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鈴
木
大
拙
に
お
け
る
「
如
」
の
理
解
-
-
 
禅
と
真
宗
-
-末

　
村
　
正
　

代

一
　

序

「
如

」

と

は

、

サ

ン
ス

ク

リ

ッ
ト

語

ｔａ
ｔｈ
ａ

の

漢
訳

語

で

あ

る
。

こ

の

t
a
t
h
a
の
語
義
は
、
「
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
指
示
詞
で
あ
る
。
ま
た
中
国

語

に

お

け

る

「
如

」

の
語

も
、
「
～

の
ご

と

く
」

と

い

う
助

動

詞

と

し
て

用
い
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
意
は
t
a
t
h
a
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か

し
中

国
仏

教
以

降
、
如

は
本

来

の
指
示

詞

と

し
て

の
働

き
か

ら
大

き

な
飛
躍

を
遂

げ
、
最

終
的

に

は
真

と

い
う
接
頭

語

が
付

さ

れ
た
真
如

の

よ

う
に

、
名

詞
的

真
理

性

を
帯

び
た
語

と

し
て
使

用

さ

れ
る
こ

と
と

な
る
。

こ
の
如

が
特

に

重
視

さ
れ

る
経
典

が
、

大
乗

仏
教

の
先

駆

で
あ

る
般
若

経

典

で

あ
る

。
一
般

に
般

若

経
典

と
は
空

を
説

く
経

典
で

あ
る
と

言
わ

れ

る
。

と

こ
ろ

が
、
例

え

ば
南
宗

禅
に

お

い
て
重

視

さ
れ

た
「
金
剛

般

若
経
」

で

は
所
謂

「
空
性

」

の
意

で

あ

る
ｓｕ
ｎ
ｙ
ａ

と

し
て

の
空

は

一
度

も
登
場

す

る

こ
と

な

く
、

そ
の
代

わ
り

と
し
て

空

と
同
義

で

あ

る
無
我

や
如

な

ど
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
般
若
経
典
の
成
立
は
、
t
a
t
h
a
の
訳
語
を
真
如
と
確

定
さ
せ
た
菩
提
流
支
（
？
―
五
二
七
）
や
玄
奘
（
六
〇
二
―
六
六
四
）
の

時
代
よ
り
大
き
く
遡
る
の
で
、
彼
ら
と
同
様
に
t
a
t
h
a
を
如
と
漢
訳
し
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
後
の
真
如

の
よ
う
な
固
定
的
・
実
体
的
な
意
味

は
有
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
般
若
経
典

に
お
け
る
如
と
は
、
絶
対
的
真
理
を
意
味
す
る
名
詞
的
表
現
で
は
未
だ
な

く
、
「
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
事
物
の
様
相
を

表
わ
す
本
来
の
指
示
詞
的

表
現
で
あ
っ
た
。

他
方
、
日
本
に
お
い
て
如
を
重
ん
じ
た
仏
教
者
は
浄
土
真
宗
開
祖
、
親

鸞
（
一
一
七
三
-
一
二
六
二
）
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
の
如
と
は
、
晩

年
門
弟
に
宛
て
た
書
簡
『
末
燈
鈔
』
の
中
で
語
ら
れ
た
「
自
然
法
爾
」
に

当
た
る
。
自
然
法
爾
と
は
、
「
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

が
凡
夫
の
計
ら
い
を
超

え
て
お
の
ず
か
ら
そ
の
よ
う
に
あ
る
が
ま
ま
に
あ
ら
し
め
る
」
と
い
う
意

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
そ
の
よ
う
に
」
は
、
単
に
凡
夫
を
念
仏
修
行
へ
と
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向
か
わ
せ
る
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
誓

願
は
煩
悩
熾
盛
の
現
象
界
を
如

と
し
て
然
ら
し
め
て

い
る
、
と
い
う
こ
と

も
含
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
般
若
経
典

と
自
然
法
爾
に
お
け
る
如
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
時
代
と
場
所
を
異
に
す
る
両
者
に
通
底
し
て
い
る
思
想
を
明

ら

か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
手
が
か
り
と

し
て
、
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
－

一
九
六
六
）
の
思
想
を
援
用
し
た
い
。

大
拙
は
高
名
な
禅
者
で
あ
り
禅
に
関
す
る
著
作

が
多
数
遺

さ
れ
て

い
る

が
、
そ
の
思
想
は
禅
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
即
非
の
論
理

を
提
示
し
た
般
若
経
典
に
関
す
る
論
考
や
自
然
法
爾
、
つ
ま
り
真
宗
に
関

す
る
も
の
も
多
く
著
し
て
い
る
。
禅
宗
と
真
宗
は
別
宗
派
で
あ
り
、
当
然

別
々
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
し
か
し
後
に
詳
述

す
る
が
、
禅
者
で
あ
る
大
拙
は
両
者
に
ひ
と
つ
の
真
理
を
見
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
大
拙
の
思
想
を
通
し
て
禅
と
真
宗
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の

真
理
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
に
、
最
初
期
の
般
若
経
典
で
あ
り
後
代
、
特
に

禅
宗
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
『
金
剛
般
若
経
』
と
、
自
然
法
爾

