
鈴
木
大
拙
に
お
け
る
禅
と
浄
土
教

i

『
浄
土
系
思
想
論
』
の
解
釈
を
中
心
に
i

序
現
代
、
鈴
木
大
拙
(
一
八
七

0
1
一
九
六
六
年
)
の
名
は
日
本
に
と
ど

ま
ら
ず
海
外
に
お
い
て
も
「
禅
学
者
」
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
。
し
か
し

彼
の
著
作
に
見
出
さ
れ
る
テ
!
マ
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
す

れ
ば
、
禅
に
と
ど
ま
ら
ず
浄
土
教
を
は
じ
め
と
す
る
他
宗
教
を
も
問
題
に

し
た
と
い
う
点
を
指
描
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
禅
に
関
す
る
欝
を
出
し
続

け
つ
つ
も
、
一
九
二

0
年
代
以
降
は
積
極
的
に
浄
土
教
を
主
題
と
し
た
論

を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年
の
荒
げ
と
念
仏
の
心
理

学
的
基
礎
円
一
九
四
二
年
の
「
治
土
系
思
想
論
旬
、
さ
ら
に
は
一
九
四
四

年
の
吋
日
本
的
撃
性
」
な
ど
の
著
作
に
ま
と
め
ら
れ
、
彼
の
そ
の
後
の
著

述
活
動
に
と
っ
て
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
く

t

特
に
吋
日
本
的
諮
性
」
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
彼
は
陣
学
者
で
あ

り
な
が
ら
、
他
宗
派
(
他
宗
教
)
の
教
え
に
も
績
極
的
に
普
及
し
て
い
き
、

そ
の
根
本
的
な
体
験
の
同
一
性
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
陣
と

浄
土
系
思
想
が
、
同
じ
仏
教
と
し
て
、
共
通
の
宗
教
意
識
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の
よ
う

蓮

直

臆

3吾

な
普
通
性
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
間
違
い
な
く
禅
が
影
響
を
与
え
て
い

る
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
親
矯
(
一
一
七
一
二

1
一
二
六
二
年
)
、
も
し
く
は
浄
土
真
宗

の
諮
る
伝
統
的
な
「
浄
土
」
に
対
し
て
、
鈴
木
大
拙
が
ど
の
よ
う
に
滞
土

を
捉
え
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
被
の
解
釈
の
背
後
に
あ
る
「
禅

的
側
面
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
彼
が
禅
の
立
場
か
ら
浄

土
教
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で

言
明
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
逆
に
彼
の
「
悩
仰
の
立
場
」
を

明
確
に
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
彼
の
持
土
教
理
解
に
つ
い
て
、
本
稿
で

そ
の
全
体
像
を
扱
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
「
浄
土
系
思
想
論
い
を
中

心
に
、
彼
の
滞
土
教
解
釈
の
独
自
性
が
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
事
項
に
総
点

を
あ
て
て
考
察
し
て
い
き
た
い
古
本
替
は
親
鷲
の
「
教
行
信
託
」
を
は

じ
め
と
す
る
沖
土
教
の
諒
著
作
に
対
し
て
、
最
も
積
極
的
な
言
及
が
与
え

ら
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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一
、
浄
土
教
を
め
ぐ
る
趨
概
念

①
「
信
心
」
に
つ
い
て

灘
矯
の
思
想
は
「
倍
心
為
本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
「
信
」
も
し
く

は
「
信
心
」
が
そ
の
棋
本
に
あ
る
と
い
え
る
。
親
驚
に
お
い
て
「
信
」
は

様
々
に
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
「
末
熔
妙
」
中
で
は
次
の
よ
う

に
諮
ら
れ
て
い
る
目
。

ま
こ
と
の
鱈
心
の
さ
だ
ま
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
の
御
は
か
ら
ひ

と
み
え
て
候
ふ
。
往
生
の
心
う
た
が
ひ
な
く
な
り
候
ふ
は
、
摂
取
せ

ら
れ
参
ら
せ
た
る
ゆ
ゑ
と
み
い
え
て
候
ふ
付
。

す
な
わ
ち
、
持
土
へ
の
往
生
が
疑
い
な
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
摂
め
坂
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
事
態
で

あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
罷
心
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ

た
信
心
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
信
心
に
つ
い
て
は
、
『
教
行
信
一
社
」
(
吋
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
)
に
お
い
て
「
託
大
混
繋
の
真
因
」
、
「
淫
擦
の

真
因
は
た
だ
信
、
む
を
以
て
す
コ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
凡
夫
が

浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
浬
繋
を
証
す
る
た
め
の
真
実
の
原
田
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
力
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
も
往
生
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

凡
夫
に
と
っ
て
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
授
か
っ
た
信
心
に
よ
っ
て
の
み
、
浄

土
往
生
と
そ
の
浄
土
で
の
淫
繋
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
信
心
を
国
と
し
て
、
果
と
し
て
の
証
(
往
生
・
浬
繋
)
を
得
る
と
い

う
関
係
に
あ
る
。

し
か
し
、
大
拙
は
こ
の
凶
と
し
て
の
信
心
と
、
証
と
し
て
の
往
生
・
浬

繋
存
二
つ
の
事
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
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揺
は
そ
れ
自
体
で
充
足
し
て
ゐ
る
。
信
以
外
の
も
の
を
、
求
め
た
り
、

