
た
だ
仏
を
称
せ
し
む
る
こ
と
一
口
も
せ
ば
、
即
ち
仏
道
の
中
に
在
り
て
摂
す
。

①

こ
の
文
は
善
導
（
六
一
三
’
六
八
一
）
が
著
わ
し
た
観
無
量
寿
仏
経
疏
の
玄
義
分
の
中
、
第
六
和
会
門
、
第
五
会
通
別
時
意
に
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
仏
道
の
中
に
あ
り
て
摂
す
」
と
は
、
外
道
で
仏
名
を
称
す
る
者
は
い
な
い
か
ら
、
一
声
で
も
仏
名
を
称
す
れ
ば
、

外
道
に
区
別
し
て
仏
道
の
域
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
文
の
前
に
、
法

華
経
方
便
品
第
二
の
末
、
い
わ
ゆ
る
万
善
成
仏
と
い
わ
れ
て
い
る
偶
頌
よ
り
、
「
も
し
散
乱
心
に
塔
廟
中
に
入
り
、
一
た
び
南
無
仏
と
称

せ
し
、
皆
已
に
仏
道
を
成
じ
き
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
仏
道
」
と
い
う
語
に
、
何
ら
か
の
領
解
さ
れ
て
い
る
意
味
が
あ
る

②

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
早
く
道
行
般
若
経
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
や
仏
法
と
同
義
と
し
て
訳
さ
れ
る
こ
と

③

も
あ
る
よ
う
で
、
竺
法
護
訳
・
正
法
華
経
で
も
多
く
見
ら
れ
る
。
「
道
」
の
語
に
も
多
義
を
含
み
、
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が

④

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
厳
密
に
把
握
し
に
く
い
こ
と
も
あ
る
。
曇
鴬
は
「
三
界
道
」
を
釈
す
中
で
、
「
道
は
通
な
り
」
と
説
明
し

て
、
因
と
果
に
通
ず
る
意
味
が
あ
る
と
述
令
へ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
道
も
ま
た
、
因
果
に
通
ず
る
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
外

仏

道
と
い
う
こ
と

ｌ
観
無
量
寿
経
義
疏
に
つ
い
て
Ｉ

｜
は
じ
め
に

三
桐
慈
海
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二
吉
蔵
の
観
経
疏

⑤
ゞ

吉
蔵
の
浄
土
義
は
、
大
乗
玄
諭
巻
第
五
の
教
述
義
の
第
三
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
諸
経
典
の
中
の
、
浄
土
に
つ
い

⑥

て
の
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
概
略
述
守
へ
て
み
る

と
、
仏
士
を
諸
仏
菩
薩
の
所
栖
の
域
、
衆
生
の
帰
す
る
所
と
す
る
か
ら
、
吉
蔵
は
仏
土
を
衆
生
教
化
の
場
と
し
て
の
世
界
と
捉
え
て
い
る
。

三
論
宗
義
に
お
い
て
は
、
衆
生
が
中
道
仏
性
を
得
る
こ
と
が
仏
道
の
完
成
で
あ
り
、
真
実
な
る
も
の
と
し
て
中
道
仏
性
を
示
す
こ
と
が
仏

陀
応
現
の
本
懐
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
法
も
す
べ
て
そ
の
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
、
浄
土
も
ま
た
そ
の
体
は
中
道
で
あ

る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
多
様
な
浄
土
の
種
有
の
相
は
、
す
べ
て
そ
の
用
と
し
て
現
わ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浄
土
の
三
世

間
で
は
仏
の
三
身
に
対
応
し
て
、
法
身
の
浄
土
は
中
道
を
体
と
し
、
報
仏
の
浄
土
は
七
珍
を
、
化
身
の
浄
土
は
対
応
す
る
色
を
体
と
し
応

現
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
用
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
浄
土
の
相
は
化
主
や
化
処
な
ど
五
種
の
浄
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
土
相
は
不

土
を
も
っ
て
体
と
し
、
不
士
で
あ
る
か
ら
土
が
現
わ
さ
れ
、
そ
れ
は
空
義
で
あ
る
か
ら
一
切
法
が
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
だ
と
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
維
摩
経
の
仏
国
品
に
説
か
れ
る
心
浄
土
浄
の
浄
土
観
に
、
中
道
仏
性
義
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
浄
土
観
を
基
本
と
し
て
諸
経
に
説
か
れ
る
仏
土
を
、
仏
土
五
種
と
浄
士
四
位
に
ま
と
め
て
説
明
し
て
い
る
。

