
法
然
の
〞
自
然

観

自
然
（
じ
ね
ん
）
と
自
然
（
し
ぜ
ん
）

藤

本

彦

佛

教

大

学

は

じ

め

に

課
題
の
所
在

自
然

と
い
う
語
は
、
日
常
用
語
と
し
て
は
〞
し
ぜ
ん

と
音
読
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
語
が
孕
む
文
化
的
か
つ
歴
史
的
意
味
を
重
視
す
れ
ば
、〞
じ
ね
ん

と
発
音
す
る
か
〞
し
ぜ
ん

と
発
音
す
る
か
に
よ
っ
て
意
味
合

い
が
異
な
る
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、

じ
ね
ん
（
自
然
）

で
あ
り
、
例
え
ば

老
子

二
十
五
章
で

人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、

道
は
自
然
に
法
る

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

人
為
の
加
わ
ら
な
い
自
ず
か
ら
あ
る
状
態

を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
る
。
漢
訳
の

無
量

寿
経

の
後
半
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
然
の
用
語
が
多
見
さ
れ
る
。
言
わ
ば
〞
自
ず
か
ら
然
あ
る

の
意
味
で
中
国
と
日
本
の

仏
教
の
用
語
と
し
て
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、

し
ぜ
ん
（
自
然
）

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
世
界
で
は

自
分
自
身
の
内
に
運
動
の
原
理
を
持
つ
も
の

本
性

（p
h
y
sis ＝

n
a
tu
ra

）
で
あ
っ
た
が
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
大
き
く
変
質
し
、
例
え
ば
十
七
世
紀
の
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
等
を
契
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機
と
し
て
、〞
人
間
と
は
独
立
無
縁
な
対
象
物
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
現
象
実
体

を
意
味
す
る
名
詞
と
し
て
受
領
さ
れ
て
き
た
。

元
来
、
森
羅
万
象
の
対
象
的
現
象
世
界
を

自
然

の
語
が
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
が
、
十
八
世
紀
末
に
稲
村
三
伯
の

蘭
日
辞

典

で
オ
ラ
ン
ダ
語
のn

a
tu
u
r

に

自
然

と
い
う
語
が
充
て
ら
れ
て
以
来
、
自
然＝

n
a
tu
re

と
い
う
こ
と
に
成
っ
て
い

１
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
用
語

自
然

は
、〞
じ
ね
ん

と
〞
し
ぜ
ん

と
い
う
二
つ
の
音
読
の
も
と
で
別
々
の
意
味
を
持
つ
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
用
語
の
持
つ
歴
史
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
本
テ
ー
マ
へ
の
関
心
の
発
端
が
副
題
で
提
起
し
た
点
に

あ
り
、
そ
の
歴
史
的
な
い
し
は
言
語
的
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
発
表
で
は
、
こ
の
語
が
含
み

持
つ
二
重
の
意
味
を
重
視
し
、
仏
教
用
語
と
し
て
の
特
色
を
法
然
の
教
行
の
中
に
と
ら
え
て
み
た
い
。

一

主
著
に
用
い
ら
れ
る

自
然
（
じ
ね
ん
）

に
つ
い
て

１

選
択
集

の
場
合

引
文
と
私
釈

①
道
綽

安
楽
集

よ
り
の
引
文

若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
何
ぞ
暴
風

雨
に
異
ら
む
。
是
れ
を
以
て
諸
仏
の
大
慈
勧
め
て
浄
土

に
帰
せ
し
む
。
た
と
い
一
形
悪
を
造
る
と
も
、
但
能
く
意
を
繫
け
て
専
精
に
常
に
能
く
念
仏
す
れ
ば
、
一
切
の
諸
障
自
然
に
消
除
し
て
定

