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序
本
稿
は
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
〜
一
九
六
六
年
）
の
「
日
本
的
霊

性
」
の
概
念
を
彼
の
浄
土
教
解
釈
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
大
拙
は
日
本
に
お
い
て
普
遍
的
宗
教
意
識
た
る
「
霊
性
」
が
初
め

て
顕
わ
に
な
っ
た
時
代
と
し
て
鎌
倉
時
代
を
名
指
し
、
禅
と
浄
土
系
思

想
を
そ
の
顕
現
し
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
。
実
際
に
「
日
本
的
霊

性
」
が
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
三
つ
著
作
、
す
な
わ
ち
『
日
本
的

霊
性
』（
一
九
四
四
年
）、『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』（
一
九
四
六
年
）、

『
日
本
の
霊
性
化
』（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
は
、
法
然
（
一
一
三
三

〜
一
二
一
二
年
）
や
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
年
）
と
い
っ
た
念

仏
者
た
ち
の
思
想
が
「
日
本
的
霊
性
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
む

し
ろ
こ
れ
ら
の
著
作
群
（
霊
性
三
部
作
）
で
は
、
禅
よ
り
も
浄
土
系
思

想
を
中
心
に
し
て
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
そ
れ
ら
の
著
作
で
、
我
々
の
日
常
の
生
が
、
知
性
も
し
く
は
分

別
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
生
の
あ
り

方
が
「
霊
性
」
に
よ
る
も
の
へ
、
す
な
わ
ち
宗
教
に
よ
る
も
の
へ
と
変

わ
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
「
霊
性
」
と
は
端
的
に
次
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

 

た
だ
宗
教
に
つ
い
て
は
ど
う
し
て
も
霊
性
と
で
も
云
ふ
べ
き
は
た
4

4

ら
き
4

4

が
出
て
来
な
い
と
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
霊
性
に
目
覚

め
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
宗
教
が
わ
か
る
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
二
二
頁
（
１
）
）

こ
こ
か
ら
彼
に
と
っ
て
の
「
霊
性
」
が
何
ら
か
の
実
体
で
は
な
く
、
常

に
知
性
や
分
別
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
と
不
可
分
に
動
く
「
は
た
ら
き
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
彼
自
身
が
言

及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
概
念
に
は
説
明
さ
れ
ず

に
残
っ
て
い
る
、
あ
る
構
造
が
背
後
に
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
日
本
的
霊
性
」
概
念
の
諸
側
面

―
 

浄
土
教
解
釈
を
め
ぐ
っ
て ―

蓮　

沼　

直　

應
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本
稿
で
は
、
大
拙
の
浄
土
教
解
釈
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
よ
う
な
「
日

本
的
霊
性
」
の
諸
側
面
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
絶
対
の
念
仏

上
述
の
問
題
に
迫
る
手
段
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
法
然
や
親
鸞
の
思

想
に
対
す
る
大
拙
の
解
釈
か
ら
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
大
拙

は
議
論
の
前
提
と
し
て
法
然
と
親
鸞
を
一
人
格
と
し
て
み
な
す
と
宣
言

す
る
。
通
常
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
な

立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
拙
の
目
的
が
法
然
と
親
鸞
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
を
闡
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
霊
性
の
あ
り
か
を
探
る
点
に
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
彼
は
便
宜
的
に
こ
の
よ
う
な
設
定
を
な
す
の
で

あ
る
。

で
は
彼
は
「
日
本
的
霊
性
」
と
念
仏
者
の
思
想
と
を
ど
の
よ
う
な
関

係
と
み
な
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
法
然
の
専
修
念
仏
に
つ
い
て
、
彼

は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　

 

そ
れ
は
分
別
識
上
で
の
念
仏
で
な
く
、
無
分
別
智
の
中
か
ら
出
る

念
仏
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
霊
性
的
直
覚
か
ら
自
然
に
溢
れ
出
る

念
仏
で
な
い
と
、「
常
に
4

4

心
を
か
く
る
」
こ
と
が
出
来
ぬ
。
又
一4

す
ぢ
に

4

4

4

専
修
念
仏
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。「
念
仏
の
行
は
も
と
よ

り
行
住
坐
臥
時
処
諸
縁
を
き
ら
は
ず
」〔
勅
修
御
伝
〕
と
説
か
れ

得
る
の
は
、
分
別
の
計
ひ
の
中
か
ら
は
出
て
来
な
い
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
四
四
頁
）

彼
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
は
、「
日
本
的
霊
性
」
が
分
別
を
こ

え
た
「
霊
性
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
念
仏
を

唱
え
る
際
に
、「
何
か
の
た
め
」
と
い
っ
た
目
的
も
し
く
は
原
因
を
念

頭
に
お
い
た
心
の
あ
り
方
は
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
も
語
る
。

　

 

浄
土
宗
思
想
は
浄
土
往
生
を
中
心
と
す
る
と
云
つ
て
も
よ
い
が
、

信
者
達
は
そ
の
浄
土
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
余
り
多
く
を
語
ら

ぬ
。
経
文
の
描
写
又
は
叙
述
に
ま
か
せ
て
居
る
。
こ
れ
は
当
然
問

題
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
不
思
議
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
。
往
生
だ
け
が
や
か
ま
し
く

4

4

4

4

4

云
は
れ
る
。
而
し
て
そ
の
往
生
の

た
め
に
「
念
仏
の
み
ぞ
誠
な
り
け
る
」
と
強
調
せ
ら
れ
る
。
浄
土

な
る
も
の
が
、
は
つ
き
り
と

4

4

4

4

4

受
け
取
ら
れ
ず
、
そ
こ
へ
の
往
生

と
、
そ
の
た
め
に
絶
対
必
須
の
念
仏
だ
け
が
、
物
々
し
く
囃
し
立

て
ら
れ
る
。 

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
四
六
頁
）

浄
土
教
に
お
い
て
、「
浄
土
」
や
「
往
生
」
そ
し
て
「
念
仏
」
と
い
う
様
々

な
術
語
が
語
ら
れ
る
が
、
彼
は
「
浄
土
」
で
も
、「
往
生
」
で
も
な
く
、「
念

仏
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
当
然
の
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こ
と
な
が
ら
、
念
仏
者
が
あ
く
ま
で
も
浄
土
往
生
を
目
指
し
て
称
名
す

る
者
で
あ
る
以
上
、「
浄
土
」
や
「
往
生
」
と
い
う
考
え
は
決
し
て
軽

視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。「
浄
土
へ
の
往
生
」
を
信
じ
る
か
ら

こ
そ
、
彼
ら
は
「
念
仏
」
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
大
拙
の
論
に
お
い
て
は
、「
浄
土
往
生
を
目
指
す
」
と
い
う
念
仏
者

の
基
本
的
な
前
提
そ
の
も
の
が
非
常
に
軽
い
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
非
常
に
明
快
に
断
言
し
て
い
る
。

　

 

浄
土
系
思
想
の
中
心
は
念
仏
で
あ
つ
て
極
楽
往
生
で
は
な
い
。
念

仏
が
方
法
で
、
往
生
が
窮
極
の
や
う
に
、
浄
土
信
者
は
何
れ
も
思

つ
て
居
る
が
、
念
仏
な
し
の
往
生
は
な
い
の
で
あ
る
。
念
仏
↓
往

生
と
つ
づ
き
、
往
生
↓
念
仏
と
つ
づ
く
と
す
れ
ば
、
念
仏
即
往
生

で
、
往
生
即
念
仏
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
此
世
と
彼
世
を
対
照
さ
せ

