
在
り
方
の
仏
教
に
愛
想

を
つ
か
し
、
も
っ
と
現
実
的
な
思
想
と
思
わ
れ
る
儒
教
に
転
じ
た

人
々
か
ら
の
批
判
に
き
ら
さ
れ
、
他
方
、
幕
府
か
ら
の
仏
教
教
団
の

統
制
も
な
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
〃
仏
法
〃
を
い
か
に
伝
え
る
か
。
い
か
に

復
興
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
近
世
の
仏
教
者
の
多
く
が

と
っ
た
方
向
は
、
一
つ
に
は
仏
教
者
と
し
て
の
自
ら
の
在
り
方
を
徹

底
し
て
反
省
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
持
律
持
戒
へ
の
関
心
を
深

め
、
あ
る
い
は
教
学
の
復
興
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、

民
衆
の
実
態
に
即
し
て
、
俗
な
言
説
や
三
教
一
致
的
言
説
に
よ
っ
て

仏
教
を
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
正

三
の
と
っ
た
立
場
は
、
教
学
や
宗
門
の
復
興
と
い
う
意
味
を
ど
う
し

、
、
、
、
、
、
、
、

て
も
は
ら
ん
で
し
ま
う
仏
教
復
興
や
仏
教
復
古
で
は
な
く
、
〃
仏
法
〃

興
隆
と
い
う
方
向
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
特
定
の
教
学
や
特

定
の
宗
門
の
立
場
を
離
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
近
世
仏
教
者
た
ち
が
遭

（
妬
）

遇
す
る
仏
教
批
判
に
す
で
に
根
底
か
ら
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
人
倫
を
始
め
す
べ
て
の
こ
の
世
の
事
象
は
仏
法
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
と
。

し
か
し
ま
た
、
こ
の
す
べ
て
の
問
題
を
〃
一
人
一
人
の
内
心
の
清

浄
〃
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
う
よ
う
な
倫
理
論
は
、
そ
の
前
提
と
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し
て
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
支
配
秩
序
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
と
き
、

被
支
配
階
層
を
支
配
体
制
の
中
に
自
発
的
に
従
属
さ
せ
る
原
理
と
し

て
働
い
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
三
が
、
こ

の
〃
役
・
分
〃
論
的
言
説
に
よ
っ
て
仏
法
を
説
い
た
時
代
は
、
人
々

が
、
世
界
の
中
で
の
各
々
の
役
・
分
を
果
た
す
、
と
い
う
考
え
方
が

自
明
で
あ
っ
た
時
代
で
は
な
い
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
支
配
秩
序

が
、
す
で
に
安
定
的
に
存
在
し
て
い
た
時
代
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

古
代
中
世
と
は
違
っ
て
、
一
旦
乱
世
に
お
い
て
、
一
方
的
に
押
し
付

け
ら
れ
る
の
み
で
は
な
い
自
分
た
ち
の
秩
序
の
可
能
性
を
知
り
、
生

産
力
や
技
術
の
発
展
に
お
い
て
現
実
的
な
力
を
持
ち
始
め
た
武
士
以

外
の
人
々
を
、
武
士
階
級
が
武
威
と
新
た
な
秩
序
意
識
に
よ
っ
て
改

め
て
支
配
し
て
い
こ
う
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
に
お

い
て
、
乱
世
に
対
す
る
治
平
の
世
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
、
人
お
よ

び
世
間
を
仏
法
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
い
う
正
三
に
と
っ
て
、
さ
し
あ

た
り
、
世
俗
的
な
関
係
の
上
で
認
知
し
や
す
い
各
々
の
「
職
」
を
「
役
」

と
せ
よ
、
と
い
う
倫
理
論
を
説
く
こ
と
は
、
彼
自
身
の
文
脈
に
と
っ

て
有
効
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
支
配
体
制
が
、
自

明
の
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
状
況
下
で
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と

は
、
正
三
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
「
戒
」
の
性
質
か
ら
し
て
、
お
の

ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
」
『
社
会
史
研
究
』
６
号
（
一

九
八
五
年
）
。
朝
尾
直
弘
「
惣
村
か
ら
町
へ
」
〈
日
本
社
会
史
６
〉

『
社
会
的
諸
集
団
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
。

（
２
）
藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
）

（
３
）
佐
久
間
正
「
徳
川
期
職
分
論
の
特
質
」
『
国
家
と
宗
教
』
（
一
九

九
二
年
、
思
文
閣
出
版
）
参
照
。

（
４
）
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
三
の
「
御
代
官
心

得
条
々
」
第
五
条
や
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
「
諸
士
法
度
」

