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垂
名
示
形
論
再
考

0

問
題

の
所
存

真
宗
学
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
垂
名
示
形
と
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た

論
理
が
あ
る
。
こ
の
用
語
は
、
「

念
多
念
文
意
』
及
び

『唯
信
鈔
文

意
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
二
種
法
身
論
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
垂
名
示
形
に
関
す
る
考
察
は
あ
ま
り
な

さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
、
先
行
研
究
も
多
く
な
い
。
佐
々
木
義
英

氏

(「垂
名
示
形
論
」
『真
宗
研
究
』
三
六
号

一
九
九
二
)
に
よ
る
と
、

従
来
、
そ
の
概
念
の
厳
密
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

ま
た
何
時
か
ら
使
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る

と
さ
れ
、
何
人
に
よ
っ
て
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
か
は
判
然
と

し
て
い
な

い
上
、
そ
れ
に
起
因
し
て
垂
名
示
形
の
内
容
が
厳
密
に
既
定

さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
は
垂
名

示
形
に
関
し
て
二
通
り
の
用
い
ら
れ
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回

は
こ
れ
ら

の
二
つ
の
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か

を
考
察
し
、
若
干
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一
九
八

赤

渕

弘

祐

1

仏

身

論

と

し

て

の
垂

名

示

形
(
1
)

ま

ず

仏

身

論

と

し

て
解

釈

さ

れ

る

場

合

の
垂

名

示

形

を
考

察

す

る
。

こ

の
場

合

、
垂
名

示

形

を
垂

名

は
因

位

の
法

蔵

菩

薩

の
な

の
り

、
示
形

は

果

相

の
報

身

如
来

と
考

え

ら

れ

て

い
る

。
こ

の

よ
う

に
配

し

て
解

釈

す

る
理

由

は
、
『
唯

信

鈔

文

意

』
の

二
種

法

身

を

説

示

す

る
文

に

お

い
て
、

法
性
法
身

は

い
う
も
な
し
、

か
た
ち
も
ま

し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ぼ

こ
こ
ろ
も

お
よ
ぼ
ず

、

こ
と
ば

も
た
え
た
り
。

こ
の

一
如

よ
り
か
た
ち
を
あ
ら

は
し

て

方
便
法
身

と
ま
う
す
、

そ
の
御

す
が
た

に
法
蔵

比
丘
と
な

の
り
た
ま

ひ
て
不

可
思
議

の
四
十
八

の
大
誓
願

を
お

こ
し
あ
ら

は
し
た
ま
ふ
な
り
。
(
『真
聖
全
』

二

・
六

三
〇
頁

下
線
は
筆
者

に
よ
る
)

と

あ

る
中

、

下

線

部

の

「
こ

の

一
如

よ

り

か

た

ち

を

あ

ら

は

し

て
」

を

示

形

と

し

て
捉

え
、

「法
蔵

比

丘

と

な

の
り

た

ま

ひ

て
」

を
垂

名

と

当

て

は

め

る

こ

と

に
よ

っ
て

い

る
と

考

え

ら

れ

る
。

同

様

に

『
一
念

多

念

文

意

』

に
お

い
て

一
如
宝
海

よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し

て
、
法
蔵
菩

薩
と
な

の
り
て
た
ま
ひ
て
、

無
碍

の
ち
か

ひ
を
お

こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね

と
し

て
、
阿
弥
陀
仏
と
な

り
た
も
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ふ
が
ゆ

へ
に
報
身
如
来
と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な

づ
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
、
こ
の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
ま
ふ
す

な
り
。

(『真
聖
全
』
二

・
六
一
六
頁

下
線
は
筆
者
に
よ
る
)

と
あ
る
文

の

「
一
如

(宝
海
)
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
」
を
示
形

と
配
当
し
、
「法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
」
を
垂
名
と
し
て
配
し

て
、
垂
名
示
形
=
因
果
相
の
示
現
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
垂
名
示
形
を
用

い
る
場
合

の
意
図
は
ど

こ
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
如
は

「い
う
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し

ま
さ
ぬ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
非
因
非
果
無
色
無
形
で
あ
り
、
何
者

に
も
固
定
的
実
体
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
絶
対

の
境
界
で
あ

る
。
し
か
し
、

一
如
が
そ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
な
ら
ぼ
人
間
の
思
議
を

超
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
衆
生
の
信
の
対
象
に
も
な
り
え
ず
、
な
ん

ら
の
接
点
も
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
如
は
有
的
展
開
と
し
て
な

ん
ら
か

の
か
た
ち
を
相
対
世
界
に
示
さ
ね
ぼ
救
済
は
成
立
し
え
な
い
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
衆
生
済
度