ん
で
往
生
を
得
。
何
ぞ
思
量
せ
ず
し
て
都
て
去
る
心
無

２
き
や

②

無
量
寿
経

よ
り
の
引
文

此
等
の
衆
生
、
寿
終
の
時
に
臨
ん
で
無
量
寿
仏
、
諸
の
大
衆
と
與
に
其
の
人
の
前
に
現
ず
。
即
ち
彼

の
仏
に
随
い
て
其
の
国
に
往
生
し
、
便
ち
七
宝
華
の
中
に
於
い
て
自
然
に
化
生
し
て
不
退
転
に

３
住
す

③
善
導

観
念
法
門

よ
り
の
引
文

若
し
此
の
証
に
依
っ
て
生
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
、
六
方
諸
仏
の
舒
舌
一
た
び
口
を
出
て
已
後

終
に
口
に
還
り
入
ら
ず
し
て
自
然
に
壊
爛
せ
ん
と

４
な
り
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④
善
導

往
生
礼
讃

よ
り
の
引
文

六
方
の
如
来
、
舌
を
舒
べ
て
証
す
。
専
ら
名
号
を
称
す
れ
ば
、
西
方
に
至
る
。
彼
に
到
っ
て
華

開
き
て
妙
法
を
聞
け
ば
十
地
の
願
行
自
然
に
彰

５
わ
る

⑤
善
導

観
念
法
門

よ
り
の
引
文

護
念
経
と
い
う
意
は
、
亦
た
諸
悪
鬼
神
を
し
て
便
り
を
得
せ
し
め
ず
。
亦
た
横
病
横
死
横
に
厄

難
有
る
こ
と
無
く
一
切
の

自
然
に
消
散
す
。
不
至
心
を

６
除
く

⑥
法
然
の
私
釈
文

第
四
に
不
回
向
回
向
対
と
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
者
は
、
た
と
い
別
に
回
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の