証
し
た
り
す
る
時
、
倍
は
自
分
で
な
く
な
る
。
信
の
絶
対
牲
は
煙
滅

す
る
。
信
は
無
上
浬
繋
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
、
「
大
浬

躍
を
証
す
る
の
真
因
な
り
」
と
読
ま
ず
に
、
信
は
即
ち
自
力
人
に
よ

り
て
証
せ
ら
れ
た
大
浬
喋
そ
の
も
の
で
あ
る
と
読
み
た
い
。
「
真
因
」

と
は
、
そ
の
も
の
と
一
五
ふ
こ
と
で
あ
る
、
か
う
す
る
と
、
真
宗
教
学

の
機
構
が
こ
は
れ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
こ
の
見
方

で
昭
和
時
代
の
真
宗
信
仰
を
組
み
直
し
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
思

ふ

こ

と

も

あ

る

。

第

六

巻

、

二

一

七

頁

)ω

吋
教
行
信
託
」
が
「
浬
擦
の
因
と
し
て
の
信
心
」
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、

大
拙
は
こ
こ
で
「
淫
探
そ
の
も
の
と
し
て
の
信
心
」
を
示
し
て
い
る
。
大

捕
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
彼
が
「
信
心
」

を
つ
衆
生
が
本
願
を
信
じ
る
」
と
い
う
事
態
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
親
機
自
身
の
一
一
一
一
口
説
に
お
い
て
「
信
心
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が

法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
誓
っ
た
四
十
八
の
誓
願
、
特
に
本
願
た
る
第

十
八
願
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

t
と
こ
ろ
が
、
大
拙
は
そ
の
よ
う

に
信
じ
る
念
仏
者
と
信
じ
ら
れ
る
本
願
と
い
う
こ
者
が
、
念
仏
者
の
意
識

に
残
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
「
自
力
」
の
信
心
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。

自
力
の
本
質
は
、
分
別
で
あ
り
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
対
象
的



に
物
を
見
て
、
い
つ
も
此
か
ら
彼
、
彼
か
ら
此
へ
と
動
く
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
で
、
ま
づ
弥
陀
を
彼
方
に
お
い
て
、
自
分
に
対
立
せ
し
め

る
。
掃
し
て
彼
の
本
願
力
な
る
も
の
を
考
へ
る
、
:
:
:
他
力
不
可
思

議
の
論
理
を
獲
得
せ
ん
に
は
、
ど
う
し
て
も
分
別
智
の
制
約
か
ら
遁

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
自
力
の
は
た
ら
き
を
そ
の
担
抵
か
ら
覆
さ
ね
ば
な

ら

ぬ

。

完

全

集

い

第

六

巻

、

二

二

七

頁

)

こ
こ
で
大
拙
は
「
自
力
」
の
立
場
と
、
分
別
智
(
み
ず
か
ら
の
分
別
に
依

拠
し
た
認
識
)
と
を
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
る
。
親
鰭
の
言
う
よ
う

に
、
「
信
心
」
が
間
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
他
力
」
の
信
心
で
あ
っ
て
「
自
力
」
の
信
心
で
な
い
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
「
地
力
」
で
あ
る
と
「
考
え
ら
れ
た
他
力
」
も
ま
た
親
驚
の
い
う
「
他

力
」
で
は
な
い
。
大
拙
に
と
っ
て
は
、
「
他
力
」
と
は
「
自
力
」
に
よ
る

理
解
存
二
切
受
け
付
け
な
い
た
め
に
、
同
時
に
「
不
可
思
議
」
と
も
評
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
官

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
「
他
力
」
の
信
心
を
得
た
念
仏
者
に
と
っ
て
、
阿

弥
陀
仏
も
そ
の
饗
願
も
、
自
分
の
思
議
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
対
象
的
な

も
の
で
は
も
は
や
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
彼
は
述
べ
て
い
る
。
大
掛
は

刊
日
本
的
護
性
」
に
お
い
て
、
吋
蓮
如
上
人
御
一
代
記
問
書
い
で
の
表
現
に

触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
諮
っ
て
い
る
。

信
、
む
を
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
南
無
関
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
と
こ
ろ
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
詑
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
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
二
つ

に
な
っ
て
詰
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
。
偶
己
で
あ
る
自
分
を
捨
て
、
超
個
己
の
撃
性
に

呂
党
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
が
確
立
す
る
。
そ
れ
が
弥
陀
を

た
の
む
こ
と
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
、
頼
ま
れ
る
弥
陀
と
頼
む
自
分
と

が
二
つ
に
な
ら
な
い
で
、
自
分
が
自
分
を
頼
む
と
云
ふ
こ
と
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
或
は
弥
詑
が
弥
陀
自
ら
の
存
在
に
覚
醒
す
る
と
云
っ

て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
と
こ
ろ
に
成
立
つ
信
で
な
く
て
、
一

つ
が
一
つ
と
自
覚
す
る
の
が
告
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

(
吋
全
集
」
第
八
巻
、

一
六
三
頁
)

以
上
の
よ
う
に
、
大
拙
は
念
仏
者
が
み
ず
か
ら
の
は
か
ら
い
や
分
別
を
放

棄
し
た
と
き
、
弥
柁
と
念
仏
者
と
い
う
こ
者
の
分
加
す
ら
も
為
さ
れ
な
く

な
っ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
弥
陀
と
念
仏
者
が
「
一
つ
」
と
い
う
し
か
な

い
境
地
に
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
解

釈
は
、
弥
陀
と
念
仏
者
だ
け
で
な
く
、
品
川
土
往
生
と
そ
こ
で
の
浬
探
と
い

う
こ
と
も
ま
た
、
「
一
つ
」
の
宗
教
的
経
験
(
自
覚
)
の
観
点
か
ら
説
明
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
如
何
に
不
合
理
な
解
釈
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
は
そ