に
関
す
る

大
拙
の
論
考
に
基
づ
い
て
般
若
経
典
と
真
宗
に
お
け
る
「
如
」
の
思
想
を

探
り
た
い
。
般
若
経
典
の
如
、
つ
ま
り
後
に
『
大
乗
起
信
論
』
に
よ
っ
て

中
国
・
日
本
仏
教
を
席
巻
す
る
名
詞
的
絶
対
真
理
と
し
て
の
真
如
以
前
の

t
a
t
h
a
の
原
初
形
態
は
、
「
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
指
示
詞
と
し
て
何
を
指

し
示
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
晩
年
に
「
お
の
ず
か
ら
そ
の
よ
う
に
あ
る

が
ま
ま
に
あ
ら
し
め
る
」
と
い
う
自
然
法
爾
の
境
涯
に
た
ど
り
着

い
た
親

鸞

は

、
「
そ
の

よ

う
に
」

に
何

を
見

出

し
て

い
た

の
か

。
両

者

に
通

底

す

る
思
想

と

は
何

か
。
大

拙

の
思
想

を
追

う
こ
と

は
、
こ

れ
ら

の
問

い
に
対

し
て
大

き

な
示

唆

を
与

え
て

く
れ

る
だ

ろ
う
。

二
　

如

・

般

若

経

典

・

自

然

法

爾

ニ
-
Ⅰ
　
如

前
述
の
通
り
、
如
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
t
a
t
h
a
及
び
ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｔ
ａ
と

い
う
指
示
語
の
漢
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
t
a
t
h
a
Ｒ
Ｉ
に
t
a
と
い
う
名
詞
語
尾
が

付

く
こ

と
に

よ

っ

て
抽
象

名

詞
化

さ
れ
た

も

の

が
ｔａ
ｔｈａ
ｔａ

で

あ
り

、
直

訳

す

る
と

す
れ

ば

「
そ
の
よ

う
で

あ

る
こ
と
・

も
の

・
状
態

・
人
」

と

い

う
意
味

に

な
る
だ

ろ

う
。
こ

の
よ

う
に
抽
象

的

な
原
義

を
持

つ
語

で
あ
り

な

が
ら
、
如

は
漢

訳
仏

典
に

お

い
て

非
常

に
多
用

さ
れ

て
お

り
、

そ
の
意

味

も
多

岐
に

わ
た

る
。

本

論

に
入

る
前

に

、
ｔａ
ｔ
ｈａ
ｔａ

の
訳

語

の
変

遷

に

つ

い
て
少

し

触

れ
て

お

き
た

い
。
ｔａ
ｔ
ｈａ
ｔａ

は
初

め

か

ら
如

・
真

如

と
訳

さ
れ

て

い
た

の

で

は

な

く
、
仏
教

伝
来

当
初

は
本

無
と

訳

さ
れ
て

い
た
。

も
ち
ろ

ん

こ
れ
は
老

荘
思

想

の

無

を
媒

介

と

し

て
受

容

さ

れ
た

格

義
仏

教

的

な
訳

語

で

あ

る

が
、

単

な

る
虚
無

に

と

ど
ま

ら

な

い
ｔａ
ｔｈａ
ｔａ

は
理

解

し
難

い
言
葉

で

あ

り
、

土
着

の
思
想

を
代

用
し

な
け

れ
ば
把

握
で

き
な
か

っ
た

と

い
う

の
は

致
し

方
な

い
こ

と
だ

っ
た

の
だ
ろ

う
。
本

無
と
意

訳

す
る
時
代

が
し
ば

ら

く
続

い
た

後
、
ｔａ
ｔｈａ
ｔａ

を
初

め

て
如

・
如

如

と
訳

し

た

の

は
曹

魏

の
康

僧

鎧

（
生

没
年

未

詳

）
に

よ

る

『
無

量

寿
経
』
（
二

五

二
訳

出

）
で

あ

っ

た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
無
叉
羅
に
よ
る
『
放
光
般
若
経
』
（
二
九
一
訳
出
）
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に
も
如

の
語

が
見

ら

れ
る

。
こ

う
し

て
、

本
無

・
如

・
如
如

・
如

相

な

ど

の
語

が
入

り
乱

れ
て
使

用

さ
れ

る
時
代

が
続

く
こ
と

に
な

る
の

だ

が
、

そ

の
状
況

を
打

ち
破

っ

た
の

は
、
釈

道
安
（
三

二

一－

三

八
五

）・
竺

仏
念
（
生

没

年
未

詳
）

と
鳩

摩
羅

什

（
三
四

四
－

四

一
三
／

三
五

〇
－

四
〇

九

）
で

あ
る
。

釈
道

安

は
『
放

光
般

若
経

序
』
や

『
道
行

般

若
経
序

』
に
お

い
て

、

そ
れ

ま

で
単

な
る
常

用
語

で

あ

っ

た
真

如

を
本

無

に

代
わ

る

ｔａ
ｔｈａ
ｔａ

の

訳
語
と
し
て
採
用
し
た
。
竺
仏
念
は
『
菩
薩
瓔
珞
経
』
（
三
七
六
訳
出
）

中
で
t
a
t
h
a
t
a
の
訳
語
と
し
て
本
無
も
用
い
て
い
る
が
、
如
・
真
如
・
如
如
・

如

爾

な

ど
も
使
用

し
て

い
る
。

こ
の
両

者

の
翻
訳

に

格
義
仏

教
脱

出

の
萌

芽

を
見

る
こ
と

が
で

き
る
。
し
か

し

そ
の
理

解

を
さ

ら
に
徹
底

し

た

の
は
、

鳩
摩
羅
什
で
あ
る
。
彼
は
ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｔ
ａ
に
対
し
て
、
本
無
・
如
・
如
如
・
大