る
意
識
の
上
で
、
念
仏
か
ら
往
生
へ
う
つ
る
や
う
に
云
ひ
な
す

が
、
そ
れ
は
分
別
上
の
計
ひ
の
は
な
し
で
あ
る
。
念
仏
の
外
に
往

生
が
あ
る
も
の
な
ら
、
念
仏
の
外
に
ま
た
往
生
の
途
が
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
念
仏
し
て
往
生
す
る
と
す
れ
ば
、
念
仏
の
と
こ
ろ
に
、

極
楽
あ
り
、
往
生
あ
り
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
念
仏
三

昧
の
生
活
で
あ
る
。
念
仏
し
つ
つ
往
生
を
考
へ
て
居
て
は
、
そ
の

念
仏
は
純
粋
性
を
も
た
ぬ
、
絶
対
の
念
仏
で
は
な
い
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
四
一
頁
）

こ
の
こ
と
か
ら
彼
の
念
仏
を
め
ぐ
る
思
索
が
非
常
に
固
有
性
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
普
通
な
ら
「
浄
土

往
生
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
目
指
す
か
ら
こ
そ
、
念
仏
者
は
称
名
を
繰
り

返
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
拙
は
そ
の
よ
う
な
浄
土
往
生
と
い
う
目
的

を
念
頭
に
お
き
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
因
と
し
て
の
念
仏
を
否
定

し
て
い
る
。
大
拙
は
そ
の
よ
う
な
因
と
し
て
の
念
仏
と
区
別
し
て
「
絶

対
の
念
仏
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
発
想
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
が
語
る
「
日
本
的
霊
性
」
の
構
造

で
あ
る
。
彼
は
「
知
性
」
す
な
わ
ち
「
分
別
」
で
は
な
く
「
無
分
別

智
」
こ
そ
が
真
の
宗
教
意
識
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
念
仏

に
よ
っ
て
往
生
し
て
極
楽
に
到
る
」
と
い
う
前
後
関
係
を
排
し
て
、「
念

仏
の
と
こ
ろ
に
極
楽
、
往
生
あ
り
」
と
い
う
い
わ
ば
三
者
が
念
仏
に
お

い
て
一
体
と
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
「
無
分
別
智
」
の
念
仏
が
実
現
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
に
お
い
て
極
楽
と
往
生
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
分
別
的
な
観
点
に
依
拠
し
た
認
識
か
ら

の
脱
却
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
法
然
の
専
修

念
仏
に
お
い
て
、
一
切
の
分
別
的
側
面
を
排
し
た
霊
性
的
自
覚
と
し
て

の
絶
対
の
念
仏
が
、
教
説
の
中
心
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ

と
は
、
確
か
に
納
得
の
い
く
説
明
で
あ
る
。
た
だ
、
大
拙
は
浄
土
系
思

想
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
際
に
「
法
然
と
親
鸞
と
を
同
一
の
人
格
と

し
て
み
る
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
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こ
の
霊
性
的
自
覚
と
し
て
の
絶
対
の
念
仏
は
親
鸞
に
対
し
て
も
妥
当
す

る
説
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
の
思
想
は
一
般
に
「
信

心
為
本
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
い
て
は
「
信
」
そ
の
も
の

が
い
わ
ば
「
絶
対
他
力
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
中
心
的
な
事
柄
と
し

て
設
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
先
に
示
さ
れ
た「
絶
対
の
念
仏
」

を
語
る
大
拙
に
お
い
て
、
親
鸞
の
「
信
」
が
い
か
な
る
位
置
づ
け
に
な

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

二
、
他
力
の
信
心

前
節
で
大
拙
の
信
心
観
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
自
身

は
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

 

信
心
を
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
此
主
に
な
る
こ
と
が
弥
陀
を
た
の
む
の
義
で
あ

る
。
普
通
の
考
へ
方
で
見
る
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
こ

と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
即
ち
自
分
と
南
無
阿
弥
陀
仏
と
が
二
つ
も
の
で
あ
つ
て
は
な

ら
ぬ
。
二
つ
に
な
つ
て
居
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
が
主
で
、
他
は
従
と

な
る
で
あ
ら
う
。
自
分
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
こ
と
は
、
自
分

が
自
分
の
主
人
公
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
六
三
頁
）

こ
こ
か
ら
大
拙
に
お
け
る
信
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
私

が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
、
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
「
唱
え
る

私
」
と
「
唱
え
ら
れ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
二
者
が
明
確
に
分
断

さ
れ
て
い
る
。
念
仏
者
自
身
が
「
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
」
と

い
う
意
識
の
上
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
真
の
念
仏
と
は
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
分
別
を
排
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ

と
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
分
別
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
真
の
念
仏

は
法
然
の
「
源
空
が
目
に
は
、
三
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
、
五
念
も
南
無

阿
弥
陀
仏
、
四
修
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
」
と
い
う
一
句
に
お
い
て
、

浄
土
教
学
の
伝
統
的
概
念
に
よ
る
思
惟
を
積
極
的
に
退
け
る
も
の
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
大
拙
は
い
う
（
２
）
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
分
別

智
を
否
定
し
た
無
分
別
智
と
は
、
単
に
分
別
を
排
し
た
だ
け
の
「
無
分

別
」
で
は
な
い
。
確
か
に
無
分
別
に
よ
っ
て
分
別
は
否
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
無
分
別
が
再
び
分
別
に
お
い
て
は
た
ら
き
出
す
点
に
、
大
拙

は
「
霊
性
」
の
「
は
た
ら
き
」
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
無
分

別
智
と
は
「
無
分
別
の
分
別
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法

然
は
た
だ
盲
目
的
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
の
み
唱
え
た
の
で
な
く
、

あ
く
ま
で
も
分
別
に
は
た
ら
き
だ
す
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
主
と
な
っ

て
い
た
と
大
拙
は
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
拙
は
そ
の
よ
う
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
こ
と
が
霊
性
的
自

覚
の
目
覚
め
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
信
が
確
立
す
る
の
だ
と
断
言
し
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て
い
る
。
霊
性
的
自
覚
に
お
い
て
は
、
救
う
弥
陀
と
救
わ
れ
る
衆
生
は

二
者
た
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
し
た
通
り
、
霊
性
的
自
覚
が

分
別
を
超
え
た
無
分
別
智
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
念
仏
者
の
認
識
に
お
い
て
、
弥
陀
と
念
仏
者
が
別
々
の
存
在
と
し

て
分
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
分
別
智
の
域
を
脱
し
な
い
。
逆
に

言
え
ば
、
無
分
別
智
に
到
っ
た
念
仏
者
に
お
い
て
は
、
も
は
や
弥
陀
と

念
仏
者
自
身
は
二
者
と
し
て
「
想
定
」
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
「
記

述
」
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
念
仏
者
に
と
っ
て
は
、
弥
陀
と
念
仏
者
自

身
は
、
も
は
や
「
私
」
や
「
弥
陀
」
と
い
う
名
前
す
ら
も
な
い
よ
う
な

「
一
」
で
あ
り
、
そ
の
「
一
つ
が
一
つ
と
自
覚
す
る
の
が
信
」
で
あ
る

と
大
拙
は
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
念
仏
者
自
身
と
も
は
や
不
可
分
の
存
在
と
し
て
経
験
さ
れ
る

弥
陀
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
弥
陀
が
経
験
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

弥
陀
は
も
は
や
超
越
的
な
存
在
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
大
拙
の
言