の
「
不
合
理
」
と
い
う
判
断
そ
の
も
の
を
、
人
間
の
自
力
の
思
議
で
あ
る

と
し
て
退
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
は
か
ら
い
を
超
え
た
他

力
の
信
心
を
得
る
と
い
う
経
験
か
ら
、
大
拙
は
「
信
と
証
と
真
悶
と
を
皆

一
つ
に
克
る
解
釈
法
も
成
り
立
ち
得
ょ
う
」
仰
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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①
「
註
生
」
と
「
二
離
趨
向
」
に
つ
い
て

次
に
、
滞
土
往
生
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
大
拙
の
解
釈
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。
大
拙
は
倍
、
心
を
得
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
浄
土
住
生
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
「

wm土
往
生
」
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
臨
終
に
際
し
て

往
生
す
る
と
い
う
臨
終
往
生
説
と
、
人
間
が
そ
の
生
の
問
に
柱
生
を
経
験

す
る
と
い
う
郎
縛
往
生
説
と
の
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
即
得
往
生

鋭
は
さ
念
多
念
文
惑
い
に
お
け
る
一
郎
に
根
拠
を
も
っ
一
方
側
、
臨
終

往
生
説
は
親
驚
の
弟
子
唯
円
の
作
と
さ
れ
る
石
川
異
抄
い
か
ら
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
吋
歎
奨
抄
い
の
言
説
を
親
機
の
思
想
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
親
驚
思
想
に
お
い
て
は
臨
終
往
生
と
却
得
往
生

と
い
う
こ
つ
の
住
生
を
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
則
。

上
述
の
よ
う
に
大
拙
の
往
生
理
解
は
、
弥
陀
か
ら
信
心
が
与
え
ら
れ
た

と
き
に
、
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
即
得
住
生
説
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
大
拙
は
「
日
本
的
謹
性
」
中
で
、
臨
終
往
生
説
に
対
し
て
批
判

を
向
け
て
い
る
ね
o

真
宗
は
時
間
を
註
練
的
に
克
ん
と
す
る
傾
向
を
も
っ
。
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
ろ
う
。

そ
れ
で
滞
土
往
生
も
死
竣
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
禅
は
こ
れ
に
反
し

て
時
間
の
円
環
姓
を
屈
持
せ
ん
と
す
る
。
(
吋
全
集
」
第
八
巻
、
九
三
一
呉
)

大
拙
は
こ
の
「
円
環
性
」
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
「
不
断
の
円
環
性
」
を

浄
土
往
生
の
本
当
の
姿
で
あ
る
と
繰
り
返
し
論
じ
る
。
そ
れ
は
往
相
還
相

と
い
う
こ
植
脱
出
向
の
潤
.
胞
と
側
関
係
し
て
く
る
日
。

二
極
趨
向
と
は
吋
教
行
信
託
」
教
巻
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
諮
ん
で
浄

土
真
宗
を
按
ず
る
に
、
二
部
の
趨
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は

還
相
な
り
。
」
と
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
親
構
思
想
の
中
核
を
な
す
概

念
で
あ
る
制
。
親
鴬
の
解
釈
に
お
い
て
、
往
相
趨
向
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の

力
に
よ
っ
て
念
仏
者
が
極
楽
海
士
に
往
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、
選
相
趨
向

と
は
、
そ
の
念
仏
者
が
浄
土
か
ら
再
び
凡
夫
の
世
界
た
る
裟
婆
世
界
に

一
民
っ
て
き
て
、
他
の
衆
生
を
救
う
よ
う
に
弥
陀
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
矯
思
想
に
お
い
て
は
、
浄
土
往
生

を
遂
げ
た
念
仏
者
は
、
そ
の
浄
土
か
ら
一
舟
び
裟
婆
世
界
へ
と
還
っ
て
く
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
よ
う
に
往
相
と
濯
相
の
二
種
廻
向
を
滞
土
往
生
の
真
相
と

し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
先
の
臨
終
往
生
説
は
、
死
後
の
往
生
と
そ
こ
か
ら

再
び
還
っ
て
く
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
拙
は
少
な

く
と
も
、
臨
終
し
た
死
者
が
浄
土
か
ら
還
っ
て
き
て
廻
向
す
る
と
い
う
考

え
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
仮
に
「
夢
告
」
の
よ
う
な
体
験
に
お
い
て
死

者
が
生
者
に
廻
向
す
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ

の
場
限
り
の
「
円
環
」
で
あ
り
、
大
拙
の
い
う
「
不
断
の
円
環
」
に
は
妥

当
し
な
い
。
従
っ
て
、
大
拙
は
即
得
往
生
説
に
刻
っ
て
往
相
選
相
二
極
廻

向
を
考
え
て
い
た
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
却
得
往
生

と
は
、
先
の
「
信
心
」
に
お
い
て
そ
う
だ
つ
た
よ
う
に
、
現
世
に
お
け
る

「
宗
教
経
験
」
と
し
て
の
往
生
に
偽
な
ら
な
い
。

以
上
、
大
拙
の
解
釈
す
る
「
往
生
」
が
現
世
に
お
け
る
即
得
往
生
で
あ

り
、
そ
の
内
実
が
二
種
遡
向
と
い
う
不
断
の
円
環
性
と
い
う
構
造
で
あ
る
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こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
そ
の
「
円
環
性
」
を
よ
り
詳
細
に
見
て
い
き
た

い
。
大
掛
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

強
一
向
の
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
、
市
し
て
そ
れ
が
循
環
的
で
あ
る
。

即
ち
、
往
栴
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

。

(

吋

全

集

」

第

六

巻

、

一

七

二

頁

)

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
往
相
廻
向
と
は
浄
土
へ
と
往
生
す
る
方
向
、
選
相