道
と
の
領
域
を
別
け
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
如
何
な
る
因
で
あ
れ
、
仏
道
の
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
果
に
通
ず
る
意
味
が
あ
る
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
善
導
に
、
ど
の
よ
う
な
仏
道
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
別
時
意
趣
の
中
で
、
何
が
語
ら
れ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
南
北
朝
時
代
よ
り
晴
唐
時
代
ま
で
に
、
多
く
の
観
無
量
寿
経
疏
が
著
わ
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
空
観
に
よ
っ
て
注
釈

さ
れ
た
吉
蔵
（
五
四
九
’
六
二
三
）
の
観
無
量
寿
経
義
疏
は
、
浄
土
教
と
も
関
り
が
深
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
応
そ
の
内
容
を
う
か
が
っ

さ
れ
た
吉
蔵

て
み
よ
う
。
．

２



仏
土
五
種
と
は
、
浄
・
不
浄
・
不
浄
浄
・
浄
不
浄
・
雑
士
の
五
種
士
が
、
衆
生
の
業
感
に
応
じ
て
現
わ
さ
れ
る
報
土
と
し
て
あ
り
、
同

様
に
如
来
に
よ
っ
て
応
現
さ
れ
る
応
土
五
種
が
対
応
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
浄
土
四
位
と
は
、
凡
聖
同
居
土
・
大
小
同
住
士
・

独
菩
薩
所
住
士
・
諸
仏
独
居
土
で
あ
り
、
劣
よ
り
勝
へ
次
第
し
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
仏
土
の
浄
と
微
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
見
る
も
の

の
業
の
違
い
に
よ
っ
て
浄
械
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
浄
械
の
区
別
な
ど
は
な
い
。
こ
れ
は
中
道
で
あ
っ
て
浄
微
の
二
縁
に
よ
っ
て
二
土

を
見
る
に
す
ぎ
ず
、
浄
と
微
は
相
互
に
相
い
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
一
辺
に
執
し
て
そ
の
義
味
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
、
旧
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
浄
土
に
つ
い
て
の
通
論
で
あ
る
が
、
別
諭
と
し
て
西
方
浄
土
が
五
項
に
わ
た
っ

て
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
浄
土
に
声
聞
あ
り
や
否
や
に
つ
い
て
は
、
多
く
論
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
五
項

の
見
解
を
例
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
浄
土
は
常
住
で
あ
る
。
三
界
で
は
な
い
。
声
聞
は
あ
る
。
人
天
の
名
は
あ
る
。
化
生
で
あ
っ

て
胎
生
で
は
な
い
。
応
の
禽
獣
は
あ
る
。
こ
れ
ら
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
な
浄
土
往
生
の
道
を
示
し
て
い
る
観
無
量
寿
経
に
、
吉
蔵
も
ま
た
註
疏
を
著
わ
し
て
い
る
。
吉
蔵
が
考
え
る
成
仏
の
道
は
、
無

⑦

生
法
忍
を
得
て
中
道
仏
性
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
定
善
を
説
く
前
の
経
文
に
阿
弥
陀
仏
国
土
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
歓
喜
を

生
じ
て
無
生
法
忍
を
得
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
釈
し
て

⑧

何
れ
の
意
か
無
生
法
忍
を
得
る
。
依
正
と
不
依
正
を
識
る
を
以
て
、
仮
を
識
り
中
を
悟
る
が
故
に
、
無
生
法
忍
を
得
る
。

と
述
尋
へ
て
い
る
。
依
報
と
正
報
と
は
夢
の
如
く
幻
の
如
き
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
依
法
に
よ
る
正
報
で
あ
り
正
報
に
よ
る
依
報
で
あ
っ
て

別
異
の
も
の
で
は
な
く
仮
施
設
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
真
実
に
は
正
報
で
も
な
く
依
報
で
も
な
い
こ
と
を
悟
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
生
法
忍
を

⑨

得
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
経
文
の
散
善
を
説
く
三
輩
九
品
の
内
に
お
い
て
、
上
品
上
生
は
菩
提
心
を
お
こ
し
て
修
行
し
、
七

日
を
経
て
彼
の
仏
国
に
生
じ
て
彼
の
仏
身
を
相
見
し
、
妙
法
が
説
か
れ
る
の
を
聞
い
て
無
生
法
忍
を
悟
る
と
あ
る
。
同
じ
く
上
品
下
生
で

は
因
果
を
信
じ
大
乗
を
誇
ら
ず
、
た
だ
無
上
道
心
を
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
得
て
往
生
し
、
聞
法
の
三
小
劫
を
経

