
無

字

仏

教

と

浄

土

教

藤

原

了

然

こ
こ
で

い
う
無
字
仏
教
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
有
字
仏
教
又
は
文

字
仏
教
と
対
句
を
な
す
も
の
丶
謂
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
無
字
仏
教
と

い
う

に
し

て
も
、
文
字
仏
教
と
い
う
に
し
て
も
、
あ
ま
り
耳
な
れ
な
い

言
葉

で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
然
し
、
今
敢
え
て
、
こ
の
よ

う
な
言
葉

を
取
上
げ
る
に
つ
い
て
は
、

い
さ
さ
か
そ
の
理
由
が
な
い
で

は
な
い
。

端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
今
日
の
仏
教
又
は
仏
教
学
が

直
面
し
て

い
る
幾
多
の
壁
に
対
す
る
反
省
を
促
が
す
に
あ
る
と
で
も
い

う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

無
字
仏
教
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
か
の
禅
家
で
重
視
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の

「
不
立
文
字
」
と
は
可
な
り
そ
の
趣
を
異

に

し

て

い
る

も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「文
字
に
よ
つ
て
表
現

し
え
な
い
仏
教
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く

「
文
字
な
き
時
代
の
仏
教
」

夊
は

「文
字
化
さ
れ
な
い
時
代
の
仏
教
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
イ
ン

ド
に
於

て
、
文
字
な
る
も
の
が

一
般
化
し
た
の
は
ど
の
時
代
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
異
論
を
免
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
釈
尊

在

世
時
代

に
於
て
、
文
字
な
る
も
の
が
思
想
の
表
現
又
は
伝
道
の
方
法

2

し
て
常
用
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
イ
ン
ド

が
そ
の
文
化
の
起
源

の
古
さ
と
そ
の
内
容
の
高
度
性

に
も
拘
ら
ず
、
肝

腎
の
経
典
の
伝
承
な
る
も
の
が
、
久
し
き
に
亘

つ
て
、
口
か
ら
口
へ
の

形
式
を
常
套
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
か
な
り
後
世
に
ま
で
及
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
釈
尊
の
説
法
用
語
な
る
も
の

が
如
何
な
る
言
葉
で
あ

つ
た
か
に
つ
い
て
さ
え
定
説
が
見
出
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
、
こ
れ
を
推
定
す
る
資
料
の
貧
困
に
も
よ
る

で
あ
ろ
う
が
、
イ

ン
ド
の
特
殊
な
階
級
制
度

、
べ
ー
ダ
を
下
層
階
級
が

誦
す
る
こ
と
す
ら
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
イ
ン
ド
、
然
も
広
大
な
地
域
を
占

め
る
イ
ン
ド
に
於
け
る
教
養

の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
等
、
た
と
え
仏
教
が
根

本
的
立
場
に
於
て
は
四
姓
平
等
の
立
場
を
と

る
と
は
い
う
も
の
丶
、
実

際
問
題
と
し
て
の
説
法
教
化
に
於
て
、
釈
尊
が
、

い
わ
ゆ
る
対
機
説
法

の
立
場
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
階
級
用
語
、
い
ろ
い
ろ
な
方
言
を
採
用
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
る
に
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
教
を
学

問
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
の
第

一
資
料

で
あ
る
経
典
や
論
書
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ

が
文
字
化
さ
れ
た
の
は
少
く
と
も
紀
元
後
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

実
情
で
あ
り
、
大
乗
経
典
と
も
な
れ
ば
更
に
後
期
に
属
す
る
と
推
定
さ
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れ
る
に
於