廻
向
と
は
浄
土
か
ら
還
っ
て
く
る
方
向
を
意
味
し
て
い
た
。
大
拙
の
論
は

往
栢
が
還
相
で
あ
り
、
還
相
が
往
相
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
「
浄
土
へ
往
く
こ
と
」
は
必
ず
「
浄
土
か
ら
還
っ

て
く
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
摺
は
告
心
の
決
定
と
い
う
「
宗
教
経
験
」
に
お
い
て
同
時
に
浄
土
住
生

も
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
た

G

そ
う
考
え
る
と
、
往
棺
趨
向
と
選
相
理
向

が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
宗
教
経
験
を
二
つ
の

側
面
か
ら
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

①
「
浄
土
」
に
つ
い
て

以
上
で
大
拙
の
理
解
し
て
い
た
浄
土
が
、
住
椙
還
椙
二
種
趨
向
を
経
験

す
る
も
の
と
し
て
の
滞
土
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
信

心
の
決
定
に
よ
る
郎
得
往
生
と
は
、
現
世
に
お
け
る
宗
教
経
験
に
お
い
て

浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
別
の
い
い
方

を
す
れ
ば
、
大
掛
の
主
張
す
る
「
沖
土
」
も
ま
た
、
信
心
決
定
の
経
験
の

う
ち
に
存
在
す
る
と
い
え
る
。
大
拙
は
自
ら
の
考
え
る
浄
土
を
次
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。

浄
土
は
此
土
を
離
れ
て
考
へ
ら
れ
ず
、
此
土
も
浄
土
を
離
れ
て
考
へ

ら
れ
ぬ
も
の
だ
と
云
ふ
の
が
、
愚
見
で
あ
る
。
尚
ほ
歩
を
進
め
て
云

へ
ば
、
此
土
は
絶
え
ず
浄
土
を
顧
み
て
存
立
し
、
浄
土
は
ま
た
不
断

に
此
土
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
有
つ
も
の

だ
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
。
浄
土
を
独
立
の
実
在
と
考
へ
る
限
り
、
滞
土

は
ど
う
し
て
も
受
け
取
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
と
一
五
へ
ば
此
土

が
あ
り
、
此
土
と
云
へ
ば
浄
土
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

(
吋
全
集
』
第
六
巻
、
ニ
七
j

一
三
八
頁
)

凡
夫
の
世
界
た
る
こ
の
裟
婆
世
界
を
離
れ
て
浄
土
が
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
裟
婆
世
界
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
し

て
、
浄
土
が
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
浄

土
」
と
は
、
こ
の
裟
婆
(
磁
土
)
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
、
十
万
億
土
の
彼
方

に
存
在
す
る
よ
う
な
別
控
界
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
念
仏
者
の
生
き
る

裟
婆
世
界
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
と
し
て
大
捕
は
理
解
し
て
い
た
。

「
燦
憐
菩
提
体
無
二
」
の
「
和
讃
」
は
、
浄
土
で
歌
は
る
べ
き
で
な
く
、

ま
た
裟
婆
で
散
は
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
裟
婆
即
ち
沖
土
、
浄
土

即
ち
裟
婆
と
一
五
ひ
得
る
場
所
で
な
い
と
、
そ
ん
な
「
相
殺
」
は
作
ら

れ

な

い

。

(

吋

全

集

』

第

六

巻

、

一

七

二

頁

)ω
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こ
こ
で
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
拙
の
滞
土
蹴
は
「
裟
婆
郎
滞
士
、
浄

土
部
裟
婆
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大

拙
は
浄
土
と
裟
婆
と
の
両
者
が
そ
の
も
の
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
「
裟
婆
と
滞
土
と
は
閥
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
も
っ

て
ゐ
る
。
そ
れ
は
協
同
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
、
融
化
す
べ
き
で
な
い
。
」

ω

と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
踊
者
は
往
棉
遼
栴
二
撞
蝿
向
に

よ
っ
て
織
渡
し
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
裟
婆
即
浄
土
、
滞
土
即
裟
婆
」

と
い
う
関
間
関
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
大
拙
の
論
に
お
い
て
は
、

住
椙
題
向
と
は
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
滞
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
選
栂
趨
向
と
は
そ
の
浄
土
の
は
た
ら
さ
が
実
捺
に
此
土
に
は
た
ら
き

だ
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
湘
一
向
も
「
は
た
ら
き
」
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
一
つ
の
事
態
(
経
験
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
念
仏
者

が
二
種
弼
一
向
を
経
験
し
な
い
限
り
は
は
た
ら
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。二

、
鈴
木
大
拙
の
立
場
と
曽
我
盤
深
の
立
場

以
上
の
大
拙
の
主
張
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

①
「
信
心
」
と
は
吋
教
行
信
託
い
で
一
不
さ
れ
る
よ
う
な
「
証
浬
繋
の
真
菌
」

で
は
な
く
、
「
証
淫
繋
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
①
「
往
生
」

と
は
現
世
に
お
け
る
「
却
得
往
生
」
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
「
往
相
即
還

相
、
選
相
即
住
相
」
の
不
断
の
円
環
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
①
浮
土
と

は
、
裟
婆
を
離
れ
た
別
儲
の
滞
土
で
は
な
く
、
裟
婆
に
は
た
ら
き
か
け
る

浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
大
拙
は
税
構
を
中
心
と
し
た
滞
土
教
解
釈
に
お
い
て
、
税

関
自
身
の
言
説
を
も
読
み
替
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
一
つ
の
宗
教
経
験

か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
宗
教
経
験
と
は
、
信
心
決
定
で
あ
り
、

