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【
本
論
文
に
つ
い
て
】 

 

北
魏
の
仏
教
者
で
あ
る
曇
鸞
（
四
七
六-

五
四
二
）
は
、
浄
土
教
の
教
義
と
実
践
を
確
立
し
た

人
物
と
し
て
、
中
国
浄
土
教
の
祖
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
に
注
目
し
た
他
力
的
な
教
義
展
開
に
あ
り
、
後
の
中
国
・
日
本
の
浄
土
教
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
考
は
、
こ
の
曇
鸞
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
、「
曇
鸞
の
意

図
し
た
実
践
と
は
何
か
」を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、未
だ
見
解
の
一
致
を
見
な
い
、

い
く
つ
か
の
問
題
に
対
す
る
解
決
方
法
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。 

曇
鸞
に
関
し
て
は
、
教
義
・
実
践
の
両
面
に
わ
た
っ
て
相
当
量
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
近
年

に
お
い
て
も
、
継
続
的
に
成
果
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
き
わ
め
て
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
な
か
で
、
本
論
考
は
そ
の
主
題
を
実
践
体
系
に
絞
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
教
義

に
関
す
る
研
究
に
比
し
て
、
実
践
に
関
す
る
研
究
に
不
十
分
さ
を
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ

は
天
親
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
、『
浄
土
論
』）
の
註
釈
書
で
あ
る
『
無
量
寿

経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、『
往
生
論
註
』）
に
説
か
れ
る
修
行
者
の
実
践
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
未
解
決
の
事
項
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
十
分
な
検
討

が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。 

こ
れ
ら
が
解
決
に
至
ら
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
実
践
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
背
景
が
確
認
で
き
て
い
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
往
生
論
註
』
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
渉

猟
す
る
と
、
そ
れ
は
、
影
響
関
係
が
明
白
な
『
十
住
毘
婆
沙
論
』『
大
智
度
論
』
な
ど
の
龍
樹
著

作
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
龍
樹
、
そ
し
て
、
彼
の
著
述
の
多
く
を
翻
訳
し
た
鳩
摩
羅
什

と
そ
の
弟
子
・
僧
肇
な
ど
の
中
観
思
想
の
影
響
の
も
と
に
、
曇
鸞
の
思
想
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

は
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
は
主
と
し
て
教
義
面
に
は
適
用
さ
れ
る
も
の
の
、

実
践
面
を
考
え
た
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
曇
鸞
の
著
述
中
に
、
実
践
体

系
の
中
心
と
な
る
何
ら
か
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
も
困
難
な
状
況
に
あ
る
。 
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と
こ
ろ
で
、
曇
鸞
が
生
き
た
南
北
朝
時
代
は
、
教
相
判
釈
も
確
固
た
る
も
の
と
し
て
は
存
在

し
て
お
ら
ず
、
様
々
な
思
想
が
未
整
理
に
混
在
し
た
時
代
で
あ
る
。
ま
た
、『
往
生
論
註
』
を
概

観
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
多
種
多
様
な
思
想
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お

り
、そ
の
時
代
の
特
徴
と
符
合
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。曇
鸞
浄
土
教
の
全
体
像
の
把
握
に
は
、

そ
れ
ら
を
可
能
な
限
り
拾
い
上
げ
る
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。 

よ
っ
て
、
本
論
考
で
は
そ
の
著
述
に
見
ら
れ
る
諸
思
想
の
分
析
と
い
う
方
法
と
は
別
に
、
当

時
の
北
魏
仏
教
界
の
信
仰
や
実
践
の
状
況
か
ら
、
北
魏
に
生
き
た
仏
教
者
で
あ
る
曇
鸞
に
影
響

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
思
想
を
想
定
し
、
そ
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。

そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
禅
観
思
想
で
あ
る
。 

中
国
へ
の
仏
教
伝
来
当
初
、
人
々
に
よ
っ
て
主
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
が
、
教
義
的
側
面

と
い
う
よ
り
も
実
践
的
側
面
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
初
期
の
漢
訳
経
典
に
説
か

れ
る
禅
定
や
三
昧
と
い
っ
た
実
践
は
、
後
世
へ
と
受
け
継
が
れ
、
禅
観
思
想
と
し
て
発
展
を
と

げ
る
。
禅
観
経
典
と
い
わ
れ
る
一
群
、
と
り
わ
け
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
隋
・
唐
代
に
盛
ん
に

