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中
國
佛
教
形
成
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に
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け
る
生
活
威
儀

に
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い
て

佐

藤

達

玄

イ
ン
ド
の
戒
律
佛
敏
が
中
國
に
受
容
さ
れ
た
過
程
は
、
梁

・
唐

・
宋

の
三
高
曾
傳
に
よ
つ
て
、

一
鷹
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

れ
ら
の
僧
傳
は
知
名
の
高
僧
を
十
種
に
分
類
し
て
い
る
が
、
各
時
代
を

通
じ
て
最
も
多
い
の
は
義
解
僧
の
活
躍
で
あ
り
、

つ
い
で
習
繹
・感
鷹
・

明
律
僧

の
順
に
な
づ
て
い
る
。
そ
し
て
梁
傳
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ

て
い
な

い
明
律
檜
も
、
唐
傳
か
ら
宋
傳
に
及
ぶ
に
つ
れ
て
急
激
に
増
加

し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
唐
宋
時
代
に
最
も
隆
盛
を
き
わ
め
た
琿
教
團
に

お
い
て
、
戒
律
の
中
國
的
展
開
と
し
て
清
規
を
成

立
せ
し
め

た
こ
と

は
、
佛
教
の
中
國
化
の
路
線
を
強
力
に
推
進
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
佛
敏
が
中
國
に
受
容
さ
れ
た
頃
に
は
、
中
國
で
は
す
で
に
あ

ら
ゆ
る
面
に
わ
た
つ
て
、
高
度
の
文
化
が
榮
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

か
れ
ら
が
外
來
宗
敏
を
受
容
し
た
態
度
は
、
す
べ
て
こ
の
既
成
文
化
を

基
盤
と
し
な
が
ら
撮
取
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
つ
た
か
ら
、
佛
敏

は
お
の
ず
か
ら
中
國
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
い
つ
た
こ
と
は
當
然
で
あ

ろ
う
。

佛
敏
の
浸
透
が
し
だ
い
に
深
ま
つ
た
六
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
民
衆

の
精
神
生
活
ま
で
も
支
配
す
る
ほ
ど
の
強
い
影
響
力
を
持

つ
よ
う
に
な

つ
て
い
た
。
儒
敏
的
敏
養
に
育
ま
れ
た
中
國
の
士
大
夫
た
ち
は
、
萢
泰

や
謝
禮
運
の
よ
う
に

六
経
典
文
本
在
二濟
レ俗
爲
ワ治
。
必
求
二璽
性
眞
奥
↓
山豆
得
レ
不
下
以
二
佛
経
一'

爲
中指
南
上耶
。
(高
僧
傳
巻
七
)

と
い
つ
て
、
儒
學
の
實
用
性
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
現
實
の
政
治
や
経

濟
問
題
か
ら
離
れ
て
、
人
生
の
眞
奥
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
ど

う
し
て
も
佛
教
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
北
魏
の
斐
叔
業
の
ご
と
き
も

命
蓋
之
後
、
勇
二落
髪
髪
輔
被
以
二法
眼
↓
以
二沙
門
禮
一葬
二干
嵩
高
之
陰

(魏
書
巻
七

に
)

と
い
い
、
陳
の
謝
貞
も

氣
絶
之
後
、
若
直
棄
二之
草
野
↓
依
二
僧
家
屍
陀
林
法
↓
是
吾
所
レ
願
。
(陳

書
巻
三
二
)

と
家
人
に
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
朝
時
代

に
な
、
す
で
に
佛
敏
が
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士
大
夫

の
心
の
支
柱
と
な
つ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
だ
が
、
佛
教

が

一
面

に
は
高
遠
な
哲
理
を
読
き
、
他
方
で
は
霊
力
児
術
を
も
つ
て
民

間
に
地
歩
を
築
い
て
い
た
時
に
お
い
て
も
、
佛
教
と
は
何
か
と
い
う
問

に
慮
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
威
儀
即
佛
法
の
實
を
示
す
こ
と
が
、
よ

り
致
果
的
で
あ

つ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

中
國

に
お
け
る
傳
統
的
な
倫
理
観
は
、
禮
敢
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て