如

と

い
う
訳
語

を

い
ず

れ

も
使

用

し
て

い
る
の

だ

が
、
羅
什
以

前

の
翻

訳

に

お

け

る
本

無

を
積
極

的
に
如
・
如

如
・
如

相

な
ど
と

言

い
換

え
て

い
る
。

そ

し
て

さ
ら
に
言

え

ば
、
羅

什

は
如
・

如
如

・
如

相

な
ど

を
多
用

す

る
一

方

で
真

如

は
一
度

も
使
用

し

な

か
っ
た

。

そ

の
真

意

を
知

る
こ
と

は
叶

わ

な

い

が
、
真

如

の
「
真

」
に

何

か
し

ら
の
実

体
性

を

感
じ

て

い
た

の
で

は

な

い
だ

ろ

う
か
。

そ

し
て
菩

提
流

支

か

ら
玄
奘

に
至

っ
て
、
最

終

的

に
真

如

が

ｔａ
ｔｈａ
ｔａ

の
訳

語

と
し
て

ほ
ぽ

確
定

さ
れ

る
。

ニ
―
Ⅱ
　
般
若
経
典

次

に

元

と

な

る
テ

キ

ス

ト

で
あ

る
般

若

経

典
に

つ

い
て
概

説

し

て

お

く

。
般

若

と
は
六

波
羅
蜜

の
う

ち
の

ひ
と

つ
で

あ

る
般

若
波
羅

蜜

の

こ
と

を
指
し
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
、
般
若
は
p
r
a
j
n
a
の
音
写