葉
の
中
で
「
事
実
上
の
経
験
か
ら
言
う
と
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
弥

陀
は
念
仏
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
あ
り
あ
り
と
経
験
さ
れ
た
「
事
実
」

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
拙
の「
信
」は
、
我
々
が
日
常
的
に
考
え
る「
信
」と
は
、

大
き
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
的

に
「
信
」
と
は
「
何
か
」
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然

的
に
信
じ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
二
者
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
明
白
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
親
鸞
自
身
の
言
説
に
も
妥
当

し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、『
歎
異
抄
』
第
一
条
で
「
本
願
を
信
ぜ
ん
に

は
（
３
）
」
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
願
と
念
仏
者
は
二
者
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
。
も
し
大
拙
が
親
鸞
の
思
想
を
解
釈
し
て
、
先
の
よ
う
な

霊
性
的
自
覚
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
「
信
」
を
語
っ
た
と
す
れ

ば
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
の
記
述
を
は
じ
め
と
し
て
、「
本
願
を
信
じ
る
」

と
い
う
親
鸞
思
想
の
土
台
部
分
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題

を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
大
拙
の
次
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

　

 

信
を
得
て
後
は
仏
恩
報
謝
の
念
仏
を
申
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
た
だ
有
り
難
い
と
か
、
尊
い
と
か
云
ふ
こ
と
が
、
仏
恩
を

思
ふ
こ
と
で
な
く
て
、
信
の
う
へ
は
自
ら
念
仏
が
申
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
恩
の
称
名
だ
と
云
ふ
の
で
あ

る
。
果
し
て
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
仏
恩
を
感
ず
る
は
、
信
後
自
然

の
発
露
で
、
そ
の
発
露
形
式
が
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
。
念
仏
は
外
か
ら
強
ひ
る
べ
き
で
な
く
て
自
ら
出
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
仏
恩
を
有
り
が
た
く
尊
く
思
ふ
か
ら
と
云
ふ
意
識
も
な

に
も
な
し
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
名
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
、
獲
信
の
当
体
が
あ
る
。

　
　
　
　
（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
六
四
頁
）
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こ
こ
で
明
確
に
、
信
後
の
報
謝
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
こ

こ
で
い
う
報
謝
の
念
仏
と
い
う
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
第
十
四
条
に
お
い

て
示
さ
れ
て
い
る
（
４
）
。
そ
こ
で
は
念
仏
は
お
の
れ
の
罪
業
を
滅
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
、
救
っ
て
く
れ
た
弥
陀
に
対
す
る
報
謝
の
念
仏
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
念
仏
に
よ
っ
て
罪
を
滅
し
よ
う
と
す
る
立
場
に

は
、
自
ら
の
行
い
に
よ
っ
て
往
生
へ
の
道
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
自
力

の
立
場
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
他
力
の
信
心
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
滅
罪
の
念
仏
で
は
な
く
、
報
謝
の
念
仏
を
唱
え
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
報
謝
の
念
仏
と
は
他
力
の
信
心
に
よ
っ
て

可
能
に
な
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
。

親
鸞
は
、
こ
の
他
力
の
信
心
に
基
づ
い
た
報
謝
の
念
仏
を
、
彼
の
思

想
の
中
で
最
も
理
想
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
親
鸞
は
法

蔵
菩
薩
の
四
十
八
の
誓
願
の
う
ち
第
十
九
願
、
第
二
十
願
、
そ
し
て
第

十
八
願
の
三
つ
の
誓
願
を
も
っ
て
そ
の
「
エ
ッ
セ
ン
ス
（
５
）
」
と
し
て
い
る

と
い
う
。
伊
藤
益
氏
に
よ
る
と
、「
第
十
九
願
は
、
諸
々
の
善
行
を
積

み
重
ね
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
い
う
願
で
あ
り
、
第

二
十
願
は
自
力
の
念
仏
に
よ
っ
て
弥
陀
の
救
済
を
得
よ
う
と
す
る
願
で

あ
る
。
第
十
八
願
は
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
徹
底
し
て
放
擲
し
、
一
切

を
弥
陀
の
本
願
力
に
委
ね
る
立
場
で
あ
る
（
６
）
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
段

階
を
経
て
衆
生
の
往
生
が
実
現
す
る
と
い
う
三
願
転
入
の
思
想
を
か
ん

が
み
る
な
ら
ば
、「
信
」
に
つ
い
て
も
親
鸞
思
想
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
段
階
に
お
い
て
異
な
る
様
相
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
大
拙
は
先
に
仏
恩
報
謝
の
念
仏
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
彼
が
想
定
し
て
い
た
「
信
」
と
い
う
も
の
も
、
三
願
転
入
で
い

う
第
十
八
願
の
段
階
、
す
な
わ
ち
他
力
の
信
心
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
（
７
）
。で

は
そ
の
他
力
の
信
心
を
、
大
拙
の
よ
う
に
「
一
つ
が
一
つ
を
自
覚

す
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と
は
例
え
ば
伊
藤
益
氏
の
論
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

 

絶
対
他
力
の
境
地
に
立
つ
親
鸞
に
と
っ
て
、
念
仏
は
、
も
は
や
、

「
我
」
と
弥
陀
と
を
つ
な
ぐ
媒
介
な
ど
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

念
仏
は
、
弥
陀
か
ら
「
我
」
に
「
信
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
我
」
が
と
な
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
媒

介
で
は
な
く
、
弥
陀
そ
の
も
の
が｢

我
」
の
う
ち
に
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
、
弥
陀
の
呼
び
か
け
の
な

か
で
、
弥
陀
に
導
か
れ
な
が
ら
、
弥
陀
へ
の
祈
り
の
こ
と
ば
（
弥

陀
か
ら
の
呼
び
か
け
へ
の
全
霊
を
賭
し
た
呼
応
）
と
し
て
の
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
が
お
の
ず
か
ら
口
を
つ
い
て
出
る
の
を
感
じ
た
。

そ
の
感
覚
は
徹
頭
徹
尾
、
受
動
性
に
貫
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
８
）
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
わ
ず
か
に
も
残

す
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
他
力
の
信
心
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
主
体
性

の
一
片
す
ら
も
放
擲
し
た
念
仏
者
に
と
っ
て
は
、
念
仏
と
は
も
は
や
自
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身
が
唱
え
る
も
の
で
は
な
く
、
弥
陀
そ
の
も
の
が
念
仏
者
自
身
に
立
ち

現
れ
て
唱
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
拙
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
霊
性

的
自
覚
と
し
て
の
「
絶
対
の
念
仏
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。以

上
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
拙
が
「
霊
性
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る

信
心
と
は
、
親
鸞
の
思
想
に
お
い
て
は
三
願
転
入
の
第
十
八
願
に
お
い

て
示
さ
れ
る
他
力
の
信
心
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
「
信
」
の
多
層
性
に
基
づ
け
ば
、
先
ほ
ど
問
題
と
し
た
「
本

願
を
信
じ
る
」
と
い
う
表
現
を
は
じ
め
、「
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
」、「
仏

教
の
教
え
を
信
じ
る
」
と
い
っ
た
表
現
も
、
大
拙
の
論
と
矛
盾
し
な
い

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
他
力
の
信
心
に
至

る
前
の
念
仏
者
を
指
導
す
る
と
い
う
現
実
に
お
い
て
語
ら
れ
た
言
葉
、

す
な
わ
ち
方
便
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
念

仏
者
全
員
が
、
実
践
の
最
初
か
ら
他
力
の
信
心
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は