研
究
さ
れ
、
多
く
の
註
釈
書
が
著
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
曇
鸞
が
生
き
た
南
北
朝
時
代
は
、
禅

観
経
典
の
訳
出
か
ら
、
禅
観
思
想
が
普
及
す
る
に
い
た
る
間
の
時
代
に
あ
た
る
。
時
代
的
・
地

域
的
に
曇
鸞
に
こ
れ
ら
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
実
践
の
背
景
と
し
て
も
想
定

し
う
る
思
想
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
う
い
っ
た
視
点
で
主
著
で
あ
る
『
往
生
論
註
』
を
眺
め
て
み

る
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
修
行
者
の
実
践
は
、
禅
観
思
想
の
見
仏
に
い
た
る
構
造
と
近
似
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
本
論
考
は
、
曇
鸞
の
背
後
に
禅
観
思
想
を
想
定
し
、
彼
の
意
図
し

た
実
践
体
系
の
再
考
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、本
論
考
で
は
、曇
鸞
を
南
北
朝
時
代
に
生
き
た
一
人
の
仏
教
者
と
し
て
考
え
る
こ
と
、

浄
土
教
の
思
想
と
そ
れ
以
外
の
諸
思
想
を
可
能
な
限
り
並
列
的
に
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
つ
と

め
た
。 

各
章
で
検
討
し
た
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 

第
一
章 

実
践
体
系
成
立
の
背
景 

 

第
一
章
で
は
、
北
魏
仏
教
界
の
信
仰
や
実
践
の
状
況
か
ら
、
曇
鸞
の
思
想
背
景
に
禅
観
思
想

の
影
響
を
想
定
し
、
曇
鸞
を
前
後
す
る
時
代
の
禅
観
思
想
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
ま
ず
、
伝
記

資
料
を
も
と
に
曇
鸞
の
生
涯
や
著
述
、
ま
た
後
世
の
曇
鸞
へ
の
評
価
か
ら
、
様
々
な
思
想
を
そ

の
背
景
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
従
来
、
浄
土
経
典
以
外
に
主
た
る
思

想
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
、
唯
識
思
想
、
中
観
思
想
、
道
教
思
想
な
ど
は
、
い
ず
れ
も

実
践
体
系
の
根
幹
を
な
す
も
の
に
は
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

そ
こ
で
、
当
時
の
時
代
状
況
か
ら
、
北
魏
・
北
斉
に
お
け
る
禅
観
思
想
を
そ
の
背
景
と
し
て

想
定
し
、
そ
の
普
及
状
況
を
確
認
す
る
作
業
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
曇
鸞
研
究
で
は
ほ
ぼ
触
れ

ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
様
々
な
事
例
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
を
考
慮
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述

べ
た
。
禅
観
経
典
と
呼
ば
れ
る
一
群
は
、
五
世
紀
前
半
に
漢
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
単
に
教
義

を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
に
お
い
て
、
実
践
と
も
関
わ
り
な
が
ら
発
展
を

遂
げ
る
。
主
と
し
て
と
り
あ
げ
た
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
隋
・
唐
代
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ

も
の
で
あ
る
が
、
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
そ
の
受
容
の
萌
芽
が
確
認
で
き
る
。
本
章
で
確
認
し

た
の
は
、『
観
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
造
像
記
で
あ
る
「
兗
州
泗
河
発
見
邑
義
人
造
像
断
石
」「
舜

禅
師
造
像
記
」「
臨
淮
王
像
碑
」
の
三
例
と
、
曇
鸞
と
同
時
代
に
生
き
た
習
禅
者
・
僧
稠
（
四
八

〇-

五
六
〇
）
が
そ
の
造
営
に
関
わ
っ
た
小
南
海
中
窟
に
残
る
九
品
往
生
図
の
事
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
経
典
に
説
か
れ
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
重
視
と
そ
の
内
容
に
基
づ
く
実
践
が
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
さ
ら
に
、『
観
無
量
寿
経
』
の
普
及
に
は
、
智
舜
や
そ
の