お
り
、
禮
を
人
間
行
爲
の
儀
法
と
み
、
,禮
を
守
る
こ
と
が
肚
會
の
基
本

的
道
徳

で
あ
る
と
み
て
い
る
。
詩
経
の
大
雅
既
醇
篇
や
抑
篇

に
よ

れ

ば
、
人
間
の
行
爲
に
は
威
儀
節
度
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
威
儀
は
内
な

る
徳
の
獲
露
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
か
る
威
儀
を
重
覗

す
る
肚
會

へ
進
出
す
る
佛
敬
に
と
つ
て
は
、
法

の
奪
嚴
性
を
強
調
す
る

と
同
時
に
、
中
國
的
倫
理
観
を
尊
重
し
、
併
せ
て
戒
律
の
遵
守
が

に
切

善
行

の
根
本
で
あ
る
と
い
う
、
佛
教
的
倫
理
観
を
打
立
で
る
こ
と
が
必

要
で
あ

つ
た
。

魏
の
嘉
卒
年
間

(
二
四
九
-
二
五
三
)
に
、
中
天
竺
の
曇
何
迦
羅
が
洛

陽
に
き
て
、
戒
本
を
繹
出
し
、
受
戒
せ
し
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
僧

侶
の
日
常
生
活
は
、

有
二衆
僧
一未
レ票
二編
戒
↓
正
以
二勇
落
」殊
レ俗
耳
。
設
復
齋
働
事
法
三祠
祀
℃

(高
僧
傳
巻
一
)

と
い
う
状

態
で
、
全
く
世
俗
と
攣
ら
な
い
生
活
態
度
で
あ
つ
た
。
江
南

地
方
に
お
い
て
も
、
呉
の
赤
烏
十
年

(二
四
七
)
に
康
信
會
が
建
業
に

き
て
、
設
像
行
道
し
て
い
た
と
き
、
呉
國
の
人
び
と
は
始
め
て
沙
門
を

み
、
そ
の
姿
が
奇
異
な
の
で
驚

い
た
と
傳
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状

態
は
、
そ
の
後
も
攣
ら
な
い
よ
う
で
、
道
安
傳

に
よ
る
と
、
時
に
蕃
王

や
居
士
の
奉
佛
者
は
あ
つ
て
も
、

一
般
に
は
ま
だ
信
仰
さ
れ
て
い
な
か

つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
事
實
に
近
か
つ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
高
僧
傳
巻
九
に
よ
る
と
、
漢

代
を
通
じ
て
西
域
人
に
限

つ
て
佛
寺
の
建
立
を
許
し
、
漢
人
の
出
家
を

許
さ
な
か
つ
た
が
た
め
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
律
藏
が
傳
課
さ

れ
た
か
ら
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
が
教
團
の
隅
ず
み
に
ま
で
傳
播
す
る
に

は
、
相
當
な
時
間
も
か
か
る
し
、
實
際

の
運
用

に
當
つ
て
も
、
文
字
の

上
か
ち
だ
け
で
は
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
た
。

そ
れ
ゆ

え
、
敏
團
の
人
び
と
が
戒
律
に
通
じ
る
よ
う
に
な
つ
た
頃
に
は
、
'す
で

に
中
國
揚
自
の
生
活
様
式
が
あ
る
て
い
ど
形
成
さ
れ
て
い
た
、

と
み
な

く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
敢
の
性
格
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る

に
つ
れ
て
、
戒
律
の
解
繹
も
す
こ
ぶ
る
中
國
的

と
な
り
、
世
法
と
佛
法

と
の
融
合
が
巧
み
に
説
か
れ
た
。
す
な
わ
ち

在
家
則
有
二二
親
之
愛
鴫
出
家
則
有
二嚴
師
之
重
℃
(弘
明
集
巻
八
)

と
い
つ
て
、
師
弟
關
係
も
世
俗
の
父
子
の
血
縁
關
係
と
同
じ
で
あ
る
こ

と
を
意
識
せ
し
め
た
。
そ
し
て
孝

の
倫
理
を
振
大
さ
せ
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
師
弟
の
關
係
を
力
説
し
た
。