実
際
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
何
ら
か
の
方
便
と
し
て
信
仰
の
対
象
が
語

ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
他
力
の
信
心
を
得
る
に

際
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
教
え
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
知
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
大
拙
は
「
霊
性
」
と
し
て
の
信
心
を
示
す
際
に
、
こ
の
よ

う
な
方
便
的
な
意
味
で
の
信
を
「
信
」
に
含
め
ず
、
他
力
の
信
心
の
こ

と
を
特
に
「
信
」
と
し
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の

よ
う
な
方
便
的
な
信
も
ま
た
他
力
の
信
心
を
得
る
に
は
不
可
欠
の
も
の

な
の
で
あ
る
（
９
）
。

こ
こ
ま
で
、
浄
土
系
思
想
に
お
け
る
「
霊
性
」
の
側
面
を
、
第
一
節

に
お
い
て
法
然
の
「
絶
対
の
念
仏
」
と
し
て
、
本
節
に
お
い
て
親
鸞
の

「
他
力
の
信
心
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ひ

と
ま
ず
こ
の
両
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
大
拙
は
こ
の
両
者
の
経
験
を
そ
れ
ぞ
れ
「
霊
性
的
自
覚
」
の

経
験
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
議
論
の
前
提
と
し
て
示
さ
れ

た
「
一
つ
の
人
格
と
し
て
の
法
然
と
親
鸞
」
と
い
う
点
に
則
る
と
す
れ

ば
、
両
者
の
関
係
を
論
じ
な
く
て
は
、
こ
の
「
一
つ
の
人
格
」
と
い
う

語
の
内
実
を
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

別
の
箇
所
で
大
拙
は
「
信
」
に
つ
い
て
、「
個
己
で
あ
る
自
分
を
捨

て
、
超
個
己
の
霊
性
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
が
確
立
す

る
」
と
説
明
し
て
い
た）

10
（

。
で
は
、
こ
の
個
己
で
あ
る
念
仏
者
の
霊
性
的

自
覚
の
経
験
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
第
一
節
で
示
し
た
よ
う

に
、「
絶
対
の
念
仏
」
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
浄
土
往
生
」

の
た
め
に
唱
え
ら
れ
る
念
仏
で
は
な
く
、
一
切
の
目
的
意
識
を
放
棄
し

た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
念
仏
で
あ
っ
た
。
大
拙
は
一
貫
し
て
、
念
仏
に

付
き
ま
と
う
自
己
の
は
か
ら
い
を
大
胆
に
否
定
し
て
い
る
。
法
然
に
お

い
て
は
「
浄
土
」
や
「
往
生
」
と
い
う
観
念
、
も
し
く
は
目
的
意
識
を

も
、
念
仏
に
お
い
て
捨
て
去
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し

て
法
然
と
親
鸞
の
両
文
脈
に
お
い
て
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、「
一
切

の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
念
仏
を
唱
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
論
は
親
鸞
に
つ
い
て
「
信
心
」
の
側
面
か
ら
論
及
し
て
い
っ
た
が
、
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大
拙
の
論
旨
は
一
貫
し
て
「
念
仏
を
唱
え
る
」
点
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

法
然
の
文
脈
に
お
い
て
は
霊
性
的
自
覚
と
し
て
の
念
仏
の
内
実
が
示
さ

れ
、
そ
し
て
親
鸞
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
「
霊
性
」
に
よ
っ
て
確
立

し
た
「
信
心
」
と
と
も
に
、
そ
の
「
信
心
」
か
ら
出
て
く
る
報
謝
の
念

仏
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
概
観
で
き
る
。
つ
ま
り
大
拙
が
論
じ
て
い
た

こ
と
は
「
念
仏
」
を
と
な
え
る
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
一
念
多
念
文
意
』
に
依
る
な
ら
ば
、
他
力
の
信
心
を

得
る
と
い
う
こ
と
は
往
生
が
決
定
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る）

11
（

。

親
鸞
思
想
に
お
い
て
は
、
他
力
の
信
心
を
得
た
と
き
に
往
生
が
確
定
す

る
と
い
う
「
即
得
往
生
」
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間

の
生
に
お
け
る
経
験
の
中
に
宗
教
意
識
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
大

拙
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
間
に
往
生
を
決

定
さ
せ
る
と
い
う
考
え
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
大
拙
に
と
っ
て

も
他
力
の
信
心
を
得
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
往
生
で
あ
り
、
端
的
に
言
え

ば
、
報
謝
の
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
往
生
が
決
定
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
霊
性
的
自
覚
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
往
生

の
決
定
を
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
法
然
解
釈
に
お
い
て
除
外
さ
れ
て
い

た
「
浄
土
往
生
」
と
は
、「
絶
対
の
念
仏
」
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
逆
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
大
拙
が
語
っ
た
よ
う
に
、「
絶
対
の
念
仏
」
と
は
「
浄
土
往
生
」

と
い
う
目
的
意
識
を
ど
こ
ま
で
も
排
除
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
そ
し
て
一

心
に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の「
絶
対
の
念
仏
」

が
霊
性
的
自
覚
を
意
味
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
「
絶
対
の
念
仏
」
を
唱

え
る
と
い
う
こ
と
は
即
座
に
、
念
仏
者
が
他
力
の
信
心
を
得
て
浄
土
往

生
を
決
定
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で「
浄
土
往
生
の
観
念
」

は
念
仏
者
に
お
い
て
一
度
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
肯

定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
浄
土
系
思
想
に
お
け
る
「
霊
性
」

と
は
、
こ
の
よ
う
に
当
初
求
め
て
い
た
も
の
を
目
的
意
識
ご
と
放
棄
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
求
め
て
い
た
も
の
を
得
る
と
い
う
逆
説

的
な
構
造
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
法
然
に
お

い
て
専
修
念
仏
と
し
て
示
さ
れ
た
念
仏
は
、
大
拙
の
い
う
「
絶
対
の
念

仏
」
ま
で
純
一
化
さ
れ
る
と
、
他
力
の
信
心
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
そ

し
て
往
生
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
後
そ
の
「
絶
対
の

念
仏
」
は
親
鸞
に
お
い
て
「
報
謝
の
念
仏
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
も

の
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
法
然
に
お
け
る
専
修
念
仏
と
親
鸞

に
お
け
る
報
謝
の
念
仏
は
、「
絶
対
の
念
仏
」
の
二
つ
の
側
面
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
拙
は
、『
浄
土
系
思

想
論
』（
一
九
四
二
年
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
 

学
問
的
に
云
ふ
と
、
真
宗
も
浄
土
宗
も
共
に
、
同
一
の
心
理
的
事

実
に
つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
も
の
と
云
へ
る
が
、
実
際
の
教
へ
方
か

ら
見
れ
ば
、
真
宗
は
最
後
の
瞬
間
を
強
調
す
る
に
対
し
、
浄
土
宗
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は
教
育
的
過
程
に
重
き
を
置
く
も
の
と
云
へ
よ
う
。　
　
　
　
　

（『
全
集
』
第
六
巻
、
五
二
頁
）

教
育
的
過
程
と
は
念
仏
者
が
い
か
に
往
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
教
育

過
程
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
浄
土
宗
（
法
然
の
思
想
）
は
、
往
生
と

い
う
霊
性
的
自
覚
を
最
終
地
点
と
し
て
、
そ
こ
に
い
か
に
し
て
至
る
か

を
説
く
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
霊
性
的
自
覚
以
前
を
問
題
と
し
て
い