な
ど
に
見
ら
れ
る
、
「
家
業
」
「
家
職
」
の
精
勤
と
い
う
『
法
規
』
の

登
場
な
ど
に
見
る
、
家
職
観
の
成
熟
の
背
景
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
幕
藩
制
成
立
期
の
支
配
者
側
に
対
す
る
正
三
の
支
持
論

理
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
正
三
自
身
に
と
っ

て
は
、
体
制
秩
序
は
未
だ
自
明
の
も
の
で
も
不
動
の
も
の
で
も
無
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
三
は
、
そ
の
事
の
意
味
を
肌
身
で
知
っ
て

い
る
、
い
わ
ば
戦
中
派
世
代
で
あ
る
。
正
三
の
発
言
の
時
期
の
微
妙

さ
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
鈴
木
正
三
研
究
は
、
す
で
に
世
俗
的
文
脈
す
な
わ
ち
職
分
論
や

幕
藩
制
度
初
期
の
思
想
史
的
文
脈
で
の
評
価
と
、
宗
教
家
（
禅
者
）

と
し
て
の
独
自
性
に
つ
い
て
の
評
価
の
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
多
数
に
の

ぼ
る
が
、
両
者
の
評
価
は
乖
離
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

註＊
鈴
木
正
三
よ
り
の
引
用
は
す
べ
て
鈴
木
鉄
心
校
訂
並
編
『
鈴
木
正

三
道
人
全
集
』
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
八
年
）
よ
り
行
い
、
本

文
中
に
頁
数
の
み
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
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（
６
）
奥
本
武
裕
「
近
世
前
期
の
寺
院
復
興
運
動
ｌ
鈴
木
正
三
を
中
心

と
し
て
ｌ
」
『
龍
谷
史
壇
』
八
七
号
（
一
九
八
六
年
）
、
大
桑
斉
「
鈴

木
正
三
と
仏
教
復
古
運
動
」
『
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
』
（
法
蔵
館
、

一
九
八
九
年
）
な
ど
が
あ
り
、
大
桑
氏
は
妙
心
寺
派
グ
ル
ー
プ
の
山

林
修
行
の
文
脈
で
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
、
ま
た
、
奥
本
氏

は
賢
俊
ら
の
寺
院
復
興
運
動
の
文
脈
で
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
お
ら

れ
る
。

（
７
）
広
瀬
良
好
「
中
世
林
下
の
布
教
活
動
ｌ
曹
洞
禅
の
授
戒
会
に
つ

い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
別
‐
ｌ
』
（
一
九
七
六
年
）
参
照
。

（
８
）
石
田
瑞
麿
『
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』
（
在
家
仏
教

協
会
編
、
一
九
六
三
年
）
参
照
。

（
９
）
例
え
ば
、
当
時
天
台
宗
で
は
、
最
澄
の
『
授
菩
薩
戒
儀
』
は
失

わ
れ
、
そ
の
存
在
さ
え
疑
わ
れ
て
い
た
（
霊
空
「
梵
綱
経
義
疏
集
註
」

『
日
本
大
蔵
経
』
第
十
八
）
。
曹
洞
宗
で
も
道
元
の
「
教
授
戒
文
」
な

ど
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
卍
山
「
禅
戒
訣
」
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

巻
八
二
）
。

（
岨
）
日
本
臨
済
宗
の
授
戒
会
は
、
虎
関
師
練
「
禅
門
授
菩
薩
戒
規
」

（
『
禅
学
体
系
・
戒
法
部
』
）
を
元
に
行
わ
れ
る
。

（
Ⅱ
）
中
村
元
氏
『
近
世
日
本
の
批
判
的
精
神
』
（
春
秋
社
、
一
九
六

五
年
）
、
今
枝
愛
真
氏
『
禅
宗
の
歴
史
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
九
年
）

は
、
曹
洞
宗
と
見
る
立
場
で
あ
る
。
柏
原
祐
泉
氏
「
鈴
木
正
三
の
庶

民
教
化
」
『
近
世
庶
民
仏
教
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
七
一
年
）
は
、