の
為
に
弥
陀
が

一
如
よ
り
か
た
ち
を
現
わ

し
た
、

つ
ま
り

一
如
よ
り
あ
ら
わ
れ
て
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
、
阿
弥
陀

仏
と
な
る
因
果
相
を
示
し
、
ま
た
そ
の
阿
弥
陀
仏
が
本
願
に
酬
報
し
た

報
身
如
来

で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
窺
え
る
。

2

名
号
論
と

し
て
の
垂
名
示
形

次
に
名
号
論
と
し
て
の
垂
名
示
形
を
考
察
し
て
い
く
。
(
2
)

こ
の
名
号
論

と
し
て
垂
名
示
形
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
示
形
は
先
述
し
た
仏
身
論
と

垂
名
示
形
論
再
考

(赤

渕
)

し
て
の
垂
名
示
形
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
、

一
如
よ
り
来
生
し
た
法
蔵

菩
薩
が
誓
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏

(報
身
如
来
)
と
な
る
因
果
相
全
体

を
示
形
に
お
さ
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

続
い
て
垂
名
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
仏
身
論
と
し
て
垂
名
示
形
を

捉
え
た
場
合
と
比
較
す
る
と
、
垂
名
の
理
解
が
大
き
く
異
な
る
。
既
に

挙
げ
た
仏
身
論
と
し
て
の
垂
名
示
形
の
場
合

で
は

『
一
念
多
念
文
意
』

『唯
信
鈔
文
意
』
に
見
ら
れ
る
法
蔵
菩
薩

の
「な

の
り
た
ま
ひ
」
を
垂
名

と
配
し
て
解
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は

『
一
念
多
念
文
意
』
に

こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
は
申
す
な
り
、
方
便
と
申
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら

は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
、
す
な

は
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来
は
光
明
な
り
、
光
明
は
智
慧
な
り
、
智
慧

は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
、
智
慧
ま
た
か
た
ち
な
け
れ
ぼ
、
不
可
思
議
光
仏

と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
如
来
、
十
方
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
る
が
ゆ

へ
に
無
辺
光
仏
と
ま
ふ
す
、
し
か
れ
ぼ
世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と

な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
(『真
聖
全
』
二

・
六

一
六
頁

下
線
は
筆

者
に
よ
る
)

と
あ
る
中
、
「御
な
を
し
め
し
て
」
を
垂
名
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
の
後
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

「御
な

(
=垂
名
)」
と
は

世
親
菩
薩
に
よ

っ
て

「尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
」
ら
れ
た
弥
陀

各
号
で
あ
り
、
第
十
七
願
の

「咨
嗟
称
我
名
」

の
我
名
、

つ
ま
り
は
諸

仏
の
讃
嘆
に
よ

っ
て
成
就
す
る
南
無
阿
弥
陀
仏

の
名
号
で
あ
る
。
諸
仏

に
よ
っ
て
讃
嘆
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
方
世
界

へ
と
響
流
す
る
こ
と

一
九
九
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垂
名
示
形
論
再
考

(赤

渕
)

で
あ
り
、

一
切
衆
生
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
法
蔵
菩
薩

の
願
心
が
、
名
号

と
い
う
言
葉
と
な

っ
て
十
方
衆
生
に
聞
か
せ
し
め
ん
と
響
流
し
て
い
く

こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
名
号
論
と
し
て
の
垂
名
示
形
の
意
義
は
、

「御
な
を
し
め
し
て
」
を
垂
名
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
、
救
済
法
た
る

弥
陀
名
号
が

「衆
生
に
し
ら
し
め
」
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
示
形
を

一
如
よ
り
顕
れ
た
法
蔵
比
丘
が
阿
弥
陀
仏
と

な
る
因
果
相
と
し
て
捉
え
、
垂
名
を
第
十
七
願
に
誓
わ
れ
た
我
名
で
あ

る
と
解
釈

す
る
の
が
、
名
号
論
と
し
て
の
垂
名
示
形
で
あ
る
。

3

二
説

の
検
討

以
上

の
如
く
二
説
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
説
と
も
、
共
に

「
い
う
も
な
し
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
」
法
性
法
身
か
ら
衆
生
を
摂
化

せ
ん
と
示
現
し
た
、
方
便
法
身
に
関
連
し
て
の
用
語
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
両
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
垂
名
示
形

の
語
が

従
仏
向
生

の
向
下
的
方
向
性
を
表
現
せ
ん
が
為
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点

に
あ
る
。

こ
こ
を
踏
ま
え
た
上
で
問
題
に
し
た
い
と
こ
ろ
は
、

一
如
よ

り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
す
、
あ
る
い
は
御
な
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
、
い