る
。
一
方
、
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
最
後
の
瞬
間
」
と
は
、

念
仏
者
が
他
力
の
信
心
を
得
た
瞬
間
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
浄
土

宗
に
お
け
る
教
育
的
過
程
の
最
後
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
そ
う
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
宗
（
親
鸞
の
思
想
）
が
強
調
し
て
語
る
も
の

は
、「
霊
性
的
自
覚
」
の
経
験
以
後
の
念
仏
者
の
姿
な
の
で
あ
る
。
法

然
と
親
鸞
は
と
も
に
「
霊
性
的
自
覚
」
を
語
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の

前
後
に
つ
い
て
別
々
の
側
面
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
お
い
て
「
強
調
」
す
る
点
が

異
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、「
霊
性
的
自
覚
」
の

経
験
の
内
実
に
区
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

以
上
、
第
一
節
と
第
二
節
で
の
論
述
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
結

論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
的
霊
性
」
に

は
、
霊
性
的
自
覚
を
経
験
す
る
前
の
教
育
的
過
程
を
強
調
す
る
立
場

と
、
そ
の
経
験
以
後
を
強
調
す
る
立
場
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

三
、
往
相
・
還
相
二
種
廻
向

と
こ
ろ
で
、
大
拙
は
念
仏
に
お
け
る
こ
の
霊
性
的
自
覚
の
経
験
を

『
日
本
の
霊
性
化
』
の
中
で
、「
往
相
」
と
「
還
相
」
と
い
う
術
語
で
語
っ

て
い
る
。

　

 

浄
土
系
の
人
は　
　

こ
れ
は
浄
土
系
に
限
ら
ぬ
、
す
べ
て
大
乗
仏

教
の
人
は　
　

煩
悩
即
菩
提
と
か
、
又
は
煩
悩
を
捨
て
ず
に
入
涅

槃
す
る
と
云
ふ
が
、
こ
れ
は
知
性
を
そ
の
限
界
内
に
止
め
て
お
い

て
、
さ
う
云
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
性
が
知
性
に
止
ま
つ
て

居
る
限
り
、
こ
の
や
う
な
自
由
は
得
ら
れ
な
い
。
自
力
が
一
見
他

力
の
生
涯
、
絶
対
信
の
境
地
に
飛
び
こ
ん
で
か
ら
で
な
い
と
、
煩

悩
即
菩
提
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
煩
悩
の
畦
即
ち
知
性

の
分
別
が
打
ち
切
れ
て
か
ら
、
始
め
て
煩
悩
そ
の
ま
ま
で
往
生
が

可
能
に
な
る
の
で
す
。
又
知
性
の
分
別
が
そ
の
ま
ま
で
霊
性
の
無

分
別
に
な
る
の
で
す
。
往
相
廻
向
が
そ
の
ま
ま
で
還
相
廻
向
で
あ

る
と
云
つ
て
も
、
後
者
の
経
験
な
し
に
は
爾
か
云
は
れ
な
い
の
で

す
。
自
他
と
か
往
還
と
か
煩
悩
と
か
、
菩
提
と
か
迷
悟
と
か
、
偏

正
と
か
理
事
と
か
云
ふ
や
う
な
も
の
の
分
別
の
限
界
を
横
超
し
な

い
で
居
て
は
、
知
性
が
そ
の
ま
ま
霊
性
だ
の
、
自
力
が
即
他
力
だ

の
、
煩
悩
を
捨
て
ず
し
て
涅
槃
に
入
る
な
ど
と
は
、
決
し
て
云
は



��

れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

（『
全
集
』
第
八
巻
、
二
五
八
〜

二
五
九
頁
）

こ
こ
で
、
大
拙
思
想
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
点
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず

一
つ
目
は
往
相
廻
向
が
そ
の
ま
ま
還
相
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
二
点
目
は
、
一
点
目
を
理
解
す
る
に
は
霊
性
的
自
覚
を
経
験
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は｢

霊
性
」
の
概

念
を
考
察
す
る
上
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
で
は

大
拙
の
考
え
て
い
る
往
相
と
還
相
と
は
な
に
か
。
こ
の
点
に
対
し
て

『
浄
土
系
思
想
論
』
に
も
言
及
が
あ
る
。

　

 

廻
向
に
二
種
の
相
を
区
別
で
き
る
が
、
こ
れ
は
相
に
す
ぎ
ぬ
、
廻

向
の
運
動
そ
の
も
の
は
一
つ
で
あ
る
、
而
し
て
そ
れ
が
循
環
的
で

あ
る
。
即
ち
、
往
相
と
見
え
る
も
の
は
還
相
で
あ
り
、
還
相
と
見

え
る
も
の
は
往
相
で
あ
る
。
往
還
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
…
…

浄
土
の
は
た
ら
き

4

4

4

4

は
、
動
く
と
同
時
に
此
土
に
加
は
り
、
此
土
の

作
願
は
、
衆
生
が
そ
れ
に
気
付
く
と
同
時
に
浄
土
に
も
響
き
渡
る

の
で
あ
る
。
浄
土
と
此
土
は
い
つ
も
呼
應
し
て
お
る
。
此
方
で
叩

け
ば
彼
方
で
應
じ
、
彼
方
で
叩
け
ば
此
方
で
應
ず
る
。
函
蓋
相
應

と
も

啄
同
時
と
も
云
つ
て
よ
い
。
こ
れ
が
廻
向
の
真
実
相
で
あ

る
。 

（『
全
集
』
第
六
巻
、
一
七
二
〜
一
七
三
頁
）

こ
こ
で
往
相
と
還
相
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
大
拙
に
と
っ
て
も
往
相
廻
向
は
一
般
的
な
「
浄
土

へ
往
く
」
と
い
う
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
還

相
廻
向
に
つ
い
て
は
「
は
た
ら
き
」
と
い
う
独
特
の
言
葉
で
対
応
さ
せ

て
い
る
。
本
論
は
、
浄
土
系
思
想
か
ら
「
日
本
的
霊
性
」
の
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
往
相
と
還
相
の
関
係

が
、
そ
の
中
心
的
核
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
先
ほ
ど
示
し
た
視
点
に
戻
り
、「
往
相
が
そ
の
ま
ま
還
相

で
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。｢

往
相
が
そ
の
ま
ま
で

還
相
で
あ
る
」
と
は
、
ま
さ
に
「
霊
性
」
が
経
験
さ
れ
る
構
造
の
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。「
霊
性
」
が
知
性
に
お
け
る
は

た
ら
き
と
し
て
し
か
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
霊
性
に
目
覚

め
る
」
と
い
う
往
相
廻
向
が
そ
の
ま
ま
、「
霊
性
が
知
性
に
お
い
て
は

た
ら
く
」
と
い
う
還
相
廻
向
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
逆
に
言

え
ば
、
還
相
廻
向
が
は
た
ら
く
際
に
は
必
ず
同
時
に
往
相
廻
向
が
実
現

し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
両
者
は
と
も

に
「
は
た
ら
き
」
を
経
験
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
往
相
廻
向
は
そ
の

「
は
た
ら
き
」
に
目
覚
め
る
側
面
を
、
還
相
廻
向
は
「
は
た
ら
き
」
を

は
た
ら
か
せ
る
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
往

相
廻
向
は
そ
の
ま
ま
還
相
廻
向
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
も
そ
も
こ
の
往
相
と
還
相
と
い
う
二
種
の
廻
向
は
、
一
回