て
は
、
釈
尊
成
道
後

の
数
百
年
の
間
は
、
専
ら
暗
誦
口
伝
の

仏
教
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
暗
誦
口
伝
の
内
容

の
信
憑

性
と
も

な
れ
ば
、
幾
度
か
繰
り
か
え
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
経
典

結
集

の
事
実
が
そ
の
経
緯
を
物
語

つ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

い
う
の
は
、
経
典

の
結
集
の
経
緯
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ

り
推
す
な
ら
ば
、
結
集
な
る
も

の
は

一
面
に
於
て
は
、
仏
教
の
整
備
も

し
く
は
組
織
化
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
直
接

的
に
は
仏
教
々
団
内

に
於
け
る
異
議
の
続
出
や
疑
問
の
発
生
の
対
処
に

動
機
し
て

い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
成
文
化
又
は
文
字
化
さ
れ
た
経
典
や

論
書
が
成

立
す
る
ま
で
の
数
世
紀
間

に
於
け
る
仏
教
の
伝
承
は
、
か
な

り
複
雑
な
経
路
を
辿
つ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
無
字

仏
教
と
は
、
時
期
的
に
は
、

こ
の
よ
う
な
時
代
の
仏
教
を
意

味
す
る
。

　

想
う

に
、
二
千
数
百
年
間
に
亘
る
仏
教
伝
持
の
足
跡
に
は
幾
多
の
転

換
期
が
あ

つ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
に
し
て
且
最
大
で
あ
つ
た

も
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
釈
尊
の
入
滅
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
記

伝
の
叙
述

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
第

一
結
集
な
る
も
の
も
、
こ
の
釈
尊
の

入
滅
を
最

も
直
接
的
な
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
い
え

ば
、
そ
れ

は
人
中
心
の
仏
數
か
ら
法
中
心
の
仏
教

へ
の
転
換
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

も
し
疑
あ
れ
ば
、
当
意
即
妙
、
即
座
に
明
快
な
る
指
南

を

受

け

う

る
、
然
も
解
行
に
亘

つ
て
生
き
た
鑑
に
常
に
接

し
え
た
、
釈
尊
在
世
の

教
団
人
が
、
仏
涅
槃
の
現
実

に
当
面
し
た
時

の
悲
痛
さ
は
想
像
に
あ
ま

る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
釈
尊
在
世
の
時
に
、
釈
尊
自
ら
の
語
と
し
て

幾
度
か
、
仏
入
滅
後
の
こ
と
に
関
し
て

「法

燈
明
自
燈
明
」

の
垂
示
が

繰
返
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
又
湟
槃
経
の
四
十
巻
本
に
四
依
と
し
て

「
法
に
依

つ
て
人
に
依
ら
ず
、
義
に
よ
つ
て
語
に
依
ら
ず
、
智

に
依
つ

て
識
に
依
ら
ず
、
了
義
経
に
依

つ
て
不
了
義
経
に
依
ら
ず
」
と
、
法
の

本
質
に
対
す
る
大
本
を
示
し
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
ま
こ
と

に
止
む
を
え
な
い
事
実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
仏
教
々
団
の
人
々
は
、

一
部
の
不
心
得
者
を
除

い
て
、
大
勢
と
し

て
は
釈
尊
の
遺
誠
の
趣
旨
を
堅
持
し
て
行
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に

仏
教
々
団
の
整
備
と
仏
教

々
理
の
組
織
化
が
招
来
さ
れ
る
と
い
う
結
果

を
生
ず
る
に
到
つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
と
き
心
あ
る
仏
教

々
団
の
人

々
が
、
最
も
心
を
砕
い
た
関
心
事

は
、
釈
尊

の
説

か

れ

た

「
法
」
の
本
質
如
何
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
こ
と
は
多
言
を
要
し
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
消
息
に
関
し
て
現
存
の
記
録
は
多
く