從
レ今
聴
二和
爾
共
行
弟
子
℃
若
病
慮
レ看
、欲
レ死
慮
レ救
。
若
病
鷹
レ與
二随
病

飲
食
随
病
藥
供
給
℃
(中
略
)
若
和
倫
病
、
弟
子
亦
鷹
レ爾
。
阿
闇
梨
看
二近
佳

弟
子
↓
近
佳
弟
子
看
二阿
闇
梨
一
亦
如
レ是
。
從
レ
今
諸
有
和
尚
阿
闇
梨
看
二共

中
國
佛
教
形
成

期
に
お
け
る
生
活
威
儀

に

つ
い
て

(
佐

藤
)
 

一
○
一
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中
璽
佛
教
形
成
期

に
お
け
る
生
活
威
儀

に

つ
い
て

(
佐

藤
)
 

一
〇
二

住
弟
子
近
佳
弟
子
↓
養
畜
如
レ見
想
。
共
佳
弟
子
近
佳
弟
子
看
二
和
倫
阿
闇

梨
一如
レ父
想
。
(+
諦
律
巻
二
一
)

ま
た
求
那
蹟
摩
繹
の

「
沙
彌
威
儀
」
に
お
い
て
は
、
弟
子
は
師
に
封

し
て
、
早
朝
よ
り
日
暮
に
至
る
ま
で
鰍
身
的
に
奉
仕
す
べ
き
義
務
が
あ

る
と
し
て
、
十
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
生
活
必
需
品

の

取
扱

い
や
、
飯
時
の
作
法
、
炊
事
、

入
浴
の
心
得
に
至
る
ま
で
、
實
に

詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

で
は
こ
の
よ
う
に
、
意
識
的
に
種

々
の
倫
理
規
定
や
行
持
軌
範
を
設

け
て
、
如
法
な
生
活
威
儀
を
形
成
し
よ
う

と
し
た
五
世
紀
の
初
期
か

ら
、
中
期
に
か
け
て
の
佛
敢
界
の
實
状
は
ど
う
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。

こ

れ
に
つ
い
て

「
魏
書
繹
老
志
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
傳
え
て
い
る
。

延
興
二
年

(
四
七
二
)
の
頃
、

一
部
の
僧
侶
が
悪
者
,と
通
じ
て
村
落

を
横
行
し
、
民
心
を
不
安
に
陥
れ
た
の
で
、
民
間
で
は
自
警
團
を
組
織

し
て
警
戒

に
當
つ
た
。
二
百
萬
に
も
達
し
よ
う
と
す
る
僧
尼
が
止
佳
し

た
寺
院
は
、
三
萬
有
鯨
も
あ
り
、
そ
れ
が
城
邑
の
内
、
あ
る
い
は
肉
屋

の
並
ぶ
市
場
の
中
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
寺
院
の
周
園
で

は
、
梵
唄

の
聲
と
、
屠
殺
の
昔
と
が
響
き
わ
た
る
と
い
う
有
様
で
、
修
行

の
地
と
し

て
は
不
適
當
で
あ

つ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
こ
に

止
佳
し
た

の
は
、
,僧
尼
た
ち
が
利
潤
を
追
求
し
た
の
が
原
因
を
な
し
て

い
た
。
こ

の
と
き
、
菩
提
達
磨
が
洛
陽
で
欄
定
實
践
の
新
風
を
學
揚
し

て
、
修
行
上
に
新
生
命
を
開
い
た
が
、
自
己
の
榮
達
の
み
を
願

つ
て
い
た

侶
尼
た
ち
は
、
苦
難
な
實
践
行
を
敬
遠
し
て
、
都
市
佛
敏
圏

へ
と
奔

つ

た
。

こ
の
た
め
僧
侶
の
破
戒
的
行
爲
は
激
増
す

る

一
方
で
あ
つ
た
。
そ

こ
で
大
和
十
七
年

(
四
九
三
)
、孝
文
帝
は
詔
し
て
、
沙
門
都
統
の
僧
顯

を
し
て
僧
制
四
十
七
條
を
制
定
さ
せ
た
。
宣
武
帝
も
永
季
元
年

(
五
〇

八
)
に
、
殺
人
以
上
の
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
世
俗
の
法
律

で
腱
断
す

る
が
、

そ
の
他
の
犯
罪
は
佛
教
の
律
、
あ
る
い
は
僧
團
の
規
制
に
よ
つ

て
庭
理
さ
せ
た
。

こ
の

一
例
に
よ
つ
て
も
分
る
よ
う
に
、
佛
敏
の
戒
律

以
外
に
、
僑
團
濁
自
の
規
制
が
あ
つ
て
、
戒
律

と
季
行
し
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

で
は
、
當
時
の
僧
尼
た
ち
は
、

に
髄
ど
の
よ
う
な
日
々
を
迭
つ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
永
季
二
年