限
り
の
事
態
で
は
な
い
。
一
度
き
り
の
往
相
還
相
を
も
っ
て
霊
性
的
自
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覚
が
為
さ
れ
、
そ
の
自
覚
者
に
と
っ
て
以
後
「
霊
性
」
が
自
動
的
に
保

持
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
大
拙
の
主
張
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
普
通
「
宗
教
体
験
」
と
い
う
と
、
何
か
天
地
が
逆
さ
に
な
る

よ
う
な
事
態
が
宗
教
者
の
内
面
に
起
こ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
の
形

式
が
根
本
か
ら
変
わ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
決
定
的
な
一
回
限
り
の
体
験
を
宗

教
体
験
と
名
指
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
大
拙
の「
霊
性
的
自
覚
」

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。「
霊
性
」
は
自
覚
さ
れ
な
い
限
り
経
験

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
霊
性
的
自
覚
」

は
不
断
に
自
覚
し
、
自
覚
さ
れ
続
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
宗
教
者
が
初
め
て
霊
性
的
自
覚
を
経
験
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

彼
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
事
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
大
拙
の
主
張

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
〜
一
六
五
五
年
）

を
援
用
し
て
「
悟
る
悟
り
」
を
危
険
視
し
て
い
る）

1�
（

。
こ
こ
で
言
う
「
悟

る
悟
り
」
と
は
、
一
度
経
験
し
た
悟
り
を
分
別
の
対
象
に
し
て
語
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
悟
り
は
既
に
過
去
の
も
の
で
し
か

な
く
、
現
在
の
悟
り
は
現
在
に
お
い
て
悟
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
過

去
の
悟
り
を
固
定
化
さ
せ
維
持
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
既
に
分
別
の
段

階
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
既
に
、
現
在
の
あ
ら
た
な

悟
り
か
ら
離
れ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
「
霊
性
的
自
覚
」
も
ま
た
、
一
度

経
験
す
れ
ば
そ
れ
で
す
べ
て
が
完
結
す
る
、
と
い
う
一
回
限
り
の
事
態

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
霊
性
的
自
覚
も
ま
た
繰
り
返
し
不
断
に
実
現
し

て
い
く
べ
き
も
の
と
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
以
下
の
論
か
ら
も
窺
え
る
。

　

 

真
宗
は
時
間
を
直
線
的
に
見
ん
と
す
る
傾
向
を
も
つ
。
そ
れ
は
真

宗
は
い
つ
も
感
情
と
情
性
の
世
界
に
動
か
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
ら

う
。
そ
れ
で
浄
土
往
生
も
死
後
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
禅
は
こ
れ

に
反
し
て
時
間
の
円
環
性
を
固
持
せ
ん
と
す
る
。
そ
れ
で
何
事
も

覿
面
的
に
此
絶
対
の
瞬
間
で
埒
あ
け
ん
と
す
る
。
併
し
一
隻
の
眼

の
開
け
た
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
直
線
可
な
り
、
円
環
可
な
り
で
あ

る
。
親
鸞
も
往
還
二
相
の
廻
向
を
教
へ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

何
れ
に
し
て
も
ま
こ
と

4

4

4

は
霊
性
の
世
界　
　

一
人
4

4

の
世
界　
　

に

お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
九
三
頁
）

往
相
の
後
に
還
相
を
設
け
て
、
そ
れ
で
完
了
と
な
る
と
、
そ
れ
は
一
回

限
り
の
直
線
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
往
生
を
即
得
往
生
で
は
な

く
臨
終
往
生
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
真
宗
の
傾
向
に
お
い
て
、
こ
の

直
線
的
な
廻
向
観
が
立
ち
現
れ
て
く
る
と
大
拙
は
指
摘
す
る
。
し
か

し
、
大
拙
は
親
鸞
自
身
の
廻
向
観
を
即
得
往
生
に
基
づ
く
円
環
的
な
も

の
と
し
て
も
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
往
相
と
還
相
が
一
回
限
り
の
事
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態
で
は
な
く
、
還
相
の
後
に
再
び
往
相
へ
と
戻
り
、
不
断
に
往
相
と
還

相
を
繰
り
返
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う）

13
（

。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
往
相
廻
向
が
実
体
と
し
て
の
霊
性
を
確
立
す

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
れ
ば
、「
往
相
廻
向
が
そ
の
ま
ま
還
相
廻

向
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、「
還
相
廻
向
は
か
な
ら
ず
往

相
廻
向
に
よ
っ
て
実
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
還

相
廻
向
の
は
た
ら
き
た
る
「
霊
性
」
は
、
往
相
廻
向
に
よ
っ
て
し
か
目

覚
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
端
的
に
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、

「
往
相
即
還
相
」、
そ
し
て
「
還
相
即
往
相
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
大
拙
自

身
「
還
相
即
往
相
」
の
面
を
説
明
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
彼
の
主
張
す

る｢

往
相
即
還
相
」
を
考
察
す
る
限
り
「
還
相
は
即
ち
往
相
」
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
三
節
で
分
析
し
た
内
容
か
ら
結
論
さ
れ
る
こ
と
は
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
性
的
自
覚
に
は
「
往
相
廻
向
」
と
「
還

相
廻
向
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
往
相
即
還
相
、

還
相
即
往
相
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
霊
性
的
自
覚
の
行

で
は
霊
性
的
自
覚
が
往
相
と
還
相
を
繰
り
返
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
大
拙

の
浄
土
教
解
釈
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
絶
対
の
念
仏
」
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
。
自
己
の
は
か
ら
い
を
完
全
に
捨
て
き
っ
た
念
仏
に
お
い
て
往

生
が
（
逆
説
的
に
）
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
往
相
廻
向
で
あ
り
還
相
廻
向

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
霊
性
的
自
覚
」
の
後
に
強
調
さ
れ
る
こ
と

も
、
ま
た
報
謝
の
「
念
仏
」
で
あ
っ
た
。
往
相
が
実
現
し
、
還
相
が
は

た
ら
き
だ
す
境
地
に
お
い
て
は
も
は
や
、
分
別
や
は
か
ら
い
を
も
っ
た

「
我
」
は
捨
て
去
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

念
仏
者
に
と
っ
て
、
二
種
廻
向
の
主
体
で
あ
る
の
は
、
念
仏
者
自
身
と

は
言
い
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
念
仏
を
唱

え
て
い
る
の
は
念
仏
者
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
念
仏
者
の
意
識

に
お
い
て
は
、
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
み
が
唱
え
ら
れ
る

と
い
う
境
地
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
弥
陀
と
も
念
仏
者
と
も
言
え

な
い
「
念
仏
」
の
主
体
の
こ
と
を
、
大
拙
は
「
霊
性
」
と
い
う
仮
の
名

で
呼
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い）

1�
（

。
つ
ま
り
「
霊
性
」
が
霊
性
自
身
を
自
覚

す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
念
仏
者
の
意
識
を
あ
え
て
記
述
し
た
だ
け

で
あ
り
、
具
体
的
に
そ
れ
が
為
さ
れ
る
に
は
「
念
仏
」
と
い
う
行
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