を
語

つ
て
い
な
い
ー

事
実
は
語
り
え
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が

ー

け
れ
ど
も
、
或
は
教
団
護
持
、
伝
統
保
守
の
護
教
的
立
場
か
ら
、

或
は
因
習
脱
皮
、
進
取
革
新
の
情
熱
に
駆
ら
れ
て
、

「法
」

の
本
質
追

究
に
向
け
ら
れ
た
関
心
は
、
恐
ら
く
筆
舌

の
よ
く
こ
と
を
尽
す
と
こ
ろ

で
な
い
と
い
う
外
は
あ
る
ま
い
。

更
に
、

こ
の
場
合
、

「
法
」
の
本
質

の
追

究
に
当

つ
て
、
教
団
人
に
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対
し
て
大

き
な
障
害
と
な

つ
た
も
の
は
、
釈
尊
の
教
説

の
多
く
が
対
機

説
法

の
形
式
を
と
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
応
病
与
薬
、
臨

機
応
変
、
甲
に
対
し
て
は
甲

に
即
し
て
、
乙
に
対
し
て
は
乙
に
応
じ
て

と
い
う
説
法
は
、
最
も
勝
れ
た
説
法
形
式
で
あ
り
、
、ま
た
余
程
の
充
実

し
た
内
容

の
持
ち
主
-

釈
尊

の
如
き
ー

で
な
け
れ
ば
容
易
に
こ
れ

を
な
し
う

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
反
面

に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
対
機

説
法
の
根
源
と
な
つ
て
い
る
も
の
の
究
明
と
な
る
と
、
そ
れ
は
多
く
の

困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
八
万
四
千
と
称
さ
れ
る
仏
教

々
門

の

多

岐

性

は
、
も
と
よ
り
釈
尊
自
内
証

の
深
さ
と
幅

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

が
、

一
面

に
於
て
は
、
こ
の
対
機
説
法
的
形
式
の
教
説
に
約
束
さ
れ
た

必
然
と
も
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

今

日
で
は
、

い
わ
ゆ
る
原
始
経
典
と
い
う
総
称
の
下
に
、

二
ヵ
ー
ヤ

や
阿
含
等

の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
そ
の
内
容
を

検
討
し
て
見
る
と
、
た
と
え
ば
、
漢
訳
増

一
阿
含
第
二
十
四
に
見
う
け

ら
れ
る
文
荼

(
ム
ン
ダ
)
王
の
記
事
や
、
雑
阿
含
第
二
十
三
、
第
二
十

五
等
に
見
出
さ
れ
る
阿
育
王
の
記
事
等
の
如
き
は
、
ど
う
考
え
て
み
て

も
、
後
代

の
附
加
と
解
す
る
外
は
説
明
の
仕
方

の
な
い
も
の
で
あ
り
、

従

つ
て
阿
含
経
の
成
文
化
と
い
う
も
の
が
、
か
な
り
の
後
世
に
属
す
る

も

の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尚

こ
れ
に
類

似
し
た
こ
と
は
阿
含
経
典
の
中
に
は
、
か
な
り
数
多
く
見
う
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
要
す
る
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
事
実
に
直
面
し
て
見
る

と
、
現
在

の
原
始
経
典
の
成
立
ま
で
の
か
な
り
の
年
月
の
経
過
と
釈
尊

教
説

の
伝
持
に
伴
う
領
受
内
容
の
変
遷
-
ー

原
理
的
に
は
変
遷
は
な
い

で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
ー

と
い
つ
た
も
の
は
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
る
,

で

あ

ろ

う

。

日

こ
丶
で
唐
突
な
こ
と
を

い
う
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
し
想
像
を

逞
し
く
し
て
、
仮
り
に
釈
尊
の
在
世
時
代
に
、
今

日
ほ
ど
文
字
文
化
が

発
達
し
て
お
り
、
釈
尊
自
ら
が
筆
を
取

つ
て
そ
の
自
内
証
を
記
録
に
留

め
て
お
か
れ
た
ら
、
い
つ
た
い
、
ど
ん
な
文
章
が
吾

々
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
見

た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

恐
ら
く
六
事
成
就
と
い
つ
た
よ
う
な
紋
切
り
型
の
現
存
経
典
と
は
可
成

り
趣

を
異
に
し
た
も
の
で
あ
つ
た
で
は
な
か

ろ
う
か
。
夊
、
更
に
仮
定

を
す
～
め
て
、
釈
尊
在
世
の
時
代
に
テ
ー
プ

レ
コ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
て

い
て
、
釈
尊
の
な
ま
の
肉
声
が
今
日
に
再
現
出
来
る
と
し
た
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
シ
セ
キ
の
間