た
後
に
、
百
法
明
門
を
得
て
歓
喜
地
に
住
す
と
説
く
。
ま
た
下
品
上
生
で
は
、
衆
生
が
多
く
の
悪
業
を
重
ね
、
大
乗
経
典
を
誹
誇
す
る
こ

３



と
は
な
く
と
も
、
造
悪
に
漸
慨
も
な
い
。
そ
れ
で
も
善
知
識
に
遇
い
仏
名
を
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
来
迎
を
得
て
、
経
法
を
聞
い
て
信
解
４

し
無
上
道
心
を
お
こ
し
て
、
百
法
明
門
を
具
し
初
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。
下
品
下
生
の
不
善
業
を
な
し
五
逆
十
悪
を
具
し
て

受
苦
無
窮
の
衆
生
で
も
、
大
悲
音
声
を
も
っ
て
諸
法
実
相
が
説
か
れ
る
の
を
聞
き
、
歓
喜
し
て
す
ぐ
に
菩
提
の
心
を
お
こ
す
と
説
か
れ
て

⑩

い
る
。
こ
の
九
輩
と
無
生
法
忍
の
関
係
に
つ
い
て
、
吉
蔵
は
初
地
無
生
と
七
地
無
生
を
設
定
す
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
上
品
上
生
の
無
生

法
忍
は
七
地
無
生
と
し
、
そ
の
理
由
を
「
下
品
上
生
は
百
法
明
門
を
生
じ
歓
喜
地
を
得
る
。
下
品
で
す
ら
歓
喜
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、

⑪

（
上
品
で
は
）
七
地
無
生
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
が
仏
道
の
因
果
を
信
ず
る
上
品
下
生
の
百
法
明
門
を
得
て
歓
喜
地
に
住
す
る
の
と
、

衆
悪
業
の
下
品
上
生
が
百
法
明
門
を
得
て
初
地
に
入
る
こ
と
を
得
る
と
を
、
両
者
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
品
の
三
輩
が
七
地
無

生
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
下
品
に
あ
っ
て
も
初
地
に
お
け
る
無
生
法
忍
を
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑫

「
ま
た
因
果
を
信
じ
、
大
乗
を
諸
ぜ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
吉
蔵
に
お
い
て
は
軽
い
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
観
無
量
寿
経

義
疏
で
は
、
無
量
寿
あ
る
い
は
無
量
寿
仏
を
所
詮
の
理
境
と
し
、
そ
の
仏
陀
を
覚
者
と
訳
し
て
自
覚
・
覚
他
・
覚
道
満
足
と
説
明
し
た
後

に
、
仏
義
三
種
と
し
て
正
法
仏
・
修
成
仏
・
応
化
仏
を
挙
げ
る
。
正
法
仏
は
実
相
法
身
で
体
は
無
相
で
あ
り
、
不
二
正
観
の
平
等
境
智
を

い
う
。
修
成
仏
は
妙
行
を
研
修
し
た
行
満
剋
成
の
妙
覚
の
報
仏
で
あ
る
が
、
報
の
意
味
を
応
化
と
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
浄

土
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
こ
と
で
、
種
々
の
七
宝
を
示
す
こ
と
で
応
土
と
な
り
、
酬
因
の
報
士
で
は
な
い
。
吉
蔵
は
こ
れ
を
「
も
し
所
化

⑬

の
修
因
に
つ
い
て
往
生
義
に
論
を
な
せ
ば
、
報
土
と
な
す
罰
へ
し
。
然
し
て
所
化
は
因
に
よ
っ
て
応
土
中
に
往
生
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
妙

行
を
行
じ
た
酬
因
の
報
と
し
て
の
仏
土
な
ら
ば
、
報
土
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
往
生
の
業
因
に
よ
る
な
ら
ば
、
七
珍
の
応

土
が
依
報
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
応
化
仏
の
化
は
随
縁
の
迩
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
化
を
観
ず
る
と
は
西
方

浄
土
の
仏
を
観
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
種
の
誓
願
を
発
し
て
仏
土
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
仏
士
の
中
に
無
量
寿
仏
と
し
て

生
じ
て
衆
生
を
化
度
す
る
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
る
な
ら
ば
吉
蔵
は
化
士
の
無
量
寿
仏
と
、

「
無
量
寿
仏
者
是
所
観
」
や
「
無
量
寿
是
所
詮
之
理
境
」
と
示
さ
れ
る
報
仏
（
応
化
）
と
し
て
の
無
量
寿
仏
の
二
面
を
考
え
て
い
る
よ
う