師
で
あ
る
僧
稠
と
い
っ
た
習
禅
者
た
ち
が
関
与
し
て
お
り
、
そ
の
地
域
は
曇
鸞
の
活
動
範
囲
と
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も
重
な
る
。
習
禅
者
た
ち
に
よ
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
依
用
は
先
の
想
定
を
証
す
る
一
つ
の
材

料
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
観
無
量
寿
経
』
受
容
の
過
程
は
、
時
代
的
に
は
、
五
世
紀
末
の

訳
出
か
ら
北
斉
代
で
の
受
容
、
地
理
的
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
石
窟
か
ら
訳
出
の
地
・
建
康
に

い
た
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、『
観
無
量
寿
経
』
に
目
を
向
け
た
習
禅
者
た
ち
の
住
し
た
地
域
は
、

曇
鸞
の
活
動
範
囲
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
で
も
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
禅
観
思
想
を
曇
鸞
の
思
想

背
景
と
し
て
想
定
す
る
十
分
な
理
由
と
な
る
と
考
え
る
。 

  

第
二
章 

『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
修
行
者 

 

第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
曇
鸞
の
意
図
し
た
実
践
、
具
体
的
に
は
、
主
著
『
往
生
論
註
』
に

説
示
さ
れ
る
修
行
者
の
実
践
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
修
行
者
」と
は
い
か
な
る
者
を
指
す
の
か
、

彼
ら
の
修
す
る
「
行
」
と
は
何
か
。
論
述
の
都
合
に
よ
り
、
二
章
に
分
け
て
論
じ
た
が
、
こ
れ

ら
は
相
互
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。そ
こ
で
ま
ず
、第
二
章
の
は
じ
め
に
問
題
の
所
在
と
し
て
、

課
題
発
生
の
要
因
、
先
行
す
る
解
決
方
法
へ
の
疑
問
点
を
整
理
し
た
。
こ
の
課
題
が
発
生
す
る

要
因
は
、
修
行
者
と
し
て
「
上
品
生
」「
下
品
生
」、
行
と
し
て
「
五
念
門
」「
十
念
」「
称
名
」

と
い
っ
た
も
の
が
予
想
で
き
る
、
幅
を
持
っ
た
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
解
説
も
難

解
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
で
も
多
様
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
課
題
解
決
の
方
法
に
は
「
願
生
者
の
分
類
の
意
図
」「
五
念
門
と
十

念
の
関
係
」「
十
念
の
定
義
」
と
い
う
三
点
に
お
い
て
疑
問
を
抱
く
。
こ
の
疑
問
か
ら
『
往
生
論

註
』
所
説
の
行
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
疑
問

を
出
発
点
と
し
て
考
察
を
進
め
た
。 

第
二
章
で
は
、『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
修
行
者
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
修
行
者
の
位
置
づ
け
が
確
認
で
き
る
説
示
で
あ
る
、「
上
品
生
」
と
「
下
品
生
」
の

対
比
と
、「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」
と
「
平
等
法
身
の
菩
薩
」
の
対
比
の
内
容
を
整
理
し
、
検
討
し

た
。
そ
の
な
か
で
、
先
行
研
究
に
対
す
る
疑
問
の
一
つ
で
あ
る
「
願
生
者
の
分
類
の
意
図
」
に

焦
点
を
あ
て
、『
往
生
論
註
』
に
み
ら
れ
る
願
生
者
の
分
類
の
主
旨
は
、「
生
」
の
理
解
の
相
違

を
明
か
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
行
を
定
め
る
意
図
の
記
述
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
れ
よ
り
も
、
曇
鸞
に
と
っ
て
重
視
さ
れ
た
の
は
、
往
生
を
前
後
す
る
「
願
生
者
」
と

「
得
生
者
」
の
差
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
来
、『
往
生
論
註
』
の
行
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際

に
問
題
と
な
る
の
は
、
往
生
行
と
し
て
の
「
五
念
門
」
と
「
十
念
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、「
上
品
生
」「
下
品
生
」
も
し
く
は

「
菩
薩
」「
凡
夫
」
と
い
っ
た
二
種
の
願
生
者
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
行
を
配
当
す
る
こ
と
で
、
こ

の
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
願
生
者
の
機
根
の
違
い
に
よ
る
行
の
違
い