証
浬
繋
で
あ
り
、
開
得
往
生
で
あ
り
、
住
相
廻
向
で
あ
り
、
選
相
廻
向
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
住
相
廻
向
と
還
相
廻
向
が
詞
時
に
成
り
立
つ
こ
と
か

ら
、
部
土
問
州
裟
婆
、
裟
婆
即
滞
土
と
い
う
こ
と
も
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
宗
教
経
験
の
立
場
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

大
拙
の
態
度
は
、
彼
の
神
思
想
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
の
禅

理
解
は
端
的
に
次
の
一
一
節
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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禅
で
は
無
分
別
の
分
別
か
ら
出
発
す
る
。
分
別
は
分
別
と
し
て
成
立

す
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
下
に
無
分
別
が
あ
る
、
却
ち
無
分
別
の
分

別
で
分
別
が
始
め
て
そ
の
全
機
能
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
る
。
:

禅
者
の
主
張
は
、
そ
れ
放
に
、
分
別
知
は
そ
の
中
に
無
分
加
を
蔵
す

る
こ
と
に
よ
り
て
可
能
な
る
所
以
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
が

7
7自
知
の
見
性
体
験
で
あ
る
。
禅
は
北
経
験
か
ら
分
到
の
中
へ
割

っ
て
出
る
。
見
性
も
ア
性
も
了
知
も
皆
詞
義
で
あ
る
。
侍
れ
も
無
分

別
の
分
別
で
あ
る
。
禅
経
験
と
は
こ
れ
を
云
ふ
。

(
吋
全
集
」
第
十
三
巻
、
一
三
六

1

二
一
七
百

見
性
体
験
と
は
臨
済
持
に
お
い
て
一
つ
の
理
想
と
さ
れ
る
「
借
り
」
で
あ

る
。
大
拙
に
と
っ
て
、
禅
の
悟
り
と
は
分
別
に
お
い
て
無
分
別
が
は
た
ら

き
だ
す
「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
の
分
別

の
背
後
に
は
分
別
そ
の
も
の
を
な
り
た
た
せ
る
「
無
分
別
」
が
あ
り
、
分



関
の
対
象
と
な
り
得
な
い
、
す
な
わ
ち
思
議
し
得
な
い
そ
の
「
無
分
別
」

に
よ
っ
て
、
我
々
の
「
分
別
」
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
彼
は
「
無
分

別
の
分
別
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

大
拙
の
滞
土
教
理
解
は
基
本
的
に
こ
の
「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
構

造
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
「
無
分
別
」
と
「
分
別
」
と
い

う
二
分
法
を
浄
土
教
の
文
服
に
も
当
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
引

用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
被
は
浄
土
の
は
た
ら
き
が
裟
婆
に
お
い
て
は

た
ら
く
こ
と
を
真
宗
の
宗
教
経
験
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
こ
の
「
滞
土
」
が
我
々
人
間
の
思
議
の
対
象
と
し
て
の
「
品
川
土
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
憾
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
浄
土
」
と

は
念
仏
者
の
自
力
の
は
か
ら
い
が
否
定
さ
れ
た
と
き
、
初
め
て
赴
く
こ
と

の
で
き
る
境
地
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
「
浄
土
」
が
経
験
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
思
議
・
分
加
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
経
験
で

は
な
い
。
そ
し
て
他
方
、
「
裟
婆
」
と
は
我
々
が
思
議
・
分
別
に
よ
っ
て

世
界
を
認
識
す
る
境
地
と
し
て
彼
は
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。
裟
婆
と

浄
土
と
い
う
、
相
反
す
る
こ
つ
の
境
地
を
、
二
つ
の
も
の
と
し
て
分
け
て

い
る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
裟
婆
に
お
け
る
は
か
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
裟

婆
に
お
け
る
自
力
の
は
か
ら
い
が
否
定
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
裟
婆
と
浄
土

と
を
隔
て
て
い
る
「
分
別
」
そ
の
も
の
も
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と

き
念
仏
者
の
意
識
に
お
い
て
初
め
て
「
裟
婆
即
浄
土
、
滞
土
即
裟
婆
」
と

い
う
関
係
が
可
能
と
な
る
。
大
拙
は
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
浄
土
が
不

断
に
裟
婆
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
不
可
思
議

な
無
分
別
が
、
分
加
の
境
地
に
は
た
ら
き
だ
す
と
い
う
こ
と
と
開
じ
関
係

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
拙
は
自
ら
の
禅
理
解
を

も
っ
て
滞
土
教
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
真
宗
の
側
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
大
拙
の

解
釈
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
滞
土
真
宗
の

教
学
者
で
あ
る
曽
我
最
深
(
一
八
七
五

1
一
九
七
一
年
)
は
大
拙
の
「
滞

土
」
解
釈
に
対
し
て
直
接
、
論
を
戦
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
制
。
そ
こ
で
両

者
の
相
違
が
最
も
明
確
に
な
っ
た
点
が
「
体
」
と
「
義
」
の
問
題
で
あ
る
。

曽
我
は
、
得
生
の
経
験
で
あ
る
「
体
」
と
教
義
で
あ
る
「
義
」
を
明
躍
に

立
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
拙
の
解
釈
に
反
論
し
て
い
る
。
曽
我
は
大

拙
の
い
う
「
裟
婆
即
浄
土
」
と
い
う
事
態
を
「
体
」
と
し
て
は
認
め
つ
つ

も
、
や
は
り
教
義
た
る
「
義
」
を
た
て
る
こ
と
を
重
要
撹
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
以
下
の
よ
う
な
発
言
か
ら
は
っ
き
り
と
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
・
・
・
体
は
一
つ
で
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
義
と
い
う
も
の
は
、
ち
ゃ
ん