胡
に
云
う
阿
弥
陀
仏
陀
、
此
に
云
う
無
量
寿
覚
は
、
無
量
寿
を
以
て
三
仏
に
通
ず
。
何
と
な
れ
ば
法
仏
は
彼
此
の
辺
量
は
か
る
べ
き

に
あ
ら
ず
、
故
に
強
い
て
無
量
に
名
づ
く
。
修
成
仏
は
寿
量
虚
空
に
同
じ
き
が
故
に
無
量
寿
と
云
う
。
応
仏
無
量
と
は
、
も
し
通
論

門
に
は
衆
生
無
量
に
し
て
垂
迩
何
ぞ
毒
さ
ん
。
大
経
十
三
願
に
云
う
が
如
し
、
云
何
が
慈
悲
を
捨
て
て
永
く
浬
藥
に
入
ら
ん
と
。
別

⑭

論
の
弥
陀
は
、
広
大
の
願
、
土
を
造
り
寿
長
遠
な
り
。
三
乗
凡
夫
の
測
量
す
る
あ
た
わ
ず
、
故
に
無
量
と
云
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
真
の
無
量
寿
は
無
量
寿
と
い
う
語
す
ら
も
た
ず
、
形
も
と
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
仏
も
修
成
仏
も
覚
り
と
し
て
の

真
実
で
は
あ
っ
て
も
、
思
慮
を
も
っ
て
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
応
土
は
仏
の
衆
生
救
済
の
慈
悲
で
あ
り
、
衆
生
に
対
応
し
て

現
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
こ
で
観
無
量
寿
経
の
宗
と
体
を
論
じ
る
中
で
、
無
量
寿
経
は
広
く
浄
土
を
明
ら
か
に
し
て
、
略
し
て
因
行
を

顕
わ
す
の
に
対
し
て
、
こ
の
経
は
広
く
因
行
を
論
じ
て
略
し
て
浄
土
を
弁
じ
て
お
り
、
浄
土
の
因
果
を
体
と
し
、
衆
生
に
勧
め
て
因
を
修

す
る
と
こ
ろ
の
往
生
を
宗
と
す
る
と
述
べ
る
。
宗
と
体
と
区
別
を
見
な
い
吉
蔵
は
、
他
方
で
は
浄
土
の
因
果
を
も
っ
て
宗
と
し
て
お
り
、

三
輩
九
輩
を
浄
土
の
因
、
西
方
無
量
寿
国
が
果
と
す
る
。
ま
た
三
輩
が
無
量
寿
国
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
量
寿
が
果
で
観
が
因

と
な
る
。
吉
蔵
が
経
題
を
説
明
す
る
の
に
、
観
無
量
寿
経
が
無
量
寿
を
観
察
す
る
と
い
う
因
行
の
み
に
な
る
の
を
嫌
っ
て
、
無
量
寿
観
経

で
あ
る
と
言
い
、
境
で
あ
る
無
量
寿
に
よ
っ
て
観
を
生
じ
る
と
し
た
こ
と
は
、
観
に
よ
っ
て
智
を
生
ず
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
に
あ
る

然
し
て
生
滅
無
生
滅
を
ま
た
含
む
。
何
と
な
れ
ば
稜
土
の
生
滅
無
生
滅
あ
る
よ
り
、
械
土
の
真
応
の
二
身
を
観
ず
。
浄
土
の
生
滅
無

生
滅
あ
る
よ
り
、
浄
土
の
二
身
を
観
ず
。
稜
土
の
応
身
の
生
滅
、
真
身
の
無
生
滅
、
浄
土
応
身
の
生
滅
、
真
身
の
無
生
滅
。
今
こ
の

⑮

観
は
乃
ち
こ
れ
浄
土
の
生
滅
無
生
滅
の
二
観
な
り
。

と
述
尋
へ
る
と
こ
ろ
に
、
無
量
寿
仏
国
の
「
変
易
生
死
の
分
段
生
死
」
と
し
、
「
彼
の
仏
寿
実
に
は
無
量
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
意
味
が
示
さ

れ
て
い
る
。
吉
蔵
が
「
因
果
を
信
じ
」
と
い
う
こ
と
に
、
西
方
浄
土
の
往
生
の
意
義
を
見
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
因
果
を
信
じ
な
い
者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
あ
る
。
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解
し
て
云
く
、
第
三
品
は
悪
に
三
人
あ
る
を
明
か
す
。
初
め
に
十
悪
を
な
す
を
明
か
す
。
次
に
四
重
を
な
す
を
明
か
す
。
後
に
五
逆

