
法

然

上

人

の

學

風

小

西

存

黏

一

茲
に
學
風
と
い
ふ
は
、
た
y
漉
ー
ズ
に
、
上
人
の
佛
教
研
究
に
對
す
る
觀
點
な
り
、態
度
な
り
を
引
つ
く
る
め
て
爾
か
稱
し
た
の
で
あ
る
。

觀
點
と
い
く
ば
、
自
分
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
ぴ
と
つ
想
ぴ
起
す
こ
と
が
あ
る
。拶
そ
れ
は
、
確
か
大
正
の
初
頃
の
こ
.と
だ

つ
た
と
思
ふ
が
、

故

權
田
雷
斧
曾
正
が
、
高
野

へ
登
ら
れ
る
途
上
、
是
も
今
は
故
人
と
な
つ
た
三
長
覺
離
君
を
拌
つ
て
、
拙
者
の
寺

で

一
泊
を
ぜ
ら
れ
た
こ
と

が

あ
つ
た
。

當
時
募

の
寺
(
大
阪
城
南
)は
、
勿
論
ま
だ
燒
け
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、
二
間
の
大
床

の

一
方
に
、
木
身
乾
漆
で
高
さ
參
尺
餘
寸
も
あ
る
・

極
め
て
素
朴
な
聖
觀
音
の
お
像
(立像
)
を
壹
躰
据

へ
て
ゐ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

僭
正
が
そ
の
座
敷

へ
這
入
つ
て
こ
ら
れ
る
と
、
い
き
な
り
そ
の
お
像
に
目
を
着
け
ら
れ
、
フ
・
ウ
是
b
や
な
か
く

見
ご
と
な
觀
費
ぢ
や

も

ヘ

ヘ

へ

な
い
か
、
い
つ
た

い
何
ふ
し
た
の
か
ー

と
の
お
蕁
に
、
そ
の
來
歴
な
ど
を
詳
し
く
物
語

つ
た
後
、
時
に
僭
正
こ
の
お
像
は
、
僕
も
こ
れ
で
・

相
當
な
革
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
何

ふ
も
ア
シ
お
目
の
と
こ
ろ
が
、
少
し
く
釣
り
す
ぎ
て
、
聊
か
權
衡
が
採
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
も
思

ぴ
ま
す
が
と
、
お
尋
を
す
る
と
、
僣
正
は
す
か
さ
す
、
そ
り
や
君
、見
方
が
惡

い
ん
だ
よ
、こ
れ
で
是
の
お
像
を
、
適
常
な
壇
上
に
安
置
し
、

「そ
れ
を
下
か
ら
若
干

の
跚
隔
を
置
い
て
眺
め
て
み
る
と
、
決
し
て
目
は
釣
つ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
・
佛
師
は
み
私
郁
b
そ
の
邊

の
こ
と
を

勘
定
に
い
蜘
て゚
製
作
し
て
ゐ
る
ん
だ
ー

と
の
読
明
に
、
成
程
1
と
感
心
し
た
事
が
あ
る
。

法

然

上

人

の

墨

風

一



二

さ
う
い
ふ
風
で
、
物
に
は
何
ん
で
も
觀
點
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
富
士
山
を
見
る
に
し
て
も
、
あ
れ
を
ア
ノ
田
子
の
浦
な
り
、
蘆
ノ
湖

の

湖
胖
な
り
か
ら
眺
め
て
こ
そ
、
そ

こ
に
そ
の
趣
と
い
ふ
も

の
が
出
て
く
る
。
勿
論
そ
れ
も
、
そ
の
時
の
自
的
の
如
何
に
も
由

る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
假
り
に
そ
れ
を
、
飛
行
機
に
で
も
乘