業
と

７
成
る

２

和
語
燈
録

の
場
合

法
然
の
言
葉
と
し
て

①

一
形
悪
を
つ
く
れ
と
も

た
ゝ
よ
く
心
を
か
け
て

ま
事
を
も
は
ら
に
し
て

つ
ね
に
よ
く
念
仏
せ
よ

一
切
の
も
ろ

の
さ

は
り

自
然
に
の
そ
こ
り
て

さ
た
め
て
往
生

８
を
う

②

火
界
の
修
道
は
な
は
た
か
た
か
る
へ
き
か
ゆ
え
に

西
方
に
帰
せ
し
む

ひ
と
た
ひ
往
生
を
は
つ
れ
は

三
学
自
然
に
勝
進
し
て

万
行
な
ら
ひ
に
そ
な
は
る
か
ゆ
へ
に

弥
陀
の
浄
国
は
造
悪
の
地

９
な
し

③

総
し
て
は
一
食
の
あ
ひ
た
に
三
度
は
か
り
思
ひ
い
た
さ
ん
は

よ
き
相
続
に
て
あ
る
へ
し

そ
れ
は
衆
生
の
根
性
不
同
な
れ
は

一
準
な
る
へ
か
ら
す

心
さ
し
た
に
ふ
か
け
れ
は

自
然
に
相
続
は
せ
ら
る

10
ゝ
也

④

今
度
の
生
に
念
仏
し
て
来
迎
に
あ
つ
か
ら
ん
う
れ
し
さ
よ
と
お
も
ひ
て

踊
躍
歓
喜
の
心
の
お
こ
り
た
ら
ん
人
は

自
然
に
三
心

は
具
足
し
た
り
と
し
る
へ
し

念
仏
申
な
か
ら
後
世
を
な
け
く
程
の
人
は

三
心
不
具
の

11
人
也

⑤

た
ゝ
心
に
つ
ら

有
為
無
常
の
あ
り
さ
ま
を
お
も
ひ
し
り
て

こ
の
身
を
い
と
ひ
念
仏
を
修
す
れ
は

自
然
に
至
誠
心
を
は
具
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す
る
也

（
略
）
念
仏
せ
ん
物
む
ま
れ
す
は
正
覚
を
と
ら
し
と
ち
か
ひ
て

す
て
に
正
覚
を
な
り
給
へ
は

称
念
の
も
の
か
な
ら
す
往
生

す
と
信
す
れ
は

自
然
に
深
心
を
は
具
す

12
る
也

⑥

五
念
四
修
も
一
向
に
信
す
る
物
に
は
自
然
に
具
す

13
る
也

３

法
然
著
作
に
み
ら
れ
る

自
然

の
用
法

自
然

は
、
ど
こ
ま
で
も
〞
じ
ね
ん
（
自
然
）
に

で
あ
り
、〞
お
の
ず
か
ら

の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
行
為
が
主
体
的

に
自
己
実
現
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
つ
ま
り
時
間
の
観
念
を
含
ん
で
お
り
、
状
態
（
有
り
様
）
の
内
実
を
そ
の
ま
ま
に
規
定
し
て
い
く
副
詞

的
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

選
択
集

の
場
合
に
は
、
た
だ
一
例
を
除
い
て
、
漢
訳
経
典
と
中
国
仏
教
者
の
著
作
か
ら
の
引
用
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
思
想
的
な
意
味
で
の
用
法
を
出
は
し
な
い
。

和
語
燈
録

の
場
合
で
は
、
そ
の
事
情
が
多
少
異
な
る
。
法
然
は
、

①
つ
ね
に
よ
く
念
仏
せ
よ

一
切
の
も
ろ

の
さ
は
り

自
然
に
の
そ
こ
り
て

さ
た
め
て
往
生
を
う
／
②
ひ
と
た
ひ
往
生
を
は
つ
れ
は

三
学
自
然
に
勝
進
し
て
／
③
心
さ
し
た
に
ふ
か
け
れ
は

自
然
に
相
続
は
せ
ら
る
ゝ
也
／
④
踊
躍
歓
喜
の
心
の
お
こ
り
た
ら
ん
人
は
、
自
然
に
三
心
は
具
足
し
た
り
と
し
る
へ
し
／
⑤
称
念
の
も
の

か
な
ら
す
往
生
す
と
信
す
れ
は

自
然
に
深
心
を
は
具
す
る
也
／
⑥
五
念
四
修
も
一
向
に
信
す
る
物
に
は
自
然
に
具
す
る
也

と
い
う
言

い
回
し
で
、〞
自
然
（
じ
ね
ん
）
に

と
語
る
。
つ
ま
り
、

〜
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
に

と
な
る

の
論
法
は
、
〜
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
行
う
者
が

自
ら
の
恣
意
で
は
な
く
て
、
人
為
の
加
わ
ら
な
い
自
ず
か
ら
あ
る
状
態

へ
と
生
成
し
て
い
く
と
い
う
内

実
生
成
す
な
わ
ち
〞
質
的
転
換

を
語
り
だ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

法
然
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〞
自
然

観
（
藤
本
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そ
の
よ
う
に
、
法
然
に
お
い
て
は
自
然
は
ど
こ
ま
で
も
〞
じ
ね
ん

で
あ
り
、
中
国
思
想
に
淵
源
す
る
意
味
を
基
本
と
し
た
仏
教
用
語

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
教
行
を
通
し
て
〞
自
ず
か
ら
然
り

と
言
い
う
る
在
り
方
な
の
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
〞
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
す
私
と
の
在
り
方

の
本
質
の
問
題
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
質
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
理
解
を
、
法
然
浄
土
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
の
教
行
の
立

場
は
、

選
択
集

劈
頭
で
標

す
る
よ
う
に

南
無
阿
弥
陀
仏

往
生
之
業
に
は
念
仏
を
先
と
為
す

で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の

第
十

八
念
仏
往
生
の
願

に
順
じ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
口
称
す
る
こ
と
を
必
要
充
分
条
件
と
し
て
成
就
す
る
な
り
ゆ
き
が
〞
じ
ね
ん
（
自
然
）