を
な
す
を
明
か
す
。
誇
法
關
提
を
明
か
さ
ず
、
故
に
悪
を
明
か
す
も
蓋
く
さ
ず
。
十
悪
四
重
五
逆
並
び
に
西
方
に
生
ず
る
こ
と
を
得

る
。
も
し
こ
れ
誇
法
閏
提
な
ら
ば
生
ず
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
誇
法
閨
提
の
生
ず
る
を
得
ざ
る
所
以
は
、
閨
提
は
法
を
信
ぜ
ず
。

臨
終
に
無
量
寿
仏
あ
る
を
説
く
を
な
す
と
雌
も
、
彼
れ
終
に
信
ぜ
ず
、
故
に
往
生
す
る
を
得
ず
。
ま
た
誇
法
も
ま
た
雨
り
。
小
乗
の

⑯

人
の
、
十
方
仏
あ
る
を
説
く
を
聞
く
も
信
ぜ
ざ
る
が
如
き
が
故
に
、
往
生
を
得
ざ
る
な
り
。

と
述
録
へ
て
、
因
果
に
つ
い
て
信
ず
る
か
不
信
な
の
か
に
よ
っ
て
、
往
生
と
不
往
生
が
定
ま
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
故
に
悪
を
明
か

す
も
毒
さ
ず
」
と
は
、
こ
の
経
典
が
一
閨
提
や
誇
法
な
ど
の
不
信
の
者
に
対
し
て
、
往
生
成
仏
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
、
浬
梁
経
が
一
閻

提
の
成
仏
に
言
及
し
て
い
る
の
に
比
令
へ
て
「
議
さ
ず
」
と
述
尋
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
無
量
寿
経
は
王
舎
城
の
悲
劇
を
発
端
と
し
て
、
西

方
浄
土
の
観
察
と
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
文
に
は
、
西
方
浄
土
の
法
門
は
、
章
提
希
夫
人
と
未
来
世
の
一
切
衆
生

の
た
め
に
説
く
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
一
、
ま
た
仏
は
章
提
希
に
対
し
て
「
汝
こ
れ
凡
夫
」
と
示
し
て
、
仏
力
に
よ
る
か
ら
彼
の
清
浄
国
土
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
。
ま
た
十
六
観
を
説
き
終
っ
た
後
で
、
夫
人
は
極
楽
世
界
の
相
と
仏
身
と
二
菩
薩
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

心
に
歓
喜
を
生
じ
、
廓
然
大
悟
し
て
無
生
忍
を
得
た
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
吉
蔵
も
ま
た
「
未
来
世
の
一
切
衆
生
の
た
め
の
故
に
、
こ
の

浄
業
を
説
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
如
来
は
方
便
し
て
、
章
提
希
を
し
て
浄
土
を
見
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
こ
と
を
明
か
す
」
と
、

凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
阿
閣
世
王
が
殺
父
の
五
逆
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
経
を
説
か
れ
る
こ
と
は
な

く
、
後
に
王
が
悔
心
を
お
こ
し
て
仏
の
慈
悲
に
遇
う
こ
と
も
な
い
。
ま
た
父
王
も
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
阿
那
含
果
を
証
す
る
こ
と
も
な
く
、

章
提
希
が
浄
国
を
見
て
大
悟
し
無
生
法
忍
を
得
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
に
父
王
と
菫
提
希
と
阿
闇
世
王
の
三
者
の
行
為
が
あ

っ
て
、
浄
土
の
法
門
は
開
か
れ
た
と
述
べ
、
「
こ
こ
を
も
っ
て
三
聖
共
に
方
に
開
経
を
な
す
。
故
に
云
う
三
聖
の
意
趣
斉
し
く
深
し
」
と

言
う
。
ま
た
「
念
仏
の
故
に
釈
迦
及
び
無
量
寿
を
見
る
こ
と
を
得
る
。
こ
れ
則
ち
大
利
益
事
の
善
権
方
便
な
り
。
も
し
し
か
ら
ず
ん
ば
、

こ
の
一
経
を
説
く
こ
と
を
得
る
に
由
し
な
し
」
と
も
述
守
へ
て
い
る
。
凡
夫
で
あ
る
と
さ
れ
た
章
提
希
が
、
仏
力
に
よ
っ
て
無
量
寿
仏
と
そ
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冒
頭
に
引
用
し
た
文
は
、
善
導
が
別
時
意
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
一
文
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
も
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て

⑱
⑲

い
て
、
あ
ら
た
め
て
見
解
を
述
尋
へ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
を
概
略
記
し
て
み
る
。
真
諦
訳
の
摂
大
乗
論
に
は
、
称
仏
名
に
よ