と
筋
道
を
た
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
れ
で
筋
道
を
た
て
て
話
を
す

る
た
め
に
、
沖
土
と
い
う
も
の
と
裟
婆
と
い
う
も
の
を
話
し
な
さ
る

の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
裟
婆
と
浄
土
と
二
つ
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
で
す
わ
、
体
か
ら
み
れ
ば
一
つ
で
す
わ
。
」

(
叫
坐
談
集
い
第
四
巻
、
一
五
回
頁
)

「
私
ら
は
そ
の
識
と
い
う
も
の
を
混
乱
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
鈴
木
先

生
の
話
を
開
く
と
、
識
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
体
の
同
一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
を
主
張
さ
れ
て
、
識
の
ち
が
う
こ
と
を
軽
く
お
考
え

に

な

る

。

」

(

「

坐

談

集

い

第

四

巻

、

一

五

随

一

員

)

「
い
や
体
ば
か
り
で
な
く
て
で
す
ね
。
体
の
上
に
動
く
と
い
う
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
は
、
や
は
り
私
ど
も
は
一
歩
し
り
ぞ
い
て
意
識
を
考
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え
る
と
い
う
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
思
索
と
い
う
こ
と
が
・
・
・
。
そ

り
ゃ
体
験
と
い
う
こ
と
は
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
思
索
と
い
う
こ
と
が

志
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
え
い
え
、
識
と
い
う
の
は
思
索
の
ほ
う
で
あ
り

ま

す

心

ミ

生

談

集

」

第

四

巻

、

一

五

六

度

)

大
拙
の
「
搾
土
)
解
釈
の
特
質
は
、
曽
我
の
指
摘
に
よ
っ
て
よ
り
明
推
な

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
大
拙
と
曽
我
の
碍
者
は
磁
か
に
根
本
の
「
体
験
」

が
「
裟
婆
即
滞
土
、
滞
土
即
裟
婆
」
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
、
と
い
う

点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
曽
我
も
同
線
に
却
得
往
生
説
の
立
場

に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
義
を
そ
の
体
験
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
関
係
さ
せ
る
か
と
い
う
点
で
両
者
の
立
場
は
異
な
っ
て
い
る
。
静
我
は

凡
夫
に
縛
生
体
験
を
与
え
る
た
め
に
は
、
指
導
者
は
一
度
そ
の
体
験
そ
の

も
の
の
立
場
か
ら
離
れ
て
(
一
歩
し
り
ぞ
い
て
)
、
仮
に
筋
道
を
た
て
て

教
識
を
扱
う
の
だ
と
い
う
泌
し
か
し
他
方
、
大
拙
は
自
ら
の
主
張
す
る
「
無

分
別
の
分
別
」
の
体
験
に
郎
さ
な
い
言
説
は
、
「
歴
史
的
に
伝
統
思
想
に

敬
意
を
表
し
た
も
の
に
す
ぎ
」
ず
、
「
世
間
一
般
の
論
理
文
は
心
理
に
譲

亭
し
た
一
種
の
方
創
出
説
と
解
せ
ざ
る
を
得
」
な
い
と
断
言
し
て
い
る
ω
。

彼
は
曽
我
の
指
摘
の
通
り
、
体
験
の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
教
識

を
扱
お
う
と
し
て
お
り
、
?
」
の
極
の
言
語
文
字
を
、
読
み
得
、
解
し
得

る
力
は
、
分
別
的
知
性
に
は
な
ュ
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

結
以
上
、
大
拙
と
曽
我
量
深
に
お
け
る
「
義
」
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
た
。

「
義
」
は
大
拙
と
っ
て
も
曽
我
に
と
っ
て
も
方
便
と
し
て
の
は
た
ら
き
を

も
っ
。
し
か
し
、
静
我
の
解
釈
に
お
い
て
、
「
義
」
と
は
経
典
や
祖
師
の

論
警
の
記
述
に
そ
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
(
念
仏
者

側
人
の
体
験
か
ら
は
距
離
を
陸
い
た
も
の
)
で
あ
る
一
方
、
犬
拙
に
と
っ

て
「
義
」
と
は
必
ず
「
体
」
か
ら
、
す
な
わ
ち
宗
教
経
験
が
は
た
ら
き
だ

す
こ
と
に
よ
っ
て
諮
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
彼
は
経
典
や
論
警
の
記
述
を

自
ら
の
経
験
に
即
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
義
の
位
置
づ
け
の
差
異
か
ら
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
前

提
と
し
て
い
る
立
場
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
真
宗

の
教
学
者
と
し
て
静
我
は
、
ま
ず
凡
夫
を
信
心
決
定
の
得
生
経
験
へ
と
導

く
た
め
に
論
理
立
て
て
、
教
義
を
説
く
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
教
行
信
託
」

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
「
託
混
繋
」
と
そ
の
真
因
た
る
「
信
心
」

を
区
別
す
る
こ
と
、
往
柏
田
向
と
還
椙
田
向
を
一
也
別
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
親
機
の
態
度
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
曽
我
の
立

場
は
「
ど
う
す
れ
ば
往
生
が
可
能
か
」
と
い
う
点
を
開
題
に
し
て
い
る
。

他
方
、
大
拙
は
そ
の
よ
う
な
往
生
の
た
め
の
筋
道
(
真
因
と
し
て
の
信
、
与

を
、
往
生
や
一
社
溜
換
の
体
験
と
同
一
化
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
「
ど

う
す
れ
ば
往
生
が
可
能
か
」
と
い
う
点
よ
り
も
、
「
往
生
の
体
験
と
ほ
ど

の
よ
う
な
も
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
教
義
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
は
臨
済
禅
の
参
禅
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
宗
教
経
験
を
自
覚
し
た