に

と
語
り
出
さ
れ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
間
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
煩
悩
（
貪
り
・
瞋
り
・
癡
か
さ
）
に
塗
え
る
凡
夫

が
、
自
分
自
身
で
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
自
己
の
本
性
に
従
っ
て
自
己
の
〞
自
ず
か
ら
然
あ
る

と
言
い
え
る
在
り
方
を
、
念
仏
申
す
と

い
う
こ
と
を
通
し
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
分
自
身
で
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
自
己
の
本
性
を

否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〞
自
ず
か
ら
然
あ
る

自
己
の
真
実
が
開
か
れ

て
く
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
真
実
の
自
己
が
開
か
れ
て
い
く
様
相
の
中
で

生
き
る
現
実

を
経
験
し
、
究
極
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
あ
ず
か

っ
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
様
相
と
究
極
性
と
を
、
こ
の
用
語
が
奥
行
き
を
持
っ
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

法
然
の
〞
自
然

観
（
藤
本

彦
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二

自
然
現
象
を
介
し
て
説
き
示
さ
れ
る
教
義

自
然

し
ぜ
ん

か
ら
自
然

じ
ね
ん

へ

１

〞
比
喩

と
し
て
の
自
然
（
し
ぜ
ん
）

方
便
施
設
と
し
て

①

人
目
を
か
さ
ら
す
し
て

往
生
の
業
を
相
続
す
れ
は

自
然
に
三
心
は
具
足
す
る
也

た
と
へ
は
葦
の
し
け
き
い
け
に

十
五
夜

の
月
の
や
と
り
た
る
は

よ
そ
に
て
は
月
や
と
り
た
り
と
も
見
へ
ね
と
も

よ
く

た
ち
よ
り
て
見
れ
は

あ
し
ま
を
わ
け
て
や
と
る

也

妄
念
の
あ
し
は
し
け
ゝ
れ
と
も

三
心
の
月
は
や
と

14
る
也

②

法
爾
道
理
と
い
ふ
事
あ
り
。
ほ
の
を
は
そ
ら
に
の
ほ
り

み
つ
は
く
た
り
さ
ま
に
な
か
る

菓
子
の
中
に
す
き
物
あ
り
、
あ
ま
き

物
あ
り

こ
れ
ら
は
み
な
法
爾
道
理
也

阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は

名
号
を
も
て
罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
ひ
か
ん
と
ち
か
ひ
給
た
れ
は

た
ゝ
一
向
に
念
仏
た
に
も
申
せ
は

仏
の
来
迎
は

法
爾
道
理
に
て
そ
な
は
る
べ

15
き
也

２

〞
象
徴

と
し
て
の
自
然
（
し
ぜ
ん
）

現
象
の
昇
華
的
受
領

①

貧
道
、
昔
し
茲
の
典
を
披
閲
し
て
粗
ぼ
素
意
を
識
り
、
立
ろ
に
余
行
を

て
て
云
に
念
仏
に
帰
す
。
其
れ
よ
り
已
来
た
今
日
に
至

る
ま
で
自
行
化
他
唯
だ
念
仏
を

と
す
。
然
る
間
希
に
津
を
問
う
者
に
は
、
示
す
に
西
方
の
通
津
を
以
て
し
、
適
た
ま
行
を
尋
る
者
に
は

誨
る
に
念
仏
の
別
行
を
以
て
す
。
之
を
信
ず
る
者
は
多
く
信
ぜ
ざ
る
者
は
尠
し
。
當
に
知
る
べ
し
、
浄
土
の
教
、
時
機
を
叩
き
て
行
運
に