る
成
仏
も
、
発
願
に
よ
る
往
生
も
、
求
道
者
が
退
堕
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
仏
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
別
時
の
意
趣
に
よ
る
説
法
で

あ
る
と
述
蕊
へ
ら
れ
て
い
る
。
成
仏
の
別
時
意
趣
と
は
「
人
の
多
宝
仏
を
念
ず
れ
ば
、
即
ち
無
上
菩
提
に
お
い
て
退
堕
せ
ざ
る
こ
と
を
得
る

が
如
し
」
と
あ
る
。
同
じ
く
摂
大
乗
論
釈
で
は
、
多
宝
仏
の
名
を
調
持
す
る
だ
け
で
上
品
の
功
徳
に
進
も
う
と
す
る
怠
惰
の
も
の
に
、
怠

惰
を
捨
て
て
道
を
勤
修
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
、
た
だ
仏
名
を
話
す
る
だ
け
で
、
退
堕
せ
ず
に
決
定
し
て
無
上
菩
提
を
得
る
と
い
う
の

で
は
な
い
と
述
尋
へ
る
。
当
時
、
摂
論
宗
な
ど
の
人
に
よ
り
、
念
仏
往
生
が
批
判
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
別
時
意
趣
の
説
が
用
い
ら
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
善
導
は
、
念
仏
が
そ
の
ま
ま
悟
り
で
は
な
く
て
も
、
万
行
の
中
の
一
行
で
あ
る
念
仏
三
昧
に
違
い
な
い
の
で
、

一
行
と
は
い
っ
て
も
、
生
死
よ
り
成
仏
に
到
る
ま
で
退
没
し
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
摂
大
乗
論
の
称
仏
は
、
た
だ
自
ら
仏
果
を
得
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
典
が
説
く
称
仏
は
外
道
に
簡
異
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で

補
っ
て
い
る
。

吉
蔵
が
著
わ
し
た
観
無
量
寿
経
義
疏
の
内
容
を
、
概
略
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
無
生
法
忍
を
得
て
仏
に
な

⑰

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
生
法
忍
を
得
る
と
は
、
不
生
不
滅
の
十
二
因
縁
を
観
察
し
て
智
を
得
て
、
中
道
仏
性
を
体
験
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
中
道
仏
性
を
体
得
す
る
こ
と
は
、
仏
身
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
観
無
量
寿
経
に
お
い
て
無
量
寿
を
観
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

の
仏
国
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
無
生
法
忍
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
往
生
と
成
仏
の
道
が
開
か
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な

お
下
品
の
者
は
善
を
修
さ
な
い
が
、
大
乗
の
妙
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
乗
の
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
は
善
を
修
し
て

な
く
て
も
過
去
に
発
心
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
今
大
乗
を
聞
い
て
復
た
発
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
、
下
品
人
の
善
弱
果
強
を

三
善
導
の
別
時
意
趣

７



と
述
べ
る
。
仏
名
を
称
す
る
こ
と
は
仏
道
を
歩
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
仏
道
」
の
語
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
「
外
道
」
の
語
に
対
応
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
法
華
経
方
便
品
の
偶
頌
、
い
わ
ゆ
る
万
善
成
仏
の
一
文

．
た
び
南
無
仏
と
称
せ
ば
、
皆
す
で
に
仏
道
を
成
ず
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
仏
道
」
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
吉
蔵
の
信
不
信
に
よ
る
往
生
不
往
生
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
仏
道
の
中
に
在
り
て
摂
す
」
の
句
が
、
成
仏
へ
の
一

道
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
往
生
の
別
時
意
趣
と
は
、
摂
大
乗
論
に
「
入
た
だ
発
願
に
よ
っ
て
安
楽
土
に
生
ず
る
が
如
し
」
と
あ
り
、
摂
大
乗
論
釈
に
は
「
こ

の
一
の
金
銭
を
千
の
金
銭
の
因
と
な
す
な
り
。
仏
名
を
調
持
す
る
も
亦
た
爾
り
、
菩
提
を
退
堕
せ
ざ
る
の
因
と
な
る
の
み
」
と
あ
る
。
こ

の
論
文
に
よ
っ
て
、
観
無
量
寿
経
が
説
く
下
品
下
生
の
十
声
称
名
で
は
往
生
は
で
き
ず
、
遠
い
将
来
に
往
生
す
る
た
め
の
因
と
な
る
に
す

ぎ
な
い
。
仏
は
将
来
の
凡
夫
の
た
め
に
、
悪
を
捨
て
仏
名
を
称
せ
し
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
証
言
し
て
生
ず
と
い
う
が
、
実
に
は
生