と
い
う
も
の
が
明
確
に
読
み
取
れ
な
い
以
上
、
こ
の
問
題
の
解
決
策
と
し
て
は
、
異
な
る
視
点

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
れ
よ
り
、
先
行
研
究
に
い
わ
れ
る
「
上
品
生
」「
下
品
生
」
と
い
う
二
種
の
願
生
者
に
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
往
生
行
を
配
当
す
る
と
い
う
見
解
に
は
、
未
だ
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
し
て
、
曇
鸞
の
意
図
は
、
凡
夫
も
聖
者
も
同
じ
く
、
全
て
の
修
行
者
が
菩
提
の
獲

得
を
可
能
と
す
る
実
践
体
系
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
べ
く
、
最
低
ラ
イ
ン
に
位
置
す
る
「
凡
夫

と
し
て
の
菩
薩
」
の
往
生
、
そ
し
て
菩
提
の
獲
得
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
新
た
な
前
提

を
設
定
し
た
。 

  第
三
章 
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
五
念
門
と
十
念 

 

 

第
三
章
で
は
、
先
に
挙
げ
た
「
五
念
門
と
十
念
の
関
係
」「
十
念
の
定
義
」
と
い
う
疑
問
に
対

し
て
、『
往
生
論
註
』
に
説
示
さ
れ
る
行
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
五
念
門
と
十
念
の
関
係
を
検
討
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す
る
こ
と
で
そ
の
解
決
を
試
み
た
。
ま
ず
、『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
、
五
念
門
と
十
念
そ
れ
ぞ

れ
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
。
五
念
門
に
関
し
て
は
、
他
の

中
国
諸
師
が
往
生
の
可
否
に
注
目
し
た
の
と
は
異
な
り
、
往
生
後
の
菩
提
の
獲
得
ま
で
が
強
く

意
識
さ
れ
て
い
る
点
を
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
。
ま
た
、
十
念
に
関
し
て
は
、
そ
の
説
示
か

ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
憶
念
と
理
解
し
て
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ

こ
に
称
名
の
意
が
含
ま
れ
る
と
い
う
明
確
な
記
述
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

そ
の
う
え
で
、
先
行
研
究
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
五
念
門
と
十
念

に
関
す
る
説
示
の
中
に
「
心
心
相
続
」「
無
他
想
」
と
い
う
よ
う
な
類
似
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
が
「
念
の
相
続
」
と
し
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
と
も
に
阿
弥
陀
仏
、
も
し
く
は
浄
土
・
名
号
が
対
象
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
反
対
に
五
念
門
と
十
念
の
違
い
は
、
五
念
門
は
往
生
行
で
あ
る
に
と

ど
ま
ら
ず
、
往
生
後
も
菩
提
に
至
る
ま
で
行
ず
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
十
念
は

往
生
を
語
る
際
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
第
二
章
お
よ
び
第

三
章
の
検
討
結
果
か
ら
、『
往
生
論
註
』
に
説
示
さ
れ
る
行
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
一
つ
の
見

解
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
凡
夫
と
し
て
の
菩
薩
」
が
「
五
念
門
に
よ
る
菩
提
の
獲
得
」
を
可

能
と
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

  

第
四
章 

浄
土
経
典
の
受
容
と
実
践
体
系 

 

第
四
章
で
は
、
曇
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
実
践
体
系
の
成
立
に
「
浄
土
三
部
経
」
が
果
た
し
た

役
割
、
な
か
で
も
『
観
無
量
寿
経
』
受
容
の
意
図
を
再
検
討
し
た
。『
観
無
量
寿
経
』
に
考
察
の

対
象
を
絞
っ
た
の
は
、「
曇
鸞
の
意
図
し
た
実
践
と
は
何
か
」を
考
え
る
際
に
生
じ
る
問
題
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
『
観
無
量
寿
経
』
が
関
与
し
て
い
る
が
、
そ
の
受
容
の
意
図
が
必
ず
し
も
明

解
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、『
往
生
論
註
』
所
説
の
「
五
念
門
」
で
見
仏
に
至
る
過
程

は
、
禅
観
思
想
の
そ
れ
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
思
想
を
導
入
す
る
媒
介
と
し
て
『
観

無
量
寿
経
』
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
当
時
普
及
し
て
い
た
禅
観
思