大
拙
が
浄
土
系
思
想
を
論
じ
る
『
日
本
的
霊
性
』
の
第
三
篇
は
「
法

然
上
人
と
称
名
念
仏
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
念
仏
」
の

重
要
性
が
窺
え
る
。
法
然
と
親
鸞
を
一
人
格
と
し
て
見
る
と
言
い
な
が

ら
、
法
然
の
名
前
の
み
を
題
目
に
掲
げ
た
真
意
は
、
大
拙
が
あ
く
ま
で

も
霊
性
的
自
覚
を
「
念
仏
」
と
い
う
行
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
法
然
の
専
修
念
仏
が
「
絶
対
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の
念
仏
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
純
化
さ
れ
た
と
き
、
霊
性
的
自
覚
は
経

験
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
絶
対
の
念
仏
」
で
あ
る
が
故
に
ど
こ
ま

で
も
往
相
即
還
相
を
繰
り
返
す
念
仏
で
あ
り
、
そ
こ
で
法
然
が
特
別
に

「
霊
性
的
自
覚
」
以
後
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
大

拙
は
絶
対
の
念
仏
の
経
験
以
後
の
側
面
を
示
す
た
め
に
親
鸞
を
論
じ
た

の
で
あ
る
。
信
心
為
本
と
称
さ
れ
る
親
鸞
思
想
に
つ
い
て
、「
念
仏
」

が
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
念
仏
が
霊
性
的
自
覚
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る

と
し
た
ら
、
そ
の
念
仏
と
は
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
、

こ
の
点
を
次
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
念
仏
者
全
員
が
最
初
か
ら
他
力

の
信
心
を
得
る
こ
と
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
は
霊
性
論
に
お

い
て
、
他
力
の
信
心
を
得
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
念
仏
が
必
要
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
取
り

立
て
て
新
し
い
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
浄
土

系
思
想
に
お
け
る
「
霊
性
」、
さ
ら
に
は
「
霊
性
」
そ
の
も
の
の
構
造

か
ら
し
て
、
示
さ
れ
る
方
向
性
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ

ま
り
「
分
別
」
や
「
は
か
ら
い
」
の
否
定
で
あ
る
。

大
拙
は
、
法
然
が
「
愚
痴
」
や
「
文
盲
」
を
語
る
点
に
注
目
す
る
。

大
拙
は
法
然
の
『
勅
修
御
伝
』
の
中
か
ら
次
の
よ
う
な
箇
所
を
強
調
す

る
。「
一
句
の
文
義
を
う
か
が
わ
ず
」、「
無
智
の
身
」、「
愚
痴
」、「
戒

行
な
し
」、「
是
非
を
わ
き
ま
え
ざ
る
痴
人
」、「
愚
鈍
の
身
」、
こ
の
よ

う
な
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

　

 

愚
痴
の
人
や
無
学
の
武
人
と
並
べ
て
一
文
不
通
の
尼
入
道
を
も
挙

げ
て
、
念
仏
系
思
想
の
興
隆
が
、
如
何
に
法
然
上
人
に
よ
り
て
昴

め
ら
れ
た
か
を
叙
述
す
べ
き
順
序
に
な
つ
た
が
、
今
は
こ
れ
を
略

す
る
。
要
す
る
に
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
日
本
的
霊
性
の
覚
醒

は
、
知
識
人
か
ら
始
ま
ら
な
い
で
、
無
智
愚
鈍
な
る
も
の
の
魂
か

ら
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
此
点
に
お

い
て
、
法
然
は
日
本
霊
性
史
の
転
換
期
を
画
し
た
人
物
で
あ
る
と

云
つ
て
よ
い
。
彼
に
は
ま
だ
平
安
期
思
想
の
残
滓
が
な
い
で
も
な

か
つ
た
が
、
彼
な
く
し
て
は
親
鸞
は
出
世
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
彼
と
親
鸞
と
を
一
個
の
霊
性
的
人
格
と
見
做
し
て
よ
い
と
云

ふ
理
由
は
此
処
に
在
る
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
）

大
拙
は
平
安
時
代
の
仏
教
を
知
識
人
、
貴
族
の
仏
教
で
あ
り
、
鎌
倉
時

代
の
仏
教
を
愚
痴
愚
鈍
の
民
衆
の
も
の
で
あ
る
と
大
胆
に
規
定
す
る
。

つ
ま
り
彼
は
学
問
的
な
仏
教
を
「
日
本
的
霊
性
」
と
は
み
な
さ
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
学
問
と
は
そ
も
そ
も
知
性
的
な
営
み
で
あ
り
、
彼
が

そ
の
よ
う
な
知
性
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
仏
教
の
中
に
「
霊
性
」
を

見
出
さ
な
い
こ
と
は
納
得
の
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
学
問

的
あ
り
方
と
対
置
し
て
、「
無
智
」
の
民
衆
を
示
す
の
で
あ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、「
霊
性
」
の
覚
醒
は
一
度
「
知
性
的
否
定
」
を
経
過
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
知
識
人
階
級
だ
と
、
そ
の
知
性
が
逆
に
妨
げ

と
な
っ
て
「
霊
性
」
に
目
覚
め
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
逆
に
「
無
学
」
の
者
こ
そ
大
拙
に
と
っ
て
あ
る
種
の
理
想

的
な
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
浅
原
才
市
を
は
じ
め
と
す
る

「
妙
好
人
」
で
あ
る
。
彼
の
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

お
慈
悲
も
光
明
も
み
な
ひ
と
つ
。

　

才
市
も
あ
み
だ
も
み
な
ひ
と
つ
。

　

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
九
二
頁
）

こ
の
歌
で
は
念
仏
者
と
弥
陀
と
の
不
可
分
な
境
地
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
つ
い
て
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
た

め
、
大
拙
は
次
の
よ
う
に
補
説
す
る
。

　

 

才
市
と
あ
み
だ
さ
ま
が
一
つ
で
あ
る
と
か
…
…
云
ふ
と
、
考
が
す

べ
て
空
間
的
に
な
つ
て
、
両
者
の
関
係
が
静
的
に
の
み
認
め
ら
れ

る
と
云
ふ
傾
向
が
生
ず
る
。
さ
う
す
る
と
、
仏
教
は
汎
神
論
だ
と

か
云
ふ
や
う
な
見
方
に
な
る
。
今
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
仏
教

学
者
が
あ
る
か
な
い
か
は
知
ら
な
い
が
、
こ
ん
な
考
ほ
ど
仏
教
を

誤
る
も
の
は
な
い
。
弥
陀
と
才
市
と
の
自
己
同
一
は
空
間
的
即
時

間
的
と
云
ふ
べ
き
立
場
で
看
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

…
…
こ
れ
を
行
為
的
立
場
と
で
も
云
ふ
の
か
し
ら
ん
。

（『
全
集
』
第
八
巻
、
一
九
三
頁
）

先
述
の
よ
う
に
他
力
の
信
心
に
お
け
る
念
仏
に
お
い
て
は
、
弥
陀
と
念

仏
者
が
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
静

的
な
合
一
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
大
拙
は
こ
こ
で
否
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
両
者
が
合
一
し
て
そ
れ
で
、
往
相
と
還
相
が
一
回
限
り
で
完

了
し
、
以
後
そ
の
状
態
が
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
る
と
す
る
よ
う
な
立
場

を
採
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
仏
が
衆
生
の
中
に
宿
る
と
い
っ
た
汎
神
論
と

な
っ
て
し
ま
う
。
大
拙
は
こ
れ
に
反
し
て
「
行
為
的
立
場
」
を
主
張
す

る
。
弥
陀
と
念
仏
者
（
才
市
）
の
自
己
同
一
を
空
間
的
即
時
間
的
に
捉

え
る
と
は
、
あ
る
空
間
に
お
け
る
念
仏
が
そ
の
時
間
に
お
け
る
一
回
限

り
の
も
の
で
、
そ
こ
で
為
さ
れ
た
自
己
同
一
は
そ
の
行
為
（
念
仏
）
の

場
で
し
か
現
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
念
仏
と
い
う
具
体
的
行
為
を
介
し
て
の
み
、
他
力
の
信
心