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
浄
土
往
生
の
主
張
を
批
難
す
る
。
こ
の
批
難
に
対
し
て
善
導
は
阿
弥
陀
経
の
文
を
引
証
し
て
、
名
号
を
執
持

す
る
こ
と
七
日
、
一
心
に
往
生
を
願
う
者
を
護
念
し
た
ま
う
と
述
べ
、
仏
の
語
を
信
じ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
菩
薩
の
論
に
執
わ
れ
て
は
な

ら
な
い
と
反
論
す
る
。
し
か
し
称
仏
に
よ
る
往
生
は
、
行
と
願
と
が
具
足
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
論
に
記
述
さ
れ
て
い
る
発

願
の
み
で
は
遠
生
の
因
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
摂
大
乗
論
等
の
説
述
が
誤

っ
て
は
い
な
い
と
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
観
無
量
寿
経
の
中
の
十
声
称
仏
を
、
十
願
十
行
と
し
て
具
足
し
て
い
る
と
し
て
、
六
字
の
名
号

の
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は

然
る
に
外
道
の
中
に
は
都
て
称
仏
の
人
な
し
。
た
だ
仏
を
称
せ
し
む
こ
と
一
口
も
す
れ
ば
、
即
ち
仏
道
の
中
に
在
り
て
摂
す
。
故
に
８

す
で
に
お
わ
る
と
い
う

南
無
と
言
う
は
即
ち
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
廻
向
の
義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、
即
ち
こ
れ
そ
の
行
な
り
。
こ
の
義
を
も

っ
て
の
故
に
必
ず
往
生
を
得
と
。



と
い
う
。
帰
命
と
は
自
ら
の
生
活
行
動
を
そ
ち
ら
へ
差
し
向
け
る
こ
と
。
発
願
廻
向
の
意
義
は
、
玄
義
分
冒
頭
の
勧
衆
偶
に
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
浄
土
往
生
の
願
い
を
お
こ
し
称
名
念
仏
す
る
願
生
心
で
あ
る
。
仏
名
は
行
で
あ
る
と
す
る
。
玄
義
分
の
第
二
釈
名
で
は
六

字
の
釈
が
な
さ
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
は
法
と
人
を
そ
な
え
た
所
観
の
境
で
あ
り
、
正
報
と
依
報
が
真
と
仮
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
た
も
の
と
説

明
す
る
。
そ
れ
は
無
量
寿
経
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
種
の
誓
願
を
立
て
、
そ
の
誓
願
成
就
の
相
と
し
て
の
、
本
願
維

持
力
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
国
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
正
依
二
報
は
迷
妄
の
衆
生
を
仏
国
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
仏
の
慈
悲
行
が
現
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
ほ
ぼ
彼
の
方
の
清
浄
の
二
報
の
種
種
の
荘
厳
を
見
て
、
以
て
昏
惑
を
除
く
。
陣
を
除
く
に
由
る
が
故
に
、

彼
の
真
実
の
境
相
を
見
る
こ
と
を
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
所
観
の
境
と
い
う
こ
と
は
、
能
観
の
照
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

を
「
常
に
浄
信
心
の
手
を
以
て
、
以
て
智
慧
の
輝
き
を
持
ち
て
、
彼
の
弥
陀
の
正
依
等
の
事
を
照
ら
す
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
仏
智
の

光
に
照
ら
さ
れ
て
明
瞭
に
な
っ
た
正
依
二
報
の
浄
土
を
、
衆
生
は
願
生
心
を
も
っ
て
観
察
し
称
名
す
る
こ
と
に
な
る
。

論
の
別
時
意
趣
の
文
を
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
は
正
報
と
依
報
を
表
わ
し
た
も
の
と
し
、
正
報
は
の
ぞ
み
難
い
が
、
依
報
は
求
め
や
す

く
、
そ
れ
は
辺
地
の
者
が
中
央
の
徳
化
を
慕
っ
て
帰
化
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
主
と
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
ご
と
く
に
、

一
行
や
一
願
の
み
で
は
往
生
は
で
き
な
く
て
も
、
浄
土
に
往
生
を
願
う
者
は
帰
化
を
願
う
投
化
の
衆
生
の
よ
う
に
往
生
で
き
る
と
、
願
生

者
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
こ
の
生
を
尽
く
し
て
浬
藥
に
入
る
こ
と
も
、
十
念
称
仏
す
る
こ
と
も
、
す
べ
て
の
行
道
は