つ
て
、
天
邊
か
ら
見
降
し
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
も

の
で
あ
ら
ふ
。
そ
の
殺
風
景
は
、
改
め
て

云
ふ
を
要
し
な
い
で
あ
ら
ふ
。

ニ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヵ

今
ま
上
入
が
、
何
う

い
ふ
觀
點
か
ら
、
佛
教
を
見

て
ゐ
ら
れ
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は

「
自
分
」
ー

そ
れ
も

あ
り
う
べ
き
自
分
で
は
な

へ

も

ヘ

ヘ

へ

く
て
、
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
1

即
ち
現
實
の
自
分
と
い
ふ
も
の
に
觀
點
を
置
い
て
、
佛
敷
を
觀
て
ゐ
ら
れ

た
。

十
六
門
記
に
よ
る
と
、
承
安
五
年
三
月
、
上
人
が
四
十
三
歳
で
善
導
の
觀
經
疏
の

「
一
心
專
念
」
の
丈
を
發
見
さ
れ
た
當
時
の
光
景
を
述

べ
て
1

歡
喜
の
あ
ま
り

に
聞
人
な
か
り
し
か
ど
も
、
予
が
如
の
下
機
の
行
法
は
、
阿
彌
陀
ほ
と
け
の
法
藏
因
位

の
昔
、
か
ね

て
定
置
る
エ

を
や

と
、
高
聲
に
唱
て
、
感
挽
髓
に
徹
り
、
落
涙
千
行
な
り
き
ー

と
い
ふ
樣

に
申
し
て
ゐ
る
。

同
隊
の
こ
と
は
、
亦
た
親
鸞
上
人
に
を
い
て
も
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
上
人
が
第
十
八
願

の
願
文
に

「
十
方
衆
生
」

と
あ
る
を
、
全
く
自
分

一
人

の
た
め
に
誓
は
れ
た
の
だ
と
觀
ら
れ
た
と
云
ふ
の
も
、
ま
た
同
じ
心
も
ち
か
ら
來

て
ゐ
る
。

宗
義
の
上
で
、
時
機
相
應
と
い
ふ
こ
と
が
八
釜
し
く
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
實

に
こ
の
觀
點
か
ら
く
る
結
果
で
あ
る
。

三

次

に
研
究

の
態
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
づ
第

一
に
そ
の
實
踐
的
な
態
度
を
舉
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

上
人
が
佛
歡
を
判
釋
す
る

カ

テ
ゴ
リ
　

の
に
、
聖
淨
二
門
と
か
難
易
二
道
と
か
漸
頓
二
歡
と
か
い
つ
た
範
疇
に
據
つ
て
ゐ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
能
く
解
か
る
と
思
ふ
。

も

つ
と
も
佛
歡
は
、
印
度
の
學
間
的
な
影
響
を
多
分
に
う
け
て
、
頗
る
哲
學
的
な
色
彩

に
富
ん
で
は
ゐ
る
が
、
併

し
佛
歡
は
、
飽
く
迄
も

宗
歡

で
あ
り
生
活
遒
で
あ
つ
て
哲
學
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
が
、
自
然

に
實
踐
的
に
な

る
の
は
、
寧

ろ
當
然
な
こ
と
で
あ
る



が
、
併
し
、
上
人
の
前
後
に
現
れ
た
多
く
の
租
師
が
、
佛
歡
を
觀
る
の
に
、
佛

の
眞
意
が
那
淺
に
在
つ
た
か
、
又
そ

の
歡
理
が
灘
い
と
か
深

へ

い
と
か
、
1

即
ち
權
實
と
か
偏
圓
と
か

い
つ
た
こ
と
に
重
點
を
置

い
て
、
佛
歡
を
見
て
ゐ
ら
れ
た
こ
と
を
思
合
は
し
て
見

る
と
、
上
人

の

實

踐
意
識
が
、
そ
の
出
發
か
ら
如
何
に
強
烈
で
あ
つ
た
か
と

い
ふ
こ
と
を
想
見
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

ノ
ル
ム

叉
こ
の
實
踐
的
態
度

に
俘
つ
て
、
修

行
の
規
範
を
出
來
う
る
だ
け
簡
單
に
、
而
か
も
内
容

の
豊
富
な
も
の
に
し

た
い
と
い
つ
た
要
求
が
、

自

然
に
涌

い
て
く
る
。
そ
こ
で
上
人
も
、
淨
土

の
行
法
を
三
段

の
篩

に
か
け
て
、
先
づ
第

一
段
に
聖
道
門
を
選
捨

し
、
次
に
雜
行
を
、
次
に

助
業
を
と
漸
次

に
批
剣
に
批
判
を
加

へ
、
斯
く
し
て
最
後
に
殘
つ
た
選
擇
本
願
の
念
佛
を
、
而
か
も

一
筋

に
貫
い
て
往
か
ふ
と

い
ふ
、
謂
は

ゆ

る

一
向
專
念
主
義
を
強
調
せ
ら
れ
た
。

是
は
上
人

の
偏
依
の
師
で
あ
つ
た
善
導
大
師
で
す
ら
實
際

に
は
、
助
正
粂
行
の
態
度
を
採
つ
て
ゐ
ら

れ
た
の
に
對
し
て
、
上
入
が
念
佛
の

一
本
槍
で
、
徹
底
し
た
專
念
主
義
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
特
に
注
意
を
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