と
い
う
が
ω
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
在
家
の
居
主
で
あ
り
、
宗
門
の
教
学
者

で
は
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
禅
学
者
と
し
て
、
禅
の
根
本
た
る
見
性
体

験
(
と
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
の
得
生
体
験
)
を
可
能
な
限
り
言
語

化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
の
言
説
に
は
「
ど
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う
す
れ
ば
註
生
が
可
能
か
」
と
い
う
観
点
よ
り
も
、
「
往
生
の
体
験
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
い
う
点
が
際
だ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
解

釈
に
お
い
て
、
凡
夫
が
往
生
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
踏
む
べ
き
信
心
そ
の

も
の
が
、
呂
的
で
あ
る
往
生
と
同
格
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

彼
の
一
一
一
一
口
説
は
す
で
に
見
性
体
験
(
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
同
時
に
得
生

体
験
)
を
経
た
見
地
か
ら
の
発
言
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
と
も
と
凡
夫
の
宗

教
と
し
て
弘
ま
っ
た
は
ず
の
浄
土
教
が
、
見
性
体
験
を
経
た
い
わ
ゆ
る
「
党

者
」
の
立
場
か
ら
、
そ
の
「
党
」
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
大
拙
の
浄
土
教
解
釈
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
党
」

を
前
提
と
し
た
立
場
か
ら
、
「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
体
験
の
構
造
を

も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
大
拙
の
津
土
教
解
釈
に
お
け
る

禅
的
側
面
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
第
三
十
二
回
大
会
で
の
研
究
発
表

を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(I)注

彼
が
積
極
的
に
浄
土
教
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
背
景
に

は
、
彼
が
一
九
一
二
年
に
学
溜
院
大
学
か
ら
浄
土
真
宗
の
大
谷
大
学

へ
と
籍
を
移
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
大
拙
は
津
土
真
宗

の
大
谷
大
学
と
い
う
学
問
的
環
境
の
な
か
に
あ
っ
て
、
平
く
か
ら
考

え
て
い
た
禅
と
浄
土
教
と
の
問
の
課
題
を
、
自
か
ら
の
課
題
と
し
て

捉
え
た
。
大
拙
が
民
大
学
に
赴
任
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

「
浄
土
系
思
想
論
』
の
成
立
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
(
吉

田
紹
欽
「
鈴
木
大
拙
そ
の
人
と
そ
の
思
想
」
春
秋
社
一
九
九
三
年
、

八
七
頁
)

な
お
、
大
拙
は
「
浄
土
系
思
想
」
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
浄
土
真
宗

も
し
く
は
親
機
の
思
想
を
中
心
に
し
て
真
宗
に
お
け
る
七
高
僧
と
い

わ
れ
る
浄
土
教
の
思
想
家
た
ち
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
大
拙
の
立
場
が
真
宗
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
彼
は
一
一
過
を
は
じ
め
と
し
て
具
宗
以
外
の
念
仏
者
を
も
扱
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
真
宗
の
立
場
の
み
を
「
滞
土
系
思
想
」

と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
陪
様
に
本
稿
も

「
浄
土
教
」
と
い
う
誌
を
真
宗
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
剤
い

。

ザ

hv「
信
心
為
本
」
と
い
う
詰
は
親
矯
自
身
の
語
で
は
な
く
、
彼
を
解
釈

し
た
蓮
如
の
言
葉
で
あ
る
。
州
問
え
ば
「
御
文
章
』
に
は
「
聖
人
一
流

の
御
勧
化
の
お
も
む
き
は
、
信
心
を
も
っ
て
本
と
せ
ら
れ
候
う
。
」

と
あ
る
。
(
真
宗
聖
典
編
纂
委
員
会
編
吋
真
宗
型
典
』
東
本
願
寺
出

版
部
一
九
七
八
年
、
八
三
七
頁
)

伊
藤
時
之
(
校
注
)
「
新
湖
沼
本
占
典
集
成
歎
輿
抄
三
帖
和
讃
」

新
潮
社
一
九
八
一
年
(
以
下

Zm興
抄
三
帖
和
讃
」
)
、
二

O
五
頁

星
野
元
豊
・
石
田
充
之
・
家
永
三
郎
(
校
注
)
刊
日
本
思
想
大
系
日

親
機
い
岩
波
書
庖
一
九
七
一
年
{
以
下
吋
日
本
思
想
大
系
税
構
」
)

七
二
頁
、
八
四
頁

沼
山
版
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
六
巻
お
波
幾
百

年
(
以
下
吋
全
集
」
)
、
一
二
七
頁

(2) (3) (4) (5) j
 

p
n
u
 

(
 

九
ぺ
へ
f
}

一
九
七

;
-
ノ
ノ
一
;
戸
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(7) (8) 

例

え

ば

第

一

条

で

は

、

「

弥

陀

の

本

願

に

は

、

老

少

・

蕃
惑
の
入
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
倍
心
を
嬰
と
す
と
知
る
べ
し

o
h本

願
を
倍
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
、
も
婆
に
あ
ら
ず
。
」
と
諮
ら
れ
て
い
る

0

2
歎
輿
抄
一
一
一
粘
和
讃
町
二
一
貫
)

例
え
ば
「
真
実
界
は
不
可
問
思
議
界
で
あ
る
、
不
可
思
議
光
で
あ
る

;
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
吋
全
集
」
第
六
巻
、
二
五

O
頁
)