当
り
、
念
仏
の
行
、
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得

16
た
り

②

月
か
け
の
い
た
ら
ぬ
さ
と
は
な
け
れ
と
も

な
か
む
る
人
の
こ
ゝ
ろ
に
そ

17
す
む

③

し
は
の
と
に
あ
け
く
れ
か
ゝ
る
し
ら
く
も
を

い
つ
む
ら
さ
き
の
い
ろ
と
見
な
さ
ん

／

つ
ゆ
の
身
は
こ
ゝ
か
し
こ
に
て
き
へ

法
然
の
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ぬ
と
も

こ
ゝ
ろ
は
お
な
し
は
な
の
う
て

18
な
そ

３

自
然
現
象
を
介
し
て
教
義
を
説
き
示
す
意
図

自
然
（
じ
ね
ん
）
へ
の
道
づ
け
と
し
て
の
自
然
（
し
ぜ
ん
）

法
然
の
教
行
は
、

我
、
浄
土
宗
（
ヲ
）
立
（
ツ
ル
）
意
趣
ハ
、
凡
夫
ノ
往
生
ヲ
示
サ
ム
カ
為

19
ニ
也

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
自
身

が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
で
、
凡
夫
が
往
生
浄
土
し
う
る
教
え
を
対
機
説
法
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
凡
夫
の
日
常
の
生
活
に
お

い
て
身
近
に
捉
え
ら
れ
る
事
象
は
、
彼
ら
が
生
活
し
て
い
る
現
実
の
環
境
・
自
然
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

法
然
は
、
自
ら
に
出
会
っ
て
来
る
人
々
の
心
を
開
き
救
い
の
言
葉
を
投
げ
か
け
る
に
あ
た
っ
て
、
相
手
と
共
に
自
分
が
生
活
し
て
い
る

現
実
の
環
境
・
自
然
の
事
象
を
共
通
話
題
と
す
る
視
座
を
重
視
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
共
通
話
題
と
す
る
視
座
を
重
視
す
る
時
に
〞
対
機

説
法

の
現
実
が
展
開
す
る
。
法
然
が
問
答
や
説
法
や
消
息
で
語
る
言
葉
の
故
郷
は
、
こ
こ
に
指
摘
す
る
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
在
る
と

言
え
る
。

ま
ず
、
１
｜
①
②
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、〞
比
喩

と
し
て
の
自
然
が
方
便
施
設
と
し
て
意
味
を
発
揮
す
る
。
そ
れ
は
、
凡
夫
に
と

っ
て
難
解
な
教
義
を
、
凡
夫
の
日
常
的
経
験
の
事
象
に
引
き
込
ん
で
〞
思
い
を
巡
ら
せ
て
気
づ
か
せ
て
い
く

方
法
で
あ
る
。
三
心
具

足
・
仏
の
来
迎
の
法
爾
道
理
が
、
見
事
に
説
き
明
か
さ
れ
て
、
聞
く
者
へ
の
安
心
感
が
彷
彿
と
し
て
い
る
。

対
機
説
法
と
し
て
の
一
対
一
の
間
柄
に
お
い
て
、
そ
の
比
喩
が
発
揮
す
る
機
能
は
、
抽
象
的
に
し
て
難
解
な
教
理
を
解
き
ほ
ど
き
、
相

手
の
意
識
深
く
に
入
り
込
む
と
言
っ
て
も
よ
い
。
法
然
が
、
い
わ
ゆ
る

凡
夫
往
生
の
教
え

の
教
行
に
徹
し
た
と
言
い
え
る
方
法
が
こ

の
点
に
見
ら
れ
る
。

次
に
、
２
｜
①
②
で
は
自
然
現
象
が
そ
の
レ
ベ
ル
で
留
ま
ら
ず
に
昇
華
的
に
受
領
さ
れ
、〞
象
徴

と
し
て
の
意
味
を
発
揮
し
て
い
る
。
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教
義
の
真
髄
を
統
一
し
て
語
り
、
そ
の
言
葉
に
触
れ
る
者
の
実
存
的
在
り
方
へ
と
土
壌
的
に
ま
で
受
領
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
〞
象
徴