(五
〇
九
)
沙
門
統
恵
深
が
上
言
し
た
内
容

か
ら
大
勢
を
察
す
る
と
、
日
律
制
を
犯
し
て
八
不
浄
物
を
蓄
積

口
三

寳
物
の
名
で
私
財
を
貸
出
し
て
利
を
計
る

日
世
俗
の
喪
服
の
儀
禮
に

從
う

四
寺
に
止
佳
せ
ず
に
民
間
に
遊
止
す

㈲
俗
人
の
た
め
に
使
役

さ
れ
る
な
ど
で
、
出
家
と
は
名
の
み
で
、
ま
さ
に
世
俗
生
活
の
延
長
で

あ
つ
た
。
し
か
し
善
良
な
僧
尼
た
ち
に
は
、
帝
室
や
外
護
者
た
ち
が
援

助
を
與
え
て
い
る
し
、
教
團
の
指
導
者
た
ち
も
、
み
ず
か
ら
の
手

で
僧

團
を
規
制
し
て
、
僧
尼
の
自
毘
を
う
な
が
し
た
。
そ
し
て
そ
の
具
ハ髄
化

の
姿
は
、
道
安
の
率
い
た
教
團
に
現
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
H
行
香

定
座
上
講
経
上
講
之
法

口
常
日
六
時
行
道
飲
食
唱
時
法

国
布
薩
差

使
悔
過
等
法
な
ど
の
僧
尼
の
軌
範
、
佛
法
の
憲
章
三
例
を
定
め
た
9
ま

た
慮
山
の
慧
遠
が
率
い
た
道
俗
の
信
仰
團
髄
も
、
「法
肚
」
を
結
成

し

て
種
々
の
節
度

(
日
常
行
歌
の
軌
範
)
を
制
定
し
、
嚴
格
な
戒
律
生
活
を
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行
つ
て

い
た
。
出
三
藏
記
集
巻
四
は
、
「法
杜
経
」

一
巻
が
あ

つ
た

こ

と
を
傳

え
て
い
る
が
、
「法
肚
」
の
存
在
は
、
道
俗
に
戒
律
を
普
及
徹
底

さ
せ
る
上
に
、
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
績
高
僧
傳
巻
三
〇
に
よ
れ
ば
、
北
齊
の
道
紀
が
郷
都
近
郊
に
お

い
て

「法
肚
齋
」
を
行
つ
た
よ
う
に
、
奉
佛
團
髄
や
寺
院
な
ど
で
、
道

俗
の
團
結
と
信
仰
心
を
強
固
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば

一向

が

飲
食
を
共
に
し
て
》
親
睦
を
計
る
齋
會
が
催
さ
れ
た
。

こ
の
行
事
は
、

中
國
在
來
の
慣
習
で
あ
つ
た
ら
し
く
、

周
禮
大
宗
伯
職
や
坊
記
篇
に
よ

る
と
、

飲
食
の
禮
を
も

つ
て
宗
族
兄
弟
を
聚
め
、
親
睦
を
計
つ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
佛
敏
徒
が
行

つ
た
齋
會
も
、
お
そ
ら
く
こ

の
慣
習
を
探
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
中
國
で
は
、
古
來
か
ら

地
方
自
治
匿
域
に

「
肚
」
を
建
て
て
、
民
族
的
行
事
と
し
て
肚
祭
を
行

な
い
、
親
睦
の
た
め
に

「
杜
會
」
を
つ
く
つ
て
地
方
自
治
の
實
を
あ
げ

て
い
る
が
、

こ
の

「
肚
會
」
が
宗
教
結
肚
で
あ
る

「法
肚
」

へ
と
、
次

第
に
獲
展
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

晋
の
郡
嘉
賓

の

「奉
法
要
」
(
弘
明
集
巻
=
三
)
に
は
、
持
齋

の
方
法

を
具
ハ髄
的
に
の
べ
て
い
る
が
、
當
時
も
つ
と
も
盛
大
に
行
わ
れ
た
齋
會

と
し
て
は
、

一
日

一
夜
を
限

つ
て
八
齋
戒
を
守
る
八
關
齋
會
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
天
毫
大
師
も
修
道
を
怠
る
者
の
た
め
に
、
威
儀
を