吋
全
集
い
第
六
巻
、
一
二
回
一
員

郎
得
柱
生
説
の
根
拠
と
な
る
一
節
は
、
三
念
多
念
文
意
い
に
一
不
さ

れ
て
い
る
。
「
真
実
鰭
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
、
較
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
呂
お
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
緊
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
嬢
吋
親
議
全
集
第
四
巻
い
春
秋
社
一
九
八
六
年
、
二
九
一

1

二
九
二
頁
)

伊
藤
益
氏
は
さ
念
多
念
文
意
出
(
一
二
五
七
年
)
と
広
州
異
抄
い

(
一
二
五
六
年
前
後
)
の
成
立
を
同
時
期
と
見
な
し
た
場
合
、
「
親
機

は
信
、
む
の
決
定
時
と
往
生
の
完
成
時
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
相
反

す
る
こ
つ
の
克
解
を
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
提
示
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
α

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
伊
藤
益
叫
親
鷲
i
悪
の
思
想
」
集
英
社

二
O
O
一
年
、
一
七
回
頁
)
)

大
拙
は
臨
終
往
生
説
で
は
な
く
郎
得
往
生
説
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
、
臨
終
往
生
説
の
根
拠
と
な
っ
た
「
歎
異
抄
」
の
一
節
を

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
大
拠
自
身

立0)(9) 叫幻
唱

B
A

(12) 

(13) 

が
こ
の
問
題
を
誼
接
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
軍
加
盟
ハ
抄
」
の
記

述
が
弟
子
唯
円
の
悩
み
に
対
し
て
の
対
機
説
法
で
あ
る
と
捉
え
る
な

ら
ば
、
そ
の
限
り
で
却
得
往
生
説
を
考
嵐
の
外
に
お
い
て
発
言
し
て

い
た
、
と
捉
え
る
こ
と
で
、
こ
の
問
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

市
神
土
系
思
想
論
い
で
辻
、
?
」
れ
は
円
環
的
運
動
で
あ
る
か
ら
、
頗

と
信
と
の
関
に
は
不
断
の
往
還
が
あ
る
。
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
o

Q
全
集
い
第
六
巻
、
二
三
七
翼
)

浄
土
教
思
想
史
に
お
い
て
、
親
構
に
先
駆
け
て
往
相
・
還
椙
湘
一
向
の

二
極
趨
向
を
論
じ
た
の
は
、
器
購
(
四
七
六
j
五
四
二
年
)
で
あ
る
。

し
か
し
、
鍾
鰭
の
吋
浄
土
論
註
」
で
示
さ
れ
る
往
相
還
相
の
「
廻
向
」

は
念
仏
者
自
身
の
功
徳
を
さ
し
向
け
る
こ
と
で
あ
り
、
親
驚
は
そ
れ

ら
を
阿
弥
詑
仏
の
趨
向
で
あ
る
と
読
み
変
え
て
い
る
。
(
村
上
速
水

「
親
矯
教
義
と
そ
の
背
景
」
永
田
文
畠
堂
一
九
八
七
年
、
二
一
一
一
一
員
)

こ
こ
で
い
う
「
和
讃
」
と
は
税
驚
の
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
中
の
「
本

顧
問
頓
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て
、
煩
悩
菩
提
体
無
二
と
、

す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む
」
と
い
う
備
で
あ
る
。
(
『
欺
巽
抄

三
帖
和
讃
」
、
一
一
一
頁
)

去
十
五
芝
第
六
巻
、
二
七
九
頁
ま
た
別
の
笛
所
で
は
、
浄
土
と
裟

婆
が
相
対
立
し
、
相
互
に
否
定
し
あ
う
こ
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
裟

婆
郎
浄
土
、
浄
土
即
裟
婆
」
で
あ
る
こ
と
が
指
締
さ
れ
て
い
る
。
(
吋
全

集
」
第
六
巻
、
一

O
九
貰
)

こ
の
一
節
は
一
九
時
三
年
の
請
け
の
思
想
」
よ
り
引
用
し
た
。

吋
浄
土
系
思
想
論
」
に
は
、
「
極
楽
を
知
性
と
感
覚
の
方
面
よ
り
見
る
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U9) 

限
り
、
物
質
的
な
も
の
、
即
ち
時
間
的
・
空
間
的
と
な
る
。
そ
れ
で

は
ど
う
し
て
も
本
当
の
安
心
は
得
ら
れ
ぬ
。
安
心
は
霊
性
に
属
す
る

の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
(
吋
全
集
」
第
六
巻
、
七
二
頁
)

一
九
六
一
年
比
叡
山
ホ
テ
ル
に
て
、
大
拙
、
西
谷
啓
治
、
曽
我
輩
深
、

金
子
大
栄
の
問
者
に
よ
る
座
談
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
座
談
会
の
記

録
が
諸
税
矯
の
世
界
』
と
し
て
「
鈴
木
大
拙
坐
談
集
」
読
売
新
際
社

一
九
七
二
年
(
以
下
叫
坐
談
集
い
)
第
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

京
エ
談
集
」
第
四
巻
、
二
ハ
九
一
員

「
全
集
い
第
六
巻
、
二
四

O
頁

吋
全
集
い
第
六
巻
、
七
五
頁

大
拙
は
二
十
五
才
の
と
き
、
円
覚
寺
で
の
接
心
で
晃
性
し
た
と
い
う
。

(
「
鈴
木
大
拙
選
集
新
装
版
加
巻
鈴
木
大
拙
の
人
と
学
問
い
春
秋
社

一
九
七
五
年
、
一
八
四
頁
)
ま
た
「
枇
月
龍
現
著
作
集
7
」
に
よ
る

と
、
二
十
六
才
と
さ
れ
て
い
る
。

(23) (22) (2]) (20) 

は
す
ぬ
ま
・
な
お
た
か

筑
波
大
学
大
学
院
)
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