想
の
地
盤
の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
を
対
象
と
し
た
禅
観
経
典
で
あ
る
『
観
無
量
寿
経
』
を
引
用
す

る
こ
と
で
、
曇
鸞
は
自
身
が
主
張
す
る
実
践
体
系
の
正
し
さ
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
本
章
は
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
形
で
、
ま
ず
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
浄
土
三

部
経
」
引
用
箇
所
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
引
用
意
図
を
全
体
的
に
捉
え
た
う
え
で
、『
観
無
量
寿

経
』
受
容
の
意
図
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
。 

『
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』
受
容
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
が
導
い
た
結
論
か
ら
で

る
も
の
で
は
な
い
が
、『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
は
、
先
の
仮
説
の
も
と
、「
観
仏
思
想
」「
称

名
思
想
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
行
っ
た
。
観
仏
思
想
に
関
し
て
は
、

両
者
に
見
ら
れ
る
禅
観
経
典
の
影
響
を
確
認
し
、
そ
の
共
通
点
と
し
て
、
観
仏
思
想
が
凡
夫
の

行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
も
に
そ
の
根
拠
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
（
宿
願
力
・
他
力
）

に
求
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、『
観
無
量
寿
経
』
の
主
た
る
引
用
意
図
は
、
こ
の

観
仏
思
想
に
あ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
た
。
称
名
思
想
に
関
し
て
は
、
ま
ず
『
観
無
量
寿
経
』

の
背
景
と
な
る
禅
観
経
典
で
は
、
称
名
は
観
想
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。『
往
生
論
註
』
に
つ
い
て
は
、
曇
鸞
が
詳
細
な
註
釈
を
施
し
た
理
由
は
、
称
名
を
往
生

行
と
し
て
特
別
重
視
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
「
名
を
称
え
る
」
こ
と
で
救
わ

れ
る
と
い
う
思
想
へ
の
反
駁
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
。そ
の
う
え
で
、

『
観
無
量
寿
経
』
と
同
様
に
、
称
名
は
観
想
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
理
解
す
べ

き
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
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【
結
論
】 

 

以
上
が
本
章
全
体
の
内
容
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
の
伝
記
は
同
時
代
の
他

の
人
物
と
比
し
て
、
陶
弘
景
や
菩
提
流
支
な
ど
を
除
け
ば
、
師
資
相
承
や
交
流
関
係
に
関
す
る

情
報
が
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
浄
土
教
の
祖
と
い
う
後
世
の
視
点
も
相
ま
っ
て
、
曇
鸞
は
南

北
朝
仏
教
史
上
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
歴
史
書
な
ど
に
よ
る
彼
へ
の
評
価
か
ら
は
、
浄
土
教
者
・
曇
鸞
以
外
の
一
面
が
垣
間

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
論
考
で
は
そ
の
背
景
を
よ
り
幅
広
く
想
定
し
、
考
慮
す
る
必
要
性
に

つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
本
論
考
で
想
定
し
た
の
が
禅
観
思
想
で
あ
る
。
禅

観
経
典
の
訳
出
と
そ
れ
ら
に
依
拠
し
た
実
践
の
状
況
、
曇
鸞
と
同
時
代
の
習
禅
者
た
ち
の
動
向

な
ど
を
み
る
と
、
一
つ
の
背
景
と
し
て
考
え
う
る
、
一
定
程
度
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考

え
る
。 

曇
鸞
浄
土
教
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
教
以
外
の
様
々
な
思
想
を

十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。浄
土
教
に
つ
い
て
研
究
す
る
際
に
中
心
と
な
る
の
は
、「
凡
夫
」

や
「
下
品
下
生
」
と
い
っ
た
低
い
階
位
の
者
が
い
か
に
し
て
往
生
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
で

あ
り
、
彼
ら
が
往
生
す
る
方
法
と
し
て
の
「
十
念
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
曇
鸞
の
思
想
を

語
る
上
で
外
せ
な
い
要
素
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
大
乗
の
菩
薩
道
で
あ

る
限
り
、
そ
の
目
的
は
菩
提
の
獲
得
で
あ
り
、
往
生
は
そ
の
通
過
点
で
あ
る
。
曇
鸞
を
語
る
う

え
で
も
、
そ
の
点
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

 