も
報
謝
の
念
仏
も
可
能
に
な
る
の
だ
と
、
大
拙
は
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
霊
性
的
自
覚
と
は
浄
土
系
思
想
に
お
い
て

は
、
常
に
念
仏
と
い
う
「
行
為
」
を
介
し
て
の
み
実
現
す
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
念
仏
は
「
無
智
」

と
な
り
、
お
の
れ
の
は
か
ら
い
を
捨
て
き
っ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
実
現

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
本
節
に
お
い
て
示
さ
れ
た
結
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
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な
る
。
つ
ま
り
、
霊
性
的
自
覚
に
は
、
お
の
れ
の
分
別
や
は
か
ら
い
を

捨
て
る
行
が
付
随
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
以
上
、
論
じ
て
来
た
よ
う
に
、「
日
本
的
霊
性
」
に
つ
い
て
次
の
三

つ
の
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
つ
に
、「
日
本
的
霊
性
」
に
は
、

霊
性
的
自
覚
を
経
験
す
る
前
の
教
育
的
過
程
を
強
調
す
る
立
場
と
、
そ

の
経
験
以
後
を
強
調
す
る
立
場
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
二
つ
に
、
霊

性
に
は
「
往
相
」
と
「
還
相
」
と
い
う
二
つ
の
廻
向
が
あ
り
、
そ
れ
ら

は
「
往
相
即
還
相
、
還
相
即
往
相
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ

と
。
三
つ
に
、
霊
性
的
自
覚
に
は
、
お
の
れ
の
分
別
や
は
か
ら
い
を
捨

て
る
行
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
側
面
は
、
大
拙
の
禅
思
想
と
比
べ
て
み
る
と
、

極
め
て
類
似
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
霊
性
的
自
覚
の

前
後
で
認
識
の
立
場
が
変
容
す
る
、
と
い
う
考
え
も
、「
往
相
即
還
相
」

の
構
造
も
、
大
拙
の
見
性
理
解
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
自
己
の
分
別
を
放
棄
す
る
た
め
の
行
と
し
て
、
大
拙
は
公

案
と
念
仏
を
並
列
し
て
論
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
の
浄

土
教
理
解
は
自
身
の
禅
解
釈
に
大
部
分
依
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
そ
の
問
題
は
、
こ
こ
ま
で
「
日
本
的

霊
性
」
の
諸
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
結
果
と
し
て
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
と
思
う
。

注（
１
）
旧
版
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
八
巻 

岩
波
書
店 

一
九
六
八
（
以
下
『
全
集
』）、

二
二
頁
。
な
お
、
引
用
の
際
、
旧
字
体
を
当
用
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
特

に
指
摘
の
な
い
場
合
、『
日
本
的
霊
性
』
か
ら
の
引
用
と
す
る
。

（
２
）『
全
集
』
第
八
巻
、
一
四
九
頁
参
照
。

（
３
）
伊
藤
博
之
校
注
『
歎
異
抄　

三
帖
和
讚
』 

新
潮
社 

一
九
八
一
（
以
下
『
歎

異
抄 

三
帖
和
讚
』）、
一
二
頁
。

（
４
）『
歎
異
抄
』
第
十
四
条
に
「
念
仏
の
申
さ
れ
ん
も
…
…
い
よ
い
よ
弥
陀
を
た

の
み
、
御
恩
を
報
じ
た
て
ま
つ
る
に
て
こ
そ
候
は
め
。」
と
あ
る
。（『
歎
異

抄 

三
帖
和
讚
』、
三
五
頁
）。

（
５
）
星
野
元
豊
「『
教
行
信
証
』
の
思
想
と
内
容
」（
星
野
元
豊
、
石
田
充
之
、
家

永
三
郎
（
校
注
）『
日
本
思
想
大
系
11　

親
鸞
』 

岩
波
書
店 

一
九
七
一 

所
収
）、

五
四
一
頁
。　

（
６
）
伊
藤
益
『
歎
異
抄
論
究
』 

北
樹
出
版 

二
〇
〇
三
、二
五
二
頁
。

（
７
）
た
だ
し
大
拙
自
身
が
宗
教
実
践
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
三
段
階
を
設
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
拙
自
身
は
あ
く
ま
で
も
他
力
の
信
心
の
み
を
強
調

し
て
い
る
。

（
８
）
伊
藤
益
『
親
鸞　

―

悪
の
思
想
』 

集
英
社 

二
〇
〇
一
、一
五
一
頁
。

（
９
）
真
宗
教
学
に
お
い
て
も
、「
仏
教
に
お
け
る
信
に
つ
い
て
は
、
仏
法
に
帰
入

す
る
契
機
と
し
て
の
三
宝
な
ど
に
対
す
る
信
認
、
能
入
位
の
信
と
、
そ
の

仏
道
の
究
竟
、「
さ
と
り
」
の
体
験
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
能
度
位
の
信

と
が
あ
り
、
仏
道
と
は
、
そ
の
能
入
位
の
信
か
ら
能
度
位
の
信
へ
の
道
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。」（
信
楽
峻
麿
『
真
宗
学
概
論
』 

法
蔵
館 

二
〇
一
〇
、一
八
一
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
信
心
」
の
二
重
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）『
全
集
』
第
八
巻
、
一
六
三
頁
。
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（
11
）『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
「
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
仏
の
御

こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
摂
は
お
さ
め
た
ま

ふ
、
取
は
む
か
へ
と
る
と
ま
ふ
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
ふ
と
き
、
す
な

わ
ち
、
と
き
日
お
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、

往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る
な
り
。」（
石
田
瑞
麿
訳
『
親
鸞
全
集 

第
四
巻
』 

春
秋
社 

一
九
八
六
、二
九
一
〜
二
九
二
頁
。
な
お
引
用
の
際
、
片
仮
名
表
記

を
平
仮
名
表
記
へ
、
そ
し
て
一
部
旧
字
体
を
当
用
漢
字
へ
改
め
た
）
と
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
を
も
っ
て
親
鸞
思
想
か
ら
即
得
往
生
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
1�
）『
全
集
』
第
八
巻
、
一
四
九
頁
。「
悟
る
悟
り
」
と
は
鈴
木
正
三
が
そ
の
著
作

中
で
引
用
し
て
い
る
「
悟
と
は
悟
ら
で
悟
る
悟
也
、
悟
る
悟
は
夢
の
悟
ぞ
」

と
い
う
古
歌
を
指
し
て
い
て
、
大
拙
も
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。

（
13
）
こ
の
円
環
性
が
不
断
の
円
環
性
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、『
浄
土
系
思
想
論
』

の
以
下
の
一
節
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。「
こ
れ
は
円
環
的
運
動
で
あ
る
か
ら
、

願
と
信
と
の
間
に
は
不
断
の
往
還
が
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
二
三
七
頁
）

（
1�
）『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
で
は
「
霊
性
は
此
智
、
此
は
た
ら
き
に
与
へ
ら
れ
た

仮
名
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
九
巻
、
一
六
〇
頁
）
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。

（
は
す
ぬ
ま
・
な
お
た
か　

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程　

人
文
社
会
科
学
研
究
科　

哲
学
・
思
想
専
攻
）