四

そ
れ
か
ら
こ
の
專
念
主
義
は
、
そ
の
ま

玉
夫
れ
が
、
わ
が
國
民
の
國
民
性
と
も
合
致
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
ご
と
を
、
最
後
に

一
言

つ
け
加

へ

て
置
き
た
い
と
を
も
ふ
o

由
來
わ
が
國
民
は
、
何
ご
と
に
も
言
擧
げ
す
る
こ
と
を
餘
ま
り
好
ま
な
い
と
い
つ
た
傾
向
を
も
つ
て
ゐ
た
。
是

は
短
歌
、
俳
句
を
始
め
、

そ

の
他
い
ろ
ー

な
事
物
の
上
に
、
そ
の
現
は
れ
を
見
る
こ
と
が
出
來

る
が
且
ら
く
そ
の

一
例
と
し
て
、
わ
が
國

の
丈
字
に
つ
い
て
述
べ
て

見

る
こ

と

に

し
や

う

。

今
日
わ
が
國
で
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
文
字
に
は
、
勿
論
い
ろ
く

な
も

の
が
あ
る
が
、
そ
の
中
、
國
民
性

と
か
民
族
性
と
か

い

つ
た

も

の

を
、
最
も
能
く
表
は
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
な
ん
と
い
つ
て
も
亭
假
名
で
あ
る
と
思
ふ
。

挙
假
名
は
漢
字
か
ら
變
化
し
た
も
の
で
、
漢
字
の
書
體
に
は
楷
書
、
草
書
、
行
書
等
が
あ
る
。
楷
書
は
丈
字

の
約
束
に
從

つ
て
、

一
點

一

,法

然

上

人

の

學

風

三



四

劃
も
苟
も
し
な
い
と

い
ふ
書
体
で
、
謂
は
讐
裃
を
着
け
た
形
で
あ
る
。
そ
れ
が
浴
衣
が
け
と
な
り
、
丹
禪
に
碎
け

た
姿
が
草
行
の
そ
れ
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
更
ら
に

一
段
と
碎
け
て
く
る
と
、
今
の
謂
は
ゆ
る
.不
假
名

と
い
ふ
も
の
に
成

つ
て
く
る
。

世
聞
で
は
、
草
書
行
書
は
楷
書
を
畧
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
樣
に
言

つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
聞
違
つ
て
ゐ
る
。
是
は
畧
し
た
の
で
は
な
く
そ

0
申

へ
込
め
た
の
で
あ
る
。
古
來
、
草
行
を
旨
く
書
か
ふ
と
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
先
づ
楷
書
を
充
分

習
込
む
と
い
ふ
こ
と
が
必

要

だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
實

に
そ
の
理
由
か
ら
來
て
ゐ
る
。

今
ま
上
人
の
念
佛
が
、
亦
た
夫
れ
と
同
樣
で
あ
る
。
そ
れ
で
ヨ
重
の
篩
に
か
け
て
、
本
願
以
外
の
行
法
を
拂
ひ
の
け
た
と
云
ふ
と
、

一
見

口
稱
巳
外
の
餘
行
を
排
斥
し
去
つ
た
か

の
樣
に
も
あ
る
が
、
實
際
は
拂
ひ
の
け
た
の
で
は
な
い
、
そ
の
中

へ
込
め
た

の
で
あ
る
。
夫
れ
ゆ

へ

二
阻
上
人
は
、
そ
の
念
佛
の
意
義
を
、
眞
に
理
解
し
や
う
と
す

る
に
は
、
聖
淨
蓑
學

の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
申
し

て
ゐ

ら
れ
乃
コ
是
は
わ
が
國
の
喰
道
樂
が
、
い
ろ
く

と
御
馳
走
を
食

べ
飽

い
た
後
で
な
い
と
、
眞
に
お
茶
漬
の
旨
さ
を
解
す
る
こ
と
が
出
來
な

い
と
言
つ
で
ゐ
る
の
と
同

一
で
あ
る
。

要
之
、
上
入
の
學
風
は
、
理
論
よ
り
は
實
踐
、
分
析
よ
り
は
綜
合
、
遠
心
よ
り
は
求
心
と
い
つ
た
こ
と
に
な
る
と
思
ふ
が
、
更
ら
に
そ
れ

を

要
約
す

る
と
日
本
的
で
あ
つ
た
と
で
も
言

へ
ば
、
大
体
そ
の
輪
廓
を
捉

へ
る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
。

徇
ほ
上
入
の
學
風
に
つ
い
て
は
、
述

ぶ
べ
き
こ
と
が
無
ヤ
で
も
な

い
が
、
今
は
且
ら
く
こ
の
邊
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。