的
表
現
は
教
行
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
主
体
的
に
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

念
仏
の
行
、
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り

と
は
、
念
仏
申
す
こ
と
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
す
者
（
衆
生
）
の
間
柄
が
、

月
と
月
を
映
す
水
の
よ
う
に
両
者
が
別
々
で
あ
り
な
が
ら
水
面
に
し
っ
か
り
と
月
が
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
感
応
道
交
の
境
地
を
語
っ

て
い
る
。

月
か
け
の
い
た
ら
ぬ
さ
と
は
な
け
れ
と
も

な
か
む
る
人
の
こ
ゝ
ろ
に
そ
す
む

は
、

観
経

の

光
明
遍
照
十
方
世
界
念

仏
衆
生
摂
取
不
捨

の
文
で
説
か
れ
る
光
明
の
働
き
で
あ
り
、
色
光
す
な
わ
ち
総
用
（
す
べ
て
に
漏
れ
な
く
働
く
）
と
心
光
す
な
わ
ち
別

用
（
念
仏
衆
生
に
働
く
）
と
を
、
日
常
を
足
場
と
し
な
が
ら
日
常
を
脱
却
し
た
昇
華
的
世
界
と
し
て
極
め
て
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
２
｜
③
で
は

往
生
を
願
う
心

か
ら

往
生
の
成
就

へ
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
押
し
出
す
が
ご
と
く
言
語
化
さ
れ

て
、
法
然
自
身
の
全
存
在
の
意
味
づ
け
と
意
義
づ
け
を
究
極
的
に
収
斂
し
て
い
く
世
界
が
窺
わ
れ
る
。

い
つ
む
ら
さ
き
の
い
ろ
と
見
な

さ
ん

こ
ゝ
ろ
は
お
な
し
は
な
の
う
て
な
そ

の
言
い
回
し
の
中
に
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
待
ち
浄
土
往
生
へ
の
願
い
が
自
然
（
じ
ね

ん
）
に
昇
華
し
て
い
く
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

法
然
の
〞
自
然

観
の
特
質

自
然
（
じ
ね
ん
）
か
ら
法
然
（
ほ
う
ね
ん
）
へ

法
然
の
生
涯
を
た
ど
る
と
、
い
わ
ゆ
る
自
然
環
境
を
通
し
て
自
然
（
じ
ね
ん
）
に
生
成
し
た
思
想
教
行
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
地
方
の
一
隅
で
あ
る
岡
山
美
作
の
稲
岡
の
庄
に
生
ま
れ
、
父
と
の
死
別
か
ら
孤
独
の
身
を
比
叡
山
そ
し
て
西
塔
黒
谷
か
ら
東
山
麓

吉
水
で
、
さ
ら
に
晩
年
の
流
罪
の
身
で
瀬
戸
内
海
の
塩
飽
諸
島
あ
た
り
ま
で
の
旅
程
か
ら
摂
津
国
勝
尾
寺
逗
留
を
経
て
、
最
晩
年
に
帰
洛

し
吉
水
の
庵
で
滅
す
る
一
生
は
、
自
然
環
境
の
変
化
の
中
に
身
を
置
い
た
と
言
え
る
。
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そ
の
自
然
環
境
の
中
で
無
数
の
人
々
と
の
出
会
い
と
共
生
と
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
四
十
三

歳
立
教
開
宗
以
後
は

貧
道
、
昔
し
茲
の
典
を
披
閲
し
て
粗
ぼ
素
意
識
り
、
立
ろ
に
余
行
を

て
て
云
に
念
仏
に
帰
す
。
其
れ
よ
り
已
来

た
今
日
に
至
る
ま
で
自
行
化
他
唯
だ
念
仏
を

と
す
。
然
る
間
希
に
津
を
問
う
者
に
は
、
示
す
に
西
方
の
通
津
を
以
て
し
、
適
た
ま
行
を

尋
る
者
に
は
誨
る
に
念
仏
の
別
行
を
以

20
て
す

と
述
懐
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
、
法
然
に
お
い
て
は

自
己
の
外
な
る
自
然
（
し
ぜ
ん
）

を
客
観
的
な
事
象
と
し
て
で
は
な
く
し
て
、

自
ず
か
ら
然
あ

り

と
受
領
し
う
る
主
｜
客
未
分
の
契
機
、
す
な
わ
ち
、
象
徴
と
し
て
の
自
然
観
が
存
す
る
と
言
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な