語

と

し

て
智

慧

を
、

波

羅

蜜

は
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｍ

ｉｔａ

の

音
写

語

と

し
て

完

成

を

意

味

す
る
。

し
た

が
っ
て
般

若
波
羅

蜜

と
は

、
智
慧

の
完
成

と

い
う
意
で

あ

る
。

般
若

経
典

に
は
数

多

く

の
種

類

が
あ

り
、
そ

れ

ぞ
れ
の
蛩

や
年
代

は

多
岐

に
わ

た

る

が
、

大
部

分

が
『
（
摩

訶
）

般

若
波
羅

蜜

経
』

と

い
う
名

を
冠

し
て

い
る
の
で

、
一

括

し
て

般

若
経
典

群
と
呼

ば

れ
る
。

古
く

は
大

乗
仏
教
の
先
駆
的
経
典
と
し
て
登
場
し
た
『
道
行
般
若
経
』
『
小
品
般
若
経
』

『
八

千

頌
般

若
経

』

か

ら
最

終
段

階

に
集
大

成

と

し
て
登

場

す

る

『
大

般

若

経
』

ま

で

、
漢

訳

だ

け

で

も
合

計

四
二

種

類
以

上

の
経

典

が
存

在

す

る
。大

拙

が
多
用

し
た

『
金
剛

般
若

経
』

は
般

若
経
典

群

の
ひ
と

つ
で
、

成

立

史

に
関

し
て

は
諸
説

あ

る
。
先

述

の
よ

う
に
、
空

と

い
う
語

を
用

い
な

い

こ
と

か

ら
お

そ
ら

く
最

初

期

の
も

の
で

あ

る
と
考

え

ら
れ
て

い
る

が
、

実

際

に
他

の
般

若

経
典

に

先
行

す

る

も

の
か

ど
う

か
は
未

確
定

で

あ

る
。

サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト

原
典

が
多

く
の
地

に
伝
え

ら
れ
諸
語

に
翻
訳

さ
れ
て

い

る

こ
と
、

イ

ン
ド
に

お

い
て

は
無

著
・
世

親
、

中
国

に
お

い
て

は
天

台
大

師

智
頭

・
吉

蔵

な
ど

に
よ

る
註
釈

が
遺

さ

れ
て

い
る
こ
と

な
ど

を
考
慮

す

る
と

、
こ

の
経

典

が
い
か

に
各
地

で

重
視

さ
れ
て

い
た
か

が
わ

か
る

だ
ろ

う
。

特
に
中

国
仏

教

は
こ

れ
を
重

視

し
、
敦
煌

写
本

の
最
多

数

が
こ

の
経

典

で

あ

っ
た
。

漢
訳

に

は
鳩

摩
羅

什
・

菩

提
流
支

・
真

諦
・

達
磨

笈
多

・

玄

奘

・
義
浄

に

よ
る
六

種

が
あ
り

、
達

磨
笈
多

・
玄
奘

に
至

っ

て
は
二
度

の
翻

訳
を
行

っ
て

い
る

が
、
中
国

と
日

本
に

お

い
て

も

っ
と

も
広

く
読

ま

れ
た

も
の

は
羅
什

に
よ

る
翻

訳
で

あ

っ
た
。

六
祖
慧
能

が
「
応
無

所
住
而

生

其

心
」

と

い
う
一
節

で
頓

悟
し

た

こ
と

が
知

ら

れ
て

い
る
よ

う
に
、
中

で

も
禅

宗

に
お

い
て
重
要

視

さ
れ

る
。



ニ
ー
Ⅲ
　
自
然
法
爾

最
後
に
自
然
法
爾
に

つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
た
い
。
自
然
法
爾

と
は

八
六
歳
の
親
鸞
が
弟
子
顕
智
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
用

い
た
言
葉
で

あ

り
、
主
と
し
て
「
自
然
法
爾
書
簡
」
「
自
然
法
爾
章
」
と
し
て
『
末
燈
鈔
』

の
も
の
が
引
用
さ
れ

る
。
テ

キ
ス
ト
と
し
て
は
計
三
編
が
存
在
す
る
が
、

『
末
燈
鈔
』
所
収
の
も
の
に
は
他
の
二
編
の
一
部
が
欠
落
し
て
い
る
。
自

然
法
爾
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
然
と
法
爾

が
ほ
ぽ
同
義
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
文
の
自
然
に
関
す
る
解
説
を
引
用
す
る
。

自
然
と

い
ふ
は
、
自
は
を
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に

あ
ら
ず
、
然
と
い
ふ
は
し
か
ら
し
む
と

い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
し
か
ら

し
む
と
い
ふ
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か
ひ
に

て
あ
る
が
ゆ
へ
に
法
爾
と
い
ふ
。

こ
の
「
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
む
」
は
論
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
る

部
分
で
あ
る
。
自
然
法
爾
に
関
す

る
研
究
は
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
内
実
も

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
解
釈
の
両
極
の
み
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
一
極

は
自
然
法
爾
と
は
現
象
界

の
あ
り
の
ま
ま
を
指
す
と
い
う
衆
生
の
側
に
軸

足
を
置
い
た
立
場
で
あ
り
、
も
う
一
極
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ
っ
て
衆

生
が
往
生
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
に
軸
足
を
置
い
た
立
場
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
の
よ
う
な
い
ず
れ
か
に
偏

っ
た
立
場
で
は
な
く
、
仏

と
衆
生
を
と
も
に
表
わ
す

と
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
法
爾

は
先
行
研
究
に
お
い
て
多
種
多
様
に
解
釈
さ
れ
、
簡
単
に
そ
の
定
義
を
確

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
は
既
述
の
通
り
、
大
拙
の
思
想
を

通
し
て
、
超
越
と
現
象
の
二
者
を
含
意
す
る
と

い
う
意
で
捉
え
る
こ
と
と

す
る
。

三
　

大
拙

の
所
説

こ
こ
で
は
大
拙
所
説
の
般
若
経
研
究
と
真
宗
論
を
考
察
し
た
い
。
大
拙

が
生
涯
国
内
外
で
禅
の
布
教
に
努
め
た
禅
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
が
、
一
方

で
彼
は
真
宗
に
関
す
る
翻
訳
・
論
考

も
数
多
く
遺
し
て

い
る
。
一
般
に
禅
宗
と
真
宗
は
自
力
門
と
他
力
門

と
し
て
区
別

さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
修
行
論
・
信
仰
論
は
大
き
く
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
大
拙
は
、
浄
土
門
に
対
し
て
も
禅
宗
と
同
様
に
雄
弁
に
語
る
。
彼
の

真
宗
理
解
に
対

し
て
疑
義
を
唱
え
る
声

が
あ
っ
た
こ
と
も
確

か
で
あ
る

が
。
大
拙
は
彼
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
真
宗
論
を
展
開
し
て
い
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
重
心
を
禅
宗
に
置
く
こ
と
か
ら
、
禅

的
な
解
釈
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な

い
が
、
禅
宗
・
真
宗
と

い
う
宗
派

の
区
別
を
取
り
払
っ
た
次
元
で
大
拙
は
両
者
に
通
底
す
る
ひ
と

つ
の
真
理
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
。
事
実
、
主
著
『
日
本
的
霊
性
』
の
中

で
、
「
日
本
的
霊
性

の
情
性
的
方
面
に
顕
現
し
た
の
が
、
浄
土
系
的
経
験

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
知
性
方
面
に
出
頭
し
た
の
が
、
日
本
人
の
生
活
の
禅

化
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
一
人
の
思
想
家
が
禅
と
真
宗

と
い
う
異

色
の
二
者
を
交
え
て
論
ず
る
こ
と
は
困
難
を
要
す
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
実

現
さ
せ
た
稀
有
な
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

大
拙
を
取
り
上
げ
る
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
如
を
非
常
に
重
視

し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
如
と
い
ふ
言
葉
は
異
様
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、

併
し
仏
教
の
用
語
で
は
最
も
意
味
深

い
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。
如
と
い
ふ

｜　鈴木大拙 における 「如」の理解25



言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
正
確
に
了
解
す
る
こ
と
は
仏
教
思
想
の
全
体

を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
の
思
い
の
一
端
が

窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
如
に
関
す
る
言
及
は
般
若
経
研
究
に
お
い
て
の
み
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
真
宗
論
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
意
味
を
追
う

こ
と
で
、
彼
に
と
っ
て
の
如

が
般
若
思
想
の
み
な
ら
ず
広
く
大
乗
仏
教
全

般
に
適
応
し
得
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

三
―
Ｉ
　
大
拙
の
般
若
経
論

大
拙
の
般
若
経
研
究
に
お
け
る
主
要
論
文

と
し
て
は
「
般
若
経
の
宗
教

と
哲
学
」
「
金
剛
経
の
禅
」
の
二
者
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿

で
も
こ
の
二

本
を
中
心
と
し
て
論
を
進
め
た
い
。
特
に
前
者
は
、
如
に
関
す
る
言
及

が

多
数
見

ら
れ
る
。
ま
た
広
く
知

ら
れ
た
大
拙
の
般
若
経
研
究
と
言
え
ば
、

即
非
の
論
理
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
理
は
『
金
剛
般
若
経
』
中

の
矛
盾
的
構
文
の
論
理
化
と
し
て
後
者
の
論
文
で
提
唱
さ
れ
た
「
Ａ
即
非

Ａ
。
是
名
Ａ
。
」
と
い
う
形
式
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
大
拙
門
下
で
あ
る

秋
月
龍
珉
氏
は
、
即
非
の
論
理
と
は
如
の
論
理
的
表
現
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
初
め
に
大
拙
の
般
若
経
研
究
に
お
け

る
如
の
思
想
を

追
い
、
最
後
に
即
非
の
論
理
に
つ
い
て
も
少
し
考
察
を
加
え
た
い
。

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
拙
は
日
本
に
お
け
る
禅
宗
の
発
展
を
、
日

本
的
霊
性
の
知
性
的
方
面

へ
の
発
露
と
表
現
し
て
い
た
。
こ
れ
は
禅
宗
に

お
い
て
『
金
剛
般
若
経
』

が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
般
若

経
典
群
は
六
波
羅
蜜
の
中
で
特
に
般
若
波
羅
蜜
、
つ
ま
り
智
慧
を
称
揚
し
、

そ
の
よ
う
な
般
若
智
の
獲
得

を
目
指
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
経
典
で
あ

る
。
そ
し
て
般
若
智
の
働
き
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
大
拙
に
と

つ
て
「
如
の
相
に
於
て
（
ｙ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｂ
ｈ
ｕ
ｔ
ａ
ｔ
ａ
）
、
も
の
を
見
る
こ
と
」
で
あ

っ

た

。

大

拙

が

彼

の
般

若

経

研

究

の
中

で

も

っ

と

も
力

点

を

置

い
て

説

明

し

て

い

る

こ

と

は

、

こ

の

「
如

の

相

に

於

て

、

も

の

を

見

る

」

こ

と

で

あ

る

。

具

体

的

に

如

の

相

が

い

か

な

る
相

か

と

い
う

と

、

そ

れ

は

『
あ

る

が

ま

ま

（
ｙ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｂ
ｈ
ｕ
ｔ
a
m
）

の

も

の

の
本

質

」

で

あ

る

と

言

う

。

如

と

い
う

語

は

大

抵

「
あ

る

が

ま

ま

」

や

「
あ

り

の

ま

ま

」
「
そ

の

ま

ま

」

と

表

現

さ

れ

る

の

だ

が

、

こ

れ

は

日

常

語

と

し

て

用

い

ら

れ

る

「
あ

る

が

ま

ま

」

と

は

異

な

る
。

何

の

契

機

も

な

く

、

た

だ

日

常

生

活

の

延

長

線

上

の

現

実

を

肯

定

す

る
も

の

で

は

な

い

。

衆

生

の

日

常

の

見

は

分

別

を

離

れ

ず

、

し

た

が

っ

て

執

着

と

と

も

に

あ

る

。

そ

れ

は

も

の

を

真

に

あ

る

が

ま

ま

に

見

て

い

る

の

で

は

な

く

、

各

々

が

独

自

の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通

し

て

見

て

い

る

状

態

で

あ

る

。

独

自

の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通

し

て

見

る

と

は

、

目

の

前

の

も

の

を

私

に

と

っ

て

価

値

が

あ

る

の

か

な

い

の

か

、

私

に

と

っ

て

良

い

か

悪

い

か

な

ど

の

よ

う

に

、
「
～

に

と

っ

て

」

と

い

う

限

定

さ

れ

た

状

況

下

で

も

の

を

見

る

こ

と

で

あ

る

。

ま

た

日

常

に

お

け

る

も

の

の

把

握

は

、

常

に

言

語

表

現

を

伴

う

。

言

葉

に

よ

っ

て

も

の

を

把

握

し

、

理

解

し

、

言

葉

に

よ

っ

て
他

者

に

伝

え

る

。

言

葉

は

概

念

化

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

も

の

を

規

定

の
枠

に

は

め

込

む

こ

と

で

あ

る

。

言

葉

も

や

は

り

目

の

前

の

も

の

を

限

定

す

る

働

き

を

持

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

日

常

の
見

と

は

、

あ

る

枠

に

は

め

込

ま

れ

た

も

の

を

フ

ィ

ル

タ

ー

越

し

に

見

て

い

る

状

態

で

あ

り

、

あ

る

が

ま

ま

に

見

て

い

る

と

は

言

え

な

い

。

こ

の

よ

う

な

見

を

離

れ

る

た

め

に

は

、

契

機

を

必

要

と

す

る
。

そ

れ

が

般

若

智

に

よ

る
空

観

で

あ

る

。

大

拙

に

お

い

て

、

如

は

常

に

空

と

の

関

連

の

中

で

説

か

れ

る

。

も

の



を
如
実
に
見

る
た
め
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
規
定
や
限
定
が
一
度
空
無
化
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
に