か
に
し
て
衆
生
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
先
行
研
究
は
仏
身
論
的
論
理
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
消
極
的

で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
仏
身
論
と
し
て
把
握
し
た
場
合
、
弥

陀
が
衆
生

済
度

の
為
に
誓
願
を
建
て
て
光
寿
二
無
量
の
証
果
を
成
就

し
、
そ
の
証
果
の
全
て
を
施
名
し
て
衆
生
に
回
施
し
給
う
た
と
い
う
救

二
〇
〇

済

の
躍
動
感

に
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
仏
身
論
的
な

見
方
を
と
ら
な
い
傾
向
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
首
肯

で

き
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
衆
生
と
の
関
わ
り
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

仏
身
論
と
し
て
垂
名
示
形
を
把
握
す
る
と
き
、
そ
れ
は

一
如
よ
り
法

蔵
菩
薩
が
な
の
り
た
ま
い
、
本
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
に
な
る
と
い
う

報
身
如
来
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
積
極
的
で
あ

っ

た
と
し
て
も
、
報
身
如
来
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
が
観
見

で

き
る
領
域
で
は
な
い
。
報
身
如
来
は

「ひ
か
り

の
御
か
た
ち
に
て
、
い

う
も
ま
し
ま
さ
ず
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
す
な
は
ち
法
性
法
身
に
同

じ
く
て

(『真
聖
全
』
二
・
六
三
一
頁
と

と
あ
る
よ
う
に
、

い
か
に
示
現

し
た
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
如
来
を
観
見
し
え
る
の
は
、
止
観
行
を

行
じ
え
る
行
者

に
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
つ
れ
の
行
も
お
よ

び
が
た
き
凡
夫
に
お
い
て
は
全
く
不
可
能
で
あ

る
。
よ

っ
て
、
弥
陀
が

い
か
に
衆
生
を
済
度
す
る
の
か
と
い
う
、
具
体
性
を
表
現
す
る
に
は
十

分
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
る
。

こ
こ
に
お
い
て
衆
生
に
認
識
さ
れ
る
に
は
言
葉
に
よ
る
他
は
な
い
と
、

垂
名
を
御
な
と
し
て
捉
え
て
展
開
し
て
い
く
名

号
論
と
し
て
の
垂
名
示

形
は
、
衆
生
を
摂
化
せ
ん
と
い
う
法
蔵
菩
薩

の
願
心
が
名
号
と

い
う
言

葉

へ
と
展
開
し
て
い
く
様
を
表
現
せ
ん
と
し
た
論

で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て

「御
な
を
し

め
し
て
、
衆
生
に
し
ら

し
め
た
ま
ふ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
名
号
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
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て
こ

そ
、

衆

生

の
聞

信

が

可

能

に

な

る

と

い
う

こ

と
を

示

し

て

い

る
。

御
な
が
示
さ
れ
る
時
に
、
初
め
て
衆
生
と
の
接
点
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
(
3
)

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

一
如
か
ら
直
接
的
に
御
名
が
示
さ
れ
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
垂
名
が
名
号
を
指
し
て
い

る
と
い
え
ど
も
、
あ
く
ま
で
十
方
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
す
る
法
蔵
菩
薩

の
願
心
と
、
誓
願
こ
そ
が
根
底
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な

ら
な
い
。
名
が
示
さ
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
垂
名
は
ど
こ
ま
で
も

一
如
よ

り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
た
法
蔵
―

阿
弥
陀
仏
と
い
う
背
景
、
法
蔵
菩
薩

の
誓
願
と
兆
載
永
劫

に
わ
た
る
菩
薩
行

の
成
就
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ

る
。
先

に
も
述
べ
た
が
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
阿
弥
陀
仏
と
な
る
こ
と
、

即
ち
示
形
は
誓
願
と
菩
薩
行
を
修
し
て
名
号
を
成
就
し
衆
生
に
回
向
す

る
こ
と

の
根
底
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
垂
名
と
示
形
は
別
々
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
垂
名
が
示
形
を
根
底
に
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
成
り
立
た
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
示
形
は
法
蔵
―
阿
弥

陀
仏
の
因
果
相
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
因
果
相
を
特
に
誓
願
中
心

に
考
え
る
な
ら
ぼ
、

誓
願

・
名
号
と
ま
ふ
し
て
か
は
り
た
る
こ
と
候
ら
は
ず
。
誓
願
を
は
な
れ
た

る
名
号
も
候
は
ず
、
名
号
を
は
な
れ
た
る
誓
願
も
候
は
ず
。
(『末
灯
鈔
』
『真

聖
全
』
二
・
六
六
九
頁
)