に
仏
陀
に
接
す
る
の
感
を
懐
き
う
る

で

あ

ろ

う

し
、
従
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
観
も
果
し

て
現
在

の
ま

丶
で
あ
り
う

る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
文
章
と
口
説
と
で
は
各
の
長
短
を
免
れ
な
い
も
の
が
あ

つ
て
、
何
れ
を
優
と
し
、
何
れ
を
劣
と
す
る
が
如
き
こ
と
は
許
さ
れ
え

な
い
こ
と
で
あ
る
。
丁
度
、
名
講
演
の
原
稿
が
必
ず
し
も
名
文
で
は
な

い
よ
う

に
。

何
れ
に
し
て
も
、
か
く
考
え
る
時
、
人
或

は
釈
尊
自
筆

の
文
章
の
現

存
し
な
い
こ
と
を
、
或
は
更
に
釈
尊
の
肉
声

が
今
日
に
ま
で
保
持
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
千
古
の
痛
恨
事
と
も
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
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あ
る
意

味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
こ
と
に
土
ハ感
な
き
を
え
な
い
も
の

が
あ
る
。

想
う

に
二
十
部
の
分
派
に
し
て
も
、
実
は
釈
尊
自
筆
の

教

訓

が

な

く
、
夊
釈
尊
の
肉
声

の
伝
持
が
あ
り
え
な
か
つ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と

も

い
え

る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
反
面
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
無
字
仏
教

で
あ

つ
た
が
故

に
、

仏
教
は
限
り
な
き
発
展
を
と
げ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
無
字
と
い
う