と
っ
て
」
の
我

が
空
じ
ら
れ
、
言
葉
で
概

念
化
さ
れ
た
も
の
の
我

が
空
じ
ら
れ
る
。
こ
の
契
機
を
得
る
に
至
っ
て
、

初
め
て

も
の
は
あ
る
が
ま
ま
と
言
わ
れ
る
。
空
と
い
う
背
景
の
上
に
、
仮

有
と
い
う
本
来
の
あ
り
方
で
も
の
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
空
観
が
な
け

れ
ば
如
は
実
現
し
得
ず
、
如

が
実
現
し
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
空

観
も
働

い
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
如
と
空
は
一
体
で
あ
る
。

こ
れ
を
即
非
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
「
Ａ
即
非
Ａ
」
と

い
う
前
半
が
空
観
に
よ
っ
て
空
じ
ら
れ
た
状
態
で
あ
り
、
後
半
の
「
是
名

Ａ
」
と
い
う
部
分
が
仮
有
と
し
て
如
々
と
現
成
し
て

い
る
状
態
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
も
の
は
、
空
と
い
う
否
定
的
契
機
に
よ
っ

て
如
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
両
者
は
空
か
ら
如
へ
と
段
階
的
に
実
現
さ
れ

る
過
程
で
は
な
く
、
空
の
場

が
即
如
で
あ
る
。

三
―
Ⅱ
　
大
拙
の
真
宗
論

次
は
真
宗
論
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
大
拙
の
真

宗
論
は
表
現

が
禅
宗
に
関
す
る
論
考
と
近
似
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
禅

的
真
宗
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
真
宗
論
に
は

そ
の
よ
う
な
誤
解
を
生
む
素
地
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
禅
宗
と
真

宗
の
決
定
的
な
差
異
は
阿
弥
陀
仏
の
存
在
に
あ
る
が
、
大
拙
の
真
宗
論
に

お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
と
衆
生

と
の
不
一
性
、

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏

が
衆
生
に

と
っ
て
絶
対
の
他
で
あ
る
と
い
う
側
面

が
埋
没
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
。

大
拙
の
真
宗
論
に
は
、

い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。
大
悲
・
無

限
・
大
地
・
一
人
（
人
）
、
現
実
性
、
絶
対
者
、
超

個
己
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
特
に
大
悲
は
く
り
返
し
何
度
も
登
場
す
る
。
大
拙
は
先
の
引
用

の
、「
日
本
的
霊
性
の
情
性
的
方
面
に
顕
現
」
し
た
浄
土
系
的
経
験
が
「
絶

対
者
の
無
限
の
大
悲
を
指
す
」
と
述

べ
る
。
こ
の
超
越
に
対
す
る
表
現
は
、

大
悲
者
・
無
限
・
絶
対
愛
・
超
個
己
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
彼
の
真
宗

論
に
お
い
て
い
ず
れ
も
衆
生
を
救
わ
し
め
、
摂
取
す
る
存
在
と
し
て
登
場

す
る
。
つ
ま
り
一
部
の
批
判
に
あ
る
よ
う
に
、
大
拙
は
浄
土
門
に
お
け
る

阿
弥
陀
仏
の
他
者
性
に
ま
っ
た
く
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
確
か
に
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
の
不
二
性
に
重
き
を
置
い
て
い

た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
両
者
の
不
一
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
不
一
が
な
け
れ
ば
不
二
も
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
大
拙
が
不
一
性
を
軽
ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
論
証

は
、
彼
の
「
一
人

」
の
思
想
か
ら
も
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
一
人
は
、
親
鸞
が
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
語
っ
た
「
ひ
と
へ
に
親

鸞
一
人

が
た
め
な
り
け
り
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
拙
は
真
宗

の
本
質
を
阿
弥
陀
仏
の
面
前
で
の
徹
底
的
な
一
人
の
自
覚
と
見
て

い
た
。

こ
の
一
人
と
い
う
自
覚
は
、
般
若
経
論
の
場
合
と
同
様
に
、
他
と
の
対
比

の
上
で
言
わ
れ
る
日
常
的
な
一
人
で
は
な
い
。
他
が
い
な

い
か
ら
一
人
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
他
が
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
阿
弥
陀
仏
に

対
す
る
と
き
絶
対
的
に
一
人
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
は
か
ら
い
と
自
力

と
が
捨
て
去
ら
れ
て
阿
弥
陀
仏
に
出
会
う
と
き
、
阿
弥
陀
が
ま
さ
に
他
で

も
な
い
自
分
一
人

の
た
め
に
誓
願
を
起
こ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ

は
絶
対
的
な
一
人

の
自
覚
で
あ
る
と
同
時
に
、
絶
対
の
他
と
し
て
面
し
て

の理解｢如｣鈴木大拙 における27



い
る
阿
弥
陀
仏
の
発
見
で
あ
る
。
衆
生
は
み
ず
か
ら
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る

は
か
ら
い
が
否
定
さ
れ
、
無
力
な
一
人

と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
面
前
に
立
つ

と
き
、
阿
弥
陀
仏
が
自
分
一
人
の
た
め
に
い
た
こ
と
を
知

ら
さ
れ
る
。
こ

れ
が
真
宗
に
お
け
る
肯
定
で
あ
る
。
大
拙
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
、
「
罪

業

が
な
ん
ら
の
条
件
も
な
し
に
、
た
だ
信
の
一
念
で
、
絶
対
に
大
悲
者
の

手
に
摂
取
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
ら
の
現
在
の
立
場
か
ら
見