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
名
号
と
誓
願
は
別
々
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
べ

き
事
柄

で
は
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「誓
願
を
は
な
れ
」
た
名
号

も
な
け
れ
ぼ
、
「名
号
を
は
な
れ
」
た
誓
願
も
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

垂
名
示
形
論
再
考

(赤

渕
)

よ

う

に
、
示

形

か

ら

離

れ

た

垂

名

も

考

え

ら

れ

な

い
。
ど

こ

ま

で

も
示

形

と
垂

名

が
あ

い
ま

っ
て

こ
そ

衆

生

摂

化

が

可

能

と

な

る

の

で
あ

る
。

4

ま

と

め

考

察

し

て
き

た

よ

う

に

、
垂

名

示

形

を
解

釈

す

る

場
合

、

二
通

り

の

見

解

が
あ

る

こ
と

を

述

べ
、

そ

れ

ら

の
意

義

に

つ

い
て
検

討

し

た
。

両

見

解

と

も

、

一
如

よ

り

向

下

的

に
衆

生

に
対

す

る

と

い
う

方

向

性

に

お

い

て
は

共
通

点

が

見

ら

れ

る

の

で
あ

る

が
、

衆

生

と

の
接

点

を

考

え
た

時

、

「御

な

を

し
め

し

て
、

衆

生

に
知

ら

し

」

め

て

を
垂

名

と

す

る
名

号

論

と

し

て

の
垂

名

示
形

の
方

が
、

衆

生

が
弥

陀
名

号

に

よ

っ
て
救

済

さ

れ

る

の

で
あ

る

と

い
う

こ

と
を

よ

り

明
確

に
表

現

し

て
い

る
と

い
え

る
。

な

お

、
垂

名

示
形

に
関

す

る
資

料

及

び

注

記

の
多

く

は
紙

数

制

限

の

為

に
割

愛

し

た

。

1

山

田
行
雄

氏

「真
宗

に

お
け

る
如

来
論

の

一
考
察
」

神
子
上

恵
龍

氏

『
弥
陀
身
土
思
想

の
展
開
』

他
参

照
。

2

加
藤
仏

眼
氏

「
不
形

垂
名

」

(『
教
行
信

証
竪
徹
』
所
収
)
参
照
。

3

梅

原
眞
隆
氏
は

こ
の
よ
う
な

一
如
、
如
来
を
そ

れ
ぞ
れ
本
然
態

・
顕
現

態

と
し
、
さ
ら
に
顕
現
態

を
覚
体

と
名
号
と

に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
を
観
念

態

・
聞
持

態

(念

持
態
)

と
呼

ん
で
意
識
的

に
区
別

し
て

い
る
。

(『
唯
信

鈔
文
意
講
義
』
及
び

「弥
陀

の
名

号
と
西
方

の
浄
土
」
等
参
照
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

垂
名
示
形
、
名
号
、
誓
願

(龍
谷
大
学
大

学
院
)

二
〇

一
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(200) Abstracts

understanding, the latter part of chapter two represents this chapter, but in-

stead, the conclusion or the substance of chapter two can be seen in the first 

half sentence, which speaks directly about the truth or the Primal Vow. 

In the latter part of chapter two is written, "If Amida's Primal Vow is true, 

Shakyamuni's teaching cannot be false. If the Buddha's teaching is true, 

Shandao's commentaries cannot be false. If Shandao's commentaries are true, 

can Honen's words be lies? If Honen's words are true, then surely what I say 

cannot be empty. Such, in the end, is how this foolish person entrusts him-

self [to the Vow]. Beyond this, whether you take up the nembutsu or whether 

you abandon it is for each of you to determine". 
This paradoxical sentence was comprehended to mean that the Primal 

Vow is the truth. However, this sentence begins with the assumptive word 
"If~ ", which means the truth of Primal Vow is yet unclear. Instead, Shin-
ran 's understanding of truth can be found in the first half of sentence in 

chapter two, concluding "I have no idea". 

137. Reconsideration of Suimyo-Jigyo 

Koyu AKABUCHI 

In Shin Buddhist theology from an ancient period there has been a logic 

named Suimyo-Jigyo. It is thought that this word is a term related to two 

kinds of dharmakaya seen in the Ichinen Tanen Mon'i and Yuisinsho Mon'i. 

However, the point has not been adequately considered yet, as has been 

stressed by Sasaki Giei. 

These days it is held that the term is used in two general ways. In this pa-

per, I examine these two interpretations, and agree that this logic expresses 
that movement that Amida makes to save common beings. 

138. The Gyakuho Sendai Argument in Shinran 

Daisen TAKASE 

Furuta Takehiko thinks that Shinran distinguished the ultimate sinner
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