こ
と
に
伴
う
ア
イ

マ
イ
性
は
そ
の
裏
側
か
ら
見
れ
ば
教
理
解
釈
の
弾
力

性

を
意
味
す
る
と
共
に
、
法
の
領
受

に
向
つ
て
思
索
の
深
化
を
要
請
す

る
。
恐
ら
く
、
大
乗
仏
教
の
成
立
と
開
展
と
の
如
き
も
大
き
く
こ
の
こ

と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
如
何
に
想
を
め
ぐ
ら
す
に
し
て

も
、
今

日
わ
れ
わ
れ
が
原
始
経
典
と
称
し
て
ー

実
質
的
に
や
は
り
原

始
経
典

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
ー

い
る
も
の
か
ら
、
直

接

的
に
現
存
の
華
厳
経
や
法
華
経
等
の
大
思
想
網
を
引
き
出
す
こ
と
は

容
易
な

こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
～
か
え
る
な
ら
ば
、
無
字
な

る
が
故

に
、
限
り
な
く
、
い
～
意
味
で
の
自
由
に
思
索
に
沈
潜
す
る
こ

と
が
出
来
、
又
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
大
乗
仏
教
の
誕

生
が
あ
り
え
た
と
称
し
て
果
し
て
過
言
で
あ
ろ
う
か
。
従

つ
て
、
大
乗

仏
教
の
特
性
の
随

一
と
さ
れ
て
い
る
菩
薩
思
想
に
し
て
も
、
又
、

こ
の

思
想
の
基
盤
と
な
つ
て
い
る
、
時
間
、
空
間
に
亘
る
世
界
観
や
人
生
観

に
関
す
る
広
大
な
構
想
に
し
て
も
、
又
、
涅
槃
系
統
の
経
典
に
見
う
け

ら
れ
る
仏
性
思
想
、
仏
教
瑜
伽
系
統
の
経
典
に
現
わ
れ
て
い
る
心
識
論

等
、
そ

の
成
立
と
展
開
は
す
べ
て
こ
れ
無
字
仏
教
な
れ
ば
こ
そ
の
所
産

と
解
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
大
乗
仏
教
の
興
起

(浄
土
教
を
含
め
て
)
を
、
釈
尊

の
入
滅
の
転
換
期
に
つ
ぐ
第
二
の
転
換
期

で
あ
る
こ
と
を
信
ず

る
も
の

で
あ
る
が
、

こ
の
大
転
換
は
無
字
仏
教
に
由
来
す
る
こ
と
大
で
あ
る
こ

と
を
想
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

飜

つ
て
日
本
仏
教
の
新
宗
派
の
開
創
者
が
最
も
心
肝
を
砕

い
た
こ
と

は
、
そ
の
所
説

の
信
条
に
関
す
る
経
証
と
伝
統

の
明
示
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
法
然
上
人
が
心
血
を
注
が
れ
た
と
こ
ろ
も
、
実
に
口
称
念
仏
の

人
師
と
経
証
と
の
明
示
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
そ
の
教
説
の

真
理
性
を
相
承

の
確
認
と
い
う
こ
と
に
求

め
て
、
伝
統
を
重
ん
ず
る
宗

教

の
世
界
、
尨
大
な
文
字
経
曲
ハを
擁
し
、

そ
の
中

に
は
体
質
の
異
る
か

の
如
き
思
想
体
系
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
場
合

に
於
け
る
必
然

の
努
力

と
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
、
も
し
法
然
上
人
の
出
世
を
無
字
仏
教

の
時
代
に
お
き
か
え

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
立
教
開
宗
の
書

た
る
選
擇
集
は
、
今
日
わ
れ

わ
れ
の
手
に
す
る
と
こ
ろ
の
経
文
集
の
体
裁

と
は
凡
そ
貌
の
異

つ
た
も

の
と
な

つ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

恐
ら
く
、
か
の
大
乗
経
典
式
な
、
自
由
奔
放

な
叙
述
を
も

つ
て
物
さ
れ

て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従

つ
て
、

源
智
の
選
択
要
決
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
が
如
き
、
選
擇
集
に
対
す
る
十
種
の
論
難
と
い
つ
た
も
の
も

提
出
さ
れ
な
か

つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
別
な
論
難
が
惹
起
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き
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
。

冥
想
せ
る
哲
人
的
学
匠
で
あ
る
法
然
上
人
の
後
継
者
鎮
西
上
人
は
、

そ
の
著
、
徹
選
擇
本
願
念
仏
集

の
中
で
次
の
如
く
い
つ
て
い
る
。

「
沙
門
某
甲
、
昔
聖
道
を
学

せ
し
時
、
聊
か
彼
の
浄
仏
国
土
成
就
衆

生
の
義
を
習
ひ
伝

へ
、
今
浄
土
門
に
入
る
の
後
、
又

こ
の
選
擇
本
願
念

仏
往
生
の
義
を
相
承
す
。

二
師
の
相
伝
を
以
て
、
聖
教

の
諸
文
を
見
る

に
、
そ
の
義
更
に
以
て
教
文
に
違
は
ず
。
単
聖
道
門

の
人
、
単
浄
土
門

の
人
は
之
れ
を
知
る
べ
か
ら
ず
。
聖
道
浄
土
兼
学
の
人
こ
れ
を
知
る
べ

し
。
此
の
意
を
得
て
よ
り
、

一
切
の
大
乗
経
を
披
き
、

一
切
の
大
乗
論

を
見
る
に
、
随
喜
の
涙
禁
じ
が
た
し
。
此
れ
則
ち
聖
教
の
源
底
な
り
、

法
門
の
奥

蔵
な
り
、
仏
菩
薩
の
秘
術
な
り
。
此
の
書
の
上
に
戴
せ
尽
く

す
べ
か
ら
ず
、
委
し
く
は
口
伝
を
聞
く
べ
し
」

こ
の

一
文
は
、
理
論
的
夊
は
通
仏
教
的
立
場
か
ら
、
選
擇
本
願
念
仏

集

に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
念
仏
往
生
の
義
が
、

一
代
仏
教
の
帰
結

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
名
句
と
し
て
、
古
来
よ
り
宗
学
者
間
に
於
て