超
宗
派
的
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

（
岨
）
『
行
業
記
』
『
全
集
』
（
五
頁
・
一
五
頁
）
・

（
旧
）
賢
俊
良
永
、
俊
生
明
忍
に
つ
い
て
は
「
律
苑
僧
宝
伝
第
十
五
」

（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
）
に
よ
る
。

（
Ｍ
）
「
偶
々
遁
世
修
行
ノ
身
卜
成
リ
テ
、
四
方
二
周
流
ス
ト
イ
エ
ド
モ
、

真
ノ
知
識
二
縁
無
シ
テ
、
其
功
空
シ
・
」
『
全
集
』
（
三
○
五
頁
）
・

（
旧
）
『
行
業
記
』
『
全
集
』
（
四
～
一
三
頁
）
・

（
肥
）
「
四
民
日
用
」
に
説
く
い
わ
ゆ
る
職
行
生
活
を
修
行
に
す
る
説

法
を
は
じ
め
、
法
要
を
聞
き
に
き
た
人
物
に
「
謡
ヲ
歌
フ
ベ
シ
」

（
二
一
五
頁
）
と
示
す
な
ど
、
ま
さ
に
正
三
の
真
骨
頂
と
す
る
所
で

あ
る
。

（
Ⅳ
）
正
三
の
世
界
即
法
界
と
も
い
う
べ
き
世
界
像
に
つ
い
て
は
、
拙

槁
「
鈴
木
正
三
に
お
け
る
「
天
道
上
『
日
本
思
想
史
学
第
二
十
七
号
』

（
一
九
九
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
肥
）
「
無
相
心
地
戒
」
と
は
、
『
六
柤
壇
経
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
禅
門

の
戒
理
解
の
立
場
で
、
戒
を
受
け
る
と
は
「
自
性
の
無
非
無
乱
無
擬
」

を
徹
見
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
通
常
の
戒
定
慧
の
三
学

を
分
け
な
い
立
場
で
あ
る
。
わ
が
国
の
臨
済
門
に
お
け
る
授
戒
規
も
、

曹
洞
門
の
十
六
条
戒
も
基
本
的
に
は
こ
の
無
相
心
地
戒
の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
る
。

（
旧
）
「
七
仏
略
戒
経
」
（
『
日
本
大
蔵
経
』
戒
律
宗
章
疏
四
）
。

（
別
）
覚
盛
に
つ
い
て
は
「
律
苑
僧
宝
伝
」
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
）

に
よ
る
。

（
別
）
「
此
之
三
種
何
故
名
宝
。
…
此
之
三
種
世
所
尊
重
如
世
珍
奇
。

宝
性
論
中
釈
有
六
義
。
一
希
有
義
：
・
二
離
垢
義
…
三
勢
力
義
…
四
荘

厳
義
…
五
最
勝
義
…
六
不
改
義
・
」
（
「
大
乗
義
章
巻
第
十
」
『
大
正
新

修
大
蔵
経
』
巻
四
四
）
。

（
〃
）
正
三
の
著
し
た
『
麓
草
分
』
と
い
う
出
家
者
む
け
の
修
行
論
に

は
、
「
一
寺
主
可
離
欲
心
事
」
「
檀
那
対
談
事
」
と
い
う
条
項
が
あ
る

（
九
一
～
九
三
頁
）
。

Iﾗ3 鈴木正三の仏法理解



「
日
本
近
年
に
正
三
無
難
と
い
ふ
僧
の
法
語
世
に
出
た
り
。
僧
俗
邪

正
を
弁
し
得
ず
し
て
此
書
を
求
め
ゑ
て
仏
法
の
至
極
と
思
ゑ
る
人
多

し
。
そ
の
徒
弟
の
中
よ
り
、
仏
祖
の
経
録
は
い
ら
ざ
る
事
な
り
。
我

が
師
の
正
三
無
難
の
法
語
よ
く
み
ら
れ
候
へ
と
教
ゆ
る
か
こ
と
し
。

た
れ
人
か
是
を
笑
は
さ
ら
ん
や
。
」
潮
音
道
海
『
推
邪
論
』
十
一
（
山

本
眞
功
「
熊
沢
蕃
山
批
判
の
書
ｌ
『
推
邪
論
』
翻
刻
と
改
題
ｌ
」
玉

川
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
『
論
叢
』
第
二
十
号
、
一
九
九
六
年
）
・

（
妬
）
近
世
初
期
の
仏
教
批
判
の
要
点
は
六
道
輪
廻
・
人
倫
否
定
・
経

世
済
民
論
の
欠
如
な
ど
が
教
理
レ
ベ
ル
で
の
主
な
要
点
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
邪
）
「
今
時
邪
解
避

ダ
テ
仏
法
…
此
外

（
二
五
一
頁
）
を
Ｌ

（
別
）
「
須
知
正
一
二

指
街
』
第
十
八
）
。

「
今
時
邪
解
数

追
記
＊
こ
の
論
文
は
平
成
八
年
度
日
本
思
想
史
学
会
に
お
け
る
研
究

発
表
の
草
槁
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

ヲ
知
ズ
。
向
上
仏
法
、
サ
ビ
仏
法
、
活
達
仏
法
、

仏
法
…
此
外
様
々
ノ
私
シ
仏
法
多
シ
ト
イ
エ
ド
モ
皆
病
也
・
」

芸
頁
）
を
は
じ
め
と
し
て
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

「
須
知
正
三
仁
王
坐
禅
是
邪
法
非
真
禅
・
」
（
無
著
道
忠
『
金
鞭

（
学
習
院
大
学
大
学
院
）
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