る
と
、

そ
の
立
場
が
そ
の
ま
ま

そ
れ
で
よ

い
と
肯
定
せ
ら
れ
る
こ

と
な

の
で
あ

る
。
即
ち
こ
れ
は
自
然
法
爾
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

四
　

結

こ
こ
ま
で
大
拙
の
般
若
経
論
と
真
宗
論
を
概
観
し
て
き
た
。
彼
は
禅
と

真
宗
の
教
義
内
容
が
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
両
者
に
共
通
す
る

ひ
と
つ
の
構
造
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
否
定
即
肯
定
」
で
あ
る
。

般
若
経
典
の
如
に
お
け
る
そ
れ
は
、
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
現
成
せ

し
め
る
事
物
の
構
造
で
あ
っ
た
。
自
我
や
実
体
が
否
定
さ
れ
た
そ
の
場
が
、

即
そ
の
も
の
自
体
の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る
そ
れ
は
、

衆
生
に
一
人
を
自
覚
せ
し
め
る
阿
弥
陀
仏
の
働
き
方

の
構
造
で
あ
っ
た
。

は
か
ら
い
や
自
力
が
否
定
し
尽
く
さ
れ
た
そ
の
場
に

お
い
て
、
即
わ
れ
一

人

が
肯
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
章
で
立
て
た
問

い
に
答
え
る
と
す
れ
ば
、
般
若
経
典
の
如
「
そ
の
よ

う
に
」
と
は
、
空
と
し
て
否
定
さ
れ
た
そ
の
場
に
お
い
て
仮
有
と
し
て
肯

定

さ
れ

る
と
い
う
事
物
の
あ
り
方
を
表
わ
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
無
自
性
空
で
あ
る
と
い
う
真
相
を
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
も
如
々

と

し
て
現

前

す

る
と

い
う
事

物

の
あ
り
方

が
、
般

若
経

典

に
お

け
る
如

の

内
実

で

は

な

い
だ

ろ

う
か
。

そ

し
て

自
然
法

爾

「
お

の
ず

か
ら

そ
の
よ

う

に
あ

ら
し

め
る
」

と
言

わ

れ

る
場
合

の

「
そ

の
よ

う
に
」

と
は

、
阿
弥

陀

仏

の
誓
願

力

が
衆

生

の
無
力

を
自
覚

せ
し

め

る
と
同
時

に

、
衆
生

に
救

わ

れ
る
自

己

を
自
覚

せ

し

め
る
と

い
う
阿
弥

陀
仏

の
誓
願

の
働

き
方

を
表

わ

し
て

い
る
。

つ
ま

り
罪

悪
深

重

な
自

己

の
自
力

や
は

か

ら
い
な

ど
何

の
効

力

も
持

た

な

い
と

い
う
こ

と
を
知

ら
し

め
な

が
ら
、
罪

悪

深
重

な
自

己

そ

の
ま
ま

に
救

わ

れ
て

い

る
と

い
う
自

覚

を
生

じ
さ
せ

る
と

い
う
阿

弥
陀

仏

の
誓

願

の
働

き
方

が
、
自
然

法
爾

に
お
け

る

「
そ

の
よ
う

に
」

の
内

実

で

あ
る
。
両

者

に
通

底

す
る

も
の

は
、

否
定

そ

の
も

の
が
即
肯

定

へ
と
翻

る

と

い

う
ダ
イ

ナ
ミ

ズ

ム
で
あ

る
。
鈴

木
大
拙

の
論

考

を
通

し
た
限

り
と

い

う
限

定
的

な

共
通

点
で

は
あ

る

が
、

宗
派

の
別

を
問

わ
ず

ひ
と

つ
の
真
理

を
求

め

た
大

拙

に
お

い
て
見

ら

れ
る
こ

の
構

造

は
、
種

々

に
分

か
れ

る
大

乗

仏

教

の

底
に

あ

る
真

理

の
一

側
面

を
表

わ

し
て

い

る
と
言

え

る
だ

ろ

う
。た

だ
、
否

定
即

肯
定

と

い
う
構
造

自
体

は
一

致
し
て

い
る
も

の
の
、
両

者

に

は
差
異

も
ま

た
見

出

し
得

る
。
如

は
事
物

の

あ
り
方

を
指

し
、
自

然

法

爾

は
阿
弥

陀
仏

の
働

き
方

を
指

す

と
い
う
点

で

あ
る
。

事
物

の
あ
り

方

と
は
、

あ

る
も

の
の
様

相

で
あ

る
。

そ
し

て
働

き
方

と

は
あ

る
働

き

の
様

態

で

あ
る
。

つ
ま

り
両

者

は
同

じ
否

定
即

肯
定

と

い
う
構

造
を
持

ち

な
が

ら
も
、

一
方

の
否

定

と
は
存

在

そ
の

も
の
の
否
定

を
意
味

し
、

も
う
一

方

は
働

き
と

し
て

の
否
定

作
用

を
意

味
し
て

い
る
。
肯
定

の
場

合

も
同

様
で

、

一

方

は
存
在

そ

の
も

の

の
肯

定
で

あ
り
、

他
方

は
肯
定

と

い
う
作
用

で

あ



る

。

文

法

的

に

解

釈

す

れ

ば
形

容

詞

と

副

詞

と

の

差

異

に

相

当

し

、

否

定

の
場
合
は
n
o
と
ｎ
ｏ
ｔ
の
違
い
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
差