正
す
い
み
か
ら

「立
制
法
十
條
」
(國
清
百
録
)
を
定
め
て
、
衣
食
佳
を

中
心
と
し
た
生
活
規
定
を
設
け
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
個
人
の
所
有
物

と
し
て
は
三
衣
六
物
で
あ
る
こ
と
や
、
食
器

の
制
限
、
食
事

中

の
心

得
、

そ
の
ほ
か
生
飯
を
六
道
に
施
し
た
後
に
食

事
す
る
な
ど
、
精
紳
面

に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
黙
を

さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
た
め

に

「
観
心
食
法
」

一
巻
を
撰
述
し
て
、
法
食

卒
等
な
る
こ
と
を
圭
張
し

た
。
道
宣
も
ま
た

「食
須
観
門
五
別
」
と
い
つ
て
、
五
観
の
法
を
の
べ

て
い
る
が
、
不
耕
を
原
則
と
す
る
侶
侶
に
と

つ
て
は
、
食
生
活

の
問
題

は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
つ
た
。
道
宣
は
さ
ら
に
中
國
的
な
生
活
様
式
に

適
す
る
規
定
と
し
て
、
戒
律
に
基
づ
い
て

「
敏
誠
律
儀
」
を
撰
述
し
、

寺
院
に
お
け
る
集
團
生
活
、
私
生
活
に
關
す
る
禮
儀
作
法
や
心
得
を
二

三
項
目
、
四
四
六
條
に
わ
た
つ
て
詳
述
し
た
。

こ
れ
ら
の
心
得
は
、
,二

五
〇
戒
に
も
れ
た
細
か
な
日
常
生
活
の
心
得

で
あ
つ
て
、
秦
代
に
課
出

さ
れ
た
と
い
う

「
大
比
丘
三
千
威
儀
」
二
巻
を
参
照
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
っ
そ
し
て
こ
の
四
四
六
條
の
中
に
は
、

儒
敏
道
徳
が
濃
厚
に
現
わ

れ
て
い
て
、
上
下
の
縦
の
禮
儀
が
強
調
さ
れ

て
い
る
鮎
な
ど
、

い
ち
じ
、

る
し
く
申
國
的
な
色
彩
が
張
い
こ
＼と
が
目
に

つ
く
。

ま
た
、
勢
働
力
の
常
に
不
足
し
て
い
る
中
國
に
お
い
て
は
、
出
家
者

の
不
耕
の
立
場
は
必
然
的
に
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
こ
の
貼
こ

そ
、
中
國
佛
敏
界
が
解
決
す
べ
き
重
大
な
問
題

で
あ
つ
て
、
佛
教
傳
來

い
ら
い
、
僧
尼
の
乞
食
中
心
の
生
活
様
式
に
は
強
い
抵
抗
が
あ

つ
た
。

僧
團
の
指
導
者
た
ち
も
こ
の
鮎
に
留
意
し
、
沙
彌
を
し
て
農
耕
に
從
事

さ
せ
た
こ
と
が
、
道
安

(
一一=

二

三
八
五
)
や
法
顯

(三
三
九
-
四
二

〇
)

の
傳
に
よ

つ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
天
和

二
年

(五
六
七
)
、
衛
元

嵩
が
武
帝
に
上
奏
し
た
佛
敏
改
革

の
意

見
十

五
條

(魔
弘
明
集
巻
七
)

仲
咽
佛
教

形
成

期
に
お
け
る
生
活
威
横

に
つ
い
て

(
佐

藤
勺

に
〇

三
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中
瞬
佛
教
形
成
期

に
か
け
る
生
浩
威
儀

に
つ
い
て

(
佐

藤
)
 

一
〇
四

の
中
に
も
、
沙
門
の
猫
身
を
否
定
し
て
、
家
庭
生
活
を
螢
ん
で
治
生
産

業
に
鋤

み
、
僧
俗
を

一
髄
と
し
た
融
通
性
の
あ
る
大
乗
戒
を
實
践
す
べ

き
こ
と
を
圭
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
爲
政
者
や
杜
會
大
衆
の
佛
教
批