象
徴
と
し
て

の
自
然

へ
と
受
領
し
う
る
契
機
こ
そ
は
、

立
ろ
に
余
行
を

て
て
云
に
念
仏
に
帰

し

唯
だ
念
仏
を

と
す

る
生
き
方
の
実
現

に
お
い
て
在
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
と
い
う
人
格
に
と
っ
て

自
然
（
し
ぜ
ん
）

が
、
い
か
な
る
真
実
を
露
呈
せ
し
め
た

か
と
い
う
、
極
め
て
主
体
的
に
し
て
余
り
に
宗
教
的
体
験
世
界
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

或
る
時
に
法
然
が
弟
子
の
聖
光
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て

世
人
皆
な
因
縁
有
て
道
心
を
発
す
也
。
所
謂
る
父
母
兄
弟
に
別
れ
妻
子
朋
友

に
離
る
等
也
。
然
る
に
源
空
は
指
せ
る
因
縁
無
く
法
爾
法
然
に
道
心
を
発
す
故
に
師
匠
名
を
授
て
法
然
と

21
号
す

と
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、

法
然
の
出
家
が
父
の
夜
討
に
端
を
発
す
る
死
と
遺
言
に
よ
る
と
い
う
定
説
か
ら
見
る
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
が
、
法
然
の
心
境
と
し
て
は

指
せ
る
因
縁
無
く
法
爾
法
然
に
道
心
を
発
す

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、〞
自
ず
か
ら
然
り

で
は
な
く
し
て
〞
法
の
ま
ま
に
然
り

で
あ
る
と
い
う
、
仏
法
に
透
明
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
法
然
の
極
め
て
自
由
自
在
な
自
己
把
握
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
う
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
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四

結
論
に
か
え
て

自
然

と
い
う
語
を
、
ど
の
よ
う
に
音
読
す
る
か
に
躊
躇
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

え
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
拙
論
で
は

音
読
の
相
違
が
意
味
・
意
義
の
相
違
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
、
本
論
で
は
、
法
然
の
教
行
の
記
録
と
み

な
し
う
る
著
作
や
語
録
を
少
し
く
事
例
と
し
て
提
示
し

察
し
類
型
し
理
解
を
試
み
た
。

法
然
の
〞
自
然

観

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
自
己
の
外
な
る
も
の
と
し
て
の
自
然
（
し
ぜ
ん
）
を
主
体
的
自
己
に
お
い
て
信
仰
的
教

行
を
通
し
て
捉
え
る
時
に
、
法
然
と
い
う
生
身
の
人
間
の
人
格
に
お
い
て
血
肉
化
し
て
い
く
営
み
に
お
い
て
し
か
把
握
さ
れ
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
四
十
三
歳
か
ら
称
名
正
行
に
徹
し
晩
年
に
は
〞
一
日
六
万
遍
の
念
仏
相
続

の
中
に
生
き
て
い
る
姿

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
念
仏
の
教
行
に
貫
か
れ
た
自
然
観
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
主
体
性
の
問
題
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
特
質
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
敢
え
て
加
え
て
言
え
ば
、
法
然
の
〞
自
然

観
は
法
然
（
法
の
ま
ま
に
然
り
）
へ
と
深
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

自
ず
か

ら
然
り

か
ら
さ
ら
に

法
（
真
理
）
の
ま
ま
に
然
り

と
い
え
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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