異

が

何

を

意

味

し

て

い

る

か

と

い

う

点

は

今

後

の

課

題

と

し

た

い
。

（
１
）
　
以
下
、
鍵
主
良
敬
「
本
無
お
よ
び
如
・
奥
如
の
訳
出
に
つ
い
て
」
『
大
谷
学
報
』

四
七

（
四
）
、
大

谷
大
学

大
谷
学
会
、
一
九
六
八

年
参
照
。

（
２
）
　
鍵
主
良
敬
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
推
論
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
「
真
如

な

る
語

の
上
に
玄

学
的
思
惟

の
残

滓
を

認
め

た
か

ら
で
は

な

い
で

あ
ろ
う
か

。

要

す
る
に
羅
什

は
、
如
・
如
如

を
本
義
と

し
て
真

如
を
採

ら
な
か

っ
た
と
い
う

の
が
事

実
で
あ

る
。
真
如
と

い
う
訳
語

を
知
ら

な
か

っ
た

の
で
は
な

い
と
い
う

と

こ
ろ
に
、
重
要
な
意
味

が
あ

る
わ
け
で
あ

る
」

と
述
べ
て

い
る
（
鍵
主
良
敬
、

前
掲
論
文

、
四
九
頁

）
。

（
３
）
　
平
川
彰

・
梶
山

雄
一

。
商
崎
直
道
編

『
講
座
　

大
乗

仏
教
　

二
　

般
若
思
想
』

春
秋
社
、
一
九
八
三
年

、
第
Ｈ
章
参

照
。

（
４
）
　
金
子
大
栄
編
『
親
鸞
著
作
全
集
』
法
蔵
館
、
一
九
六
四
年
、
五
八
七
頁
。

（
５
）
　
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
。
二
四
－
二
五
頁
。

（
６
）
　
『
鈴
木

大
拙
全
集

』
岩
波
沓
店

、
第
五
巻

、
一
七
－

一
八
頁

（
以
下

、
巻
／

頁
と
略
記
）
。

（
７
）
　
『
秋
月
龍
珉
著
作
集
』
三
一
件
房
、
第
七
巻
、
二
九
六
頁
。

（
８
）
　
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
（
五
／
一
六
）
。

（
９

）
　
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
（
五

／
一
五
）
。

（
1
0
）
　
例
え
ば
、
「
自
分
は
自
分
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
か
。
自
分

と

い
ふ
こ
と

を
、
自
分

と
他
人

と
に
分

け

な

い
で
、

自
分

を
自

分

だ
と

い
ふ
。

そ
の
自
分

は
、
他
か
ら

分
け
た
自
分

で
は
な

い
。
あ

る
意
味

で

い
ふ

と
、

絶
対

の
自

分
と

い
ふ
も
の
。
絶
対

の
自
分

と

い
へ
ぱ
、

絶
対

の
他

力
と

い
ふ
の
も
同

じ
こ
と
」
（
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
、
六
／
四
二
〇
）
や
、
「
義
な
き
世
界
か
ら
見
れ
ば
、

死

ん
だ
と
云

ふ
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
生

き
た
と
云

ふ
こ
と

も
無

い
ん
で

す
。
さ

う
す

れ
ば
、
随
っ
て
煩
悩
と
云
ふ
こ

と
も
無
け
れ

ば
涅
槃

と
云

ふ
こ
と
も
な

い
、

そ

れ
が
そ

の
ま
ま
自
然
法
爾

の
世
界
」（
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
二
七
／
四
六
〇
）
、「
は

か
ら
ひ
、

た
く
み
の
無

く
な
っ
た
の

が
自

然
法
爾

の
世
界

で
、
ど
こ
を
見
て

も

同
じ

こ
と
。
」
（
『
鈴
木
大

拙
全
集
』

二
七
／

四
七

六
）
、

な
ど
の
よ
う
に
異
な

る

二
者
の
不

二
性
や
無
差
別
性

を
殊
更
に
強
調

し
て

い
る
箇

所
が
随
所
に
見
ら

れ

る
。

（
1
1
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
坂
東
性
純
氏
の
『
禅
家
は
、
娑
婆
と
浄
土
の
関
係
を

説
く

の
に
、

そ
の
不
一
性
・
不

二
性
を
踏

ま
え
つ
つ
、
不

二
性

を
表

立
て
て
説

く
傾
向

が
あ
る
の
に
反
し
、
浄

土
教
家

は
、
同

じ
前
提
に
拠
り

つ
つ
、
不

一
性

を
表
立
て
て
説
く
の
が
常

で
あ

る
。
」
と

い
う
解
説

が
わ
か
り
易

い
（
坂
東
性
純
・

幡
谷
明
・
伊
東
慧
明
『
浄
土
仏
教
の
思
想
　
一
五
　
鈴
木
大
拙
・
曾
我
蛩
深
・

金
子
大
栄
』
講
談
社
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
七
頁
）
。

（
1
2
）
　
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
日
本
的
霊
性
』
二
五
頁
。

（
1
3
）
　
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
日
本
的
霊
性
』
一
一
七
頁
。

（
す

え

む

ら

・
ま

さ

よ

、

中

国

仏

教

思

想

、

関

西

大

学

大

学

院

）

29　1 鈴 木大 拙における 「如」 の理解
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