到
に
封
し
て
、
教
團
の
内
部
構
造
も
徐
々
に
イ
ン
ド
的
な
も
の
か
ら
、

中
國
的
な
も
の
へ
と
攣
貌
し
て
い
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
肚
會
的
に
は
當

時
は
ま
だ
商
業
経
濟
が
未
獲
達
な
時
代
で
あ
り
、
大
地
圭
の
支
配
の
も

と
に
祉
會
全
般
が
自
給
自
足
の
生
活
を
行

つ
て
い
た
時
で
も
あ
つ
た
。

僧
傳
に
よ
る
と
、
輝
門
の
四
租
道
信

(
五
八
○
-
六
五

一
)
は
、
五
百
蝕

人
の
弟
子
と
共
に
、
三
干
蝕
年
間
も
讐
峯
山
に
定
佳
し
た
と
い
う
が
、

五
百
人
も
の
食
糧
が
信
施
や
行
乞
の
み
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と

は
思
え
な
い
し
、
官
給
も
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
必
然
的
に
自
活
の
道
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
信
の
印
可
を
受
け
た
牛
頭

法
融

(
五
九

四

六
五
七
)
の
傳
や
、

六
祀
慧
能

(六
三
八
-
七
=
三
)
の
傳
を
み
て

も
、
自
ら
肉
髄
螢
働
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
肉
髄
勢
働
に
服
し
な
が
ら
も
、
佛
租
の
行
履
を
髄
得
し

よ
う
と
す
る
輝
門
の
徒
に
と
つ
て
は
、
自
己
の
立
場
を
肯
定
す
る
あ
ら

た
な
修
行
観
を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
つ
た
。
大
勢

の
者
が
共
同

生
活
を
行
え
ぱ
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
僧
團

の
規
則
を
制
定

す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
輝
門
の
清
規
も
こ
う
し
た
集
團
生
活
の
中

に
自
然
と
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
頭
希
遷

(
七
〇
〇

七
九
)

下
の
弟
子
の
傳
に
は
、
叢
林
の
基
本
的
な
建
物

で
あ

る
佛

殿

・
信
堂

・
法
堂
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
事
實
を
傳
え
て
い
る
。
そ
し

で
そ
こ
で
は
指
導
…階
級
で
あ
る
典
座

・
園
頭

・
飯
頭
な
ど
の
知
事
や
頭

首
が
い
て
、
か
れ
ら
の
運
螢
に
よ
つ
て
大
衆

一
同
が
秩
序
あ
る
叢
林
生

活
を
螢
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ゆ
え

に
百
丈
懐
海

(七
四
九
i

八
一
四
)
が
清
規
を
制
定
す
る
以
前
に
、
す
で
に
虞
々
の
叢
林

に
は
種

々
の
役
職
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
修
行
上
の
基
本
的
な
諸
規
則
が
制
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
百
丈
が
集
大
成
し
て

「
百
丈
清
規
」

を
撰
述
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
百
丈
の
清
規
制
定

の
圭
旨
に
も

吾
於
二大
小
乗
中
↓
博
約
折
中
設
レ規
務
編
二於
善
一焉
。
乃
創
レ
意
不
レ
循
二
律

制
絢
 (宋
高
僧
傳
巻

に
○
)

と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
大
小
乗
の
戒
律
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
「創

意
」
工
夫
し
て
民
族
的
慣
習
や
生
活
様
式
を
探
用
し
よ
う
と
し
た
意
圖

が
あ
つ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
百
丈
の
死
後
、
弟
子
た
ち
が
五
件
を

決
議
し
た
中
に
も
-

毫
外
及
諸
慮
不
レ得
レ
置
二荘
園
田
地
℃
佳
山
徒
衆
不
レ得
三内
外
私
置
二鏡
穀

(勅
修
百
丈
清
規
巻
八
)

と
い
う

一
文
が
あ
る
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
荘
園
牧
入
に
頼
ら
ず
に
、

集
團
生
活
を
し
て
い
る
各
自
が
、
勤
勢
の
騨
さ
を
自
毘
し
て
、
修
行
に

精
進
し
よ
う
と
し
た
堅
い
決
意
が
示
さ
れ
て
お
り
、
中
國
佛
教
史
を
理

解
す
る
上
に
も
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

(昭
和
三
十
八
年
度
文
部
省
科
學
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
)
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