尊
重
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聖
浄
等
同
を
強
調

す
る
に
当

つ
て
、
単

に
文
証
や
語
句
に
の
み
着
眼
す
る
こ
と
な
く
、
そ

の
所
学
の
空
般
若
思
想
に
対
す
る
深
い
造
詣
に
立
つ
て
、

「
聖
教
の
源

底
」
、

「法
門
の
奥
蔵
」
、

「菩
薩
の
秘
術
」
と
い
つ
た
観
点
か
ら
他

力
念
仏
の
真
髄
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
意
義
深
い
も
の
が
あ

る
。
又
、

そ
れ
故

に
鎮
西
上
人
の
教
学
が
法
然
門
下
に
於
て
権
威
を
有

す
る
こ
と

に
な
つ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
浄
土
教
的
表
現
に
よ

る
な
ら
ば
、
よ
く
釈
尊
出
世
の
本
懐
に
徹
し
た
と
も
い
え

る

で

あ

ろ

A
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う
て
こ
丶
に
到
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

一
面
に
於
て
無
字
仏

教
な
る
も
の
に
対
し
て
少
か
ら
ぬ
嫌
き
足
ら
な
さ
を
感
ず
る
も
の
で
あ

る
が
、
他
面
に
於
て
は
、
無
字
仏
教

な
る
が
故

に
仏
教
が
果
し
た
大
き

な
転
換
と
そ
の
役
割
に
刮
目
せ
ざ

る
を
え
な

い
も
の
が
あ
る
。

然

し
、
現
実
は
何
ん
と
い
つ
て
も
文
字
仏
教
時
代
で
あ
る
。
特

に
学

問
的
に
は
典
拠
の
追
究
が
最
肝
の
要
事
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

学
問
的
に
は
も
と
よ
り
正
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
仏
教
又
は
仏
教
学
の

行
当
つ
て
い
る
大
き
な
壁
の

一
つ
が
実
は
こ

丶
に
存
す
る
と
も
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
識
者

の
間
に
於
て
、

訓
詁
と
注
釈
に
明
け
暮
れ

す
る
、
ラ
ツ
キ
ヨ
の
皮
む
き
式
な
仏
教
学
が
指
弾
さ
れ
る
の
も
こ
丶
に

由
来
す
る
。

願
わ
し
き
は
、
有
字
仏
教

の
中
に
於
て
無
字
仏
教
時
代

の
思
索
に
対

し
て
不
断
の
畄
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、

必

ら

ず

し

も
、
経
典
や
論
書
を

「指
月

の
指
」
と
諦
観

せ
よ
と
い
う

の

で

は

な

い
。
文
字
に
よ
る
こ
と
以
外

に
仏
教
の
堂
奥

に
近
ず
く
適
切
な
る
方
途

を
知
ら
な
い
或
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
文
字

の
骨
髄
を
な
し
て
い
る
釈
尊
精
神
に
対
す
る
無
字
仏
教
時
代
の
対
決
を

常
に
座
右
の
銘
と
し
て
、
新
し
き
時
代

に
活
き
る
あ
る
べ
き
仏
教
の
す

が
た
に
向

つ
て
凝
視
を
新
た
に
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
に
途
は
開
け
る
と
共
に
仏
教
や
宗
学

は
新
し
い
息
ぶ
き
を
開
始

す
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
果
し
て
無
暴

の
挙

と
評
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。

(教
授
)
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