み
な
仏
の
願
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
の
願
力
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
皆
往
生
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「
我
れ
信
外
の
軽
毛
」
と
自
ら
を
凡
夫
の
立
場
に
お
い
た
善
導
は
、
一
口
で
も
仏
名
を
称
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
道
で
は
な
く
仏
道
の
中
に

あ
る
と
、
外
道
と
簡
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
道
を
歩
む
者
の
道
筋
を
明
確
に
し
た
。
本
来
、
仏
道
の
目
的
は
自
ら
が
仏
陀
と
な
る
こ

と
の
は
ず
で
あ
る
が
、
善
導
は
浄
土
に
往
生
し
さ
え
す
れ
ば
、
自
ら
に
仏
陀
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
は
仏
の
願
力
が
最
も
明
瞭
に

説
か
れ
て
い
る
、
西
方
の
阿
弥
陀
仏
国
へ
の
往
生
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。
成
仏
が
確
実
な
ら
ば
、
浄
士
往
生
の
み
が
期
さ
れ
た
と
し

て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
、
そ
れ
も
皆
悉
往
生
の
仏
願
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
投
化
の
衆
生
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
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⑳

別
時
意
趣
に
つ
い
て
は
、
既
に
善
導
の
師
で
あ
る
道
緯
（
五
六
二
’
六
四
五
）
の
、
安
楽
集
巻
上
の
第
二
大
門
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

下
品
生
の
人
も
過
去
の
宿
因
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
と
い
う
主
張
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
要
点
を
挙
げ
る
な
ら

し
た
が
っ
て
願
行
具
足
の
十
声
称
仏
で
あ
れ
ば
、
浄
土
往
生
は
確
信
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
別
時
意
が
課
題
に
さ
れ
て

い
る
の
は
、
玄
義
分
の
「
第
六
、
経
論
の
相
違
を
和
会
し
、
広
く
問
答
を
施
し
て
疑
情
を
釈
去
す
」
の
中
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
観
無
量

寿
経
に
説
か
れ
る
三
輩
九
品
に
つ
い
て
、
諸
師
の
異
見
を
批
難
し
て
す
べ
て
凡
夫
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
上
品
は
大
乗
に
遇
う
凡

夫
、
中
品
は
小
乗
に
遇
う
凡
夫
、
下
品
は
悪
に
遇
う
凡
夫
で
あ
り
、
殊
に
下
品
は
「
悪
業
を
も
っ
て
の
故
に
、
終
り
に
臨
ん
で
善
を
語
り
、

仏
の
願
力
に
乗
じ
て
乃
ち
往
生
を
得
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
こ
の
経
文
を
も
っ
て
経
証
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
如
来
今
は
、
章
提
希
お

よ
び
未
来
世
の
一
切
衆
生
を
し
て
、
西
方
極
楽
世
界
を
観
ぜ
し
め
ん
。
仏
力
を
も
っ
て
の
故
に
、
当
に
彼
の
清
浄
国
土
を
見
る
こ
と
を
得

る
べ
し
。
」
の
文
を
重
視
し
て
、
「
未
来
世
一
切
衆
生
」
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
如
来
、
こ
の
十
六
観
の
法
を
説
き
た

ま
ぅ
は
、
た
だ
常
没
の
衆
生
の
た
め
に
し
て
、
大
小
の
聖
の
た
め
に
せ
ざ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
善
導
が
、

経
文
の
中
で
濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
、
煩
悩
の
賊
に
害
せ
ら
れ
て
い
る
未
来
世
の
一
切
衆
生
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
の
上
に

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
ら
の
未
来
世
に
お
い
て
眺
め
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
成
仏
の
道
を
求
め
て
い
く
か
を
、
常
に
注
目
し
て

き
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
浄
土
に
お
け
る
成
仏
が
明
瞭
に
な
り
、
仏
願
力
に
よ
る
浄
土
へ
の
往
生
が
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
如
何
に
し
て
現
世
を
生
き
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
の
み
が
重
大
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
の
発
遣
と
弥
陀
の
召
換
は
、

経
文
に
証
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
「
信
を
取
ら
ん
と
し
て
疑
い
を
懐
け
ば
、
か
な
ら
ず
聖
教
を
引
き
来
た
り
て
明
か
し
、

聞
か
ん
者
を
し
て
方
に
能
く
惑
を
造
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
経
が
善
導
自
身
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
確
信
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
道
緯
の
別
時
意
趣
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ぱ
、
先
ず
観
経
が
説
く
下
品
生
の
十
念
成
就
は
、
そ
の
ま
ま
往
生
す
る
と
い
う
の
に
対
し
、
摂
諭
は
こ
れ
を
仏
の
別
時
意
の
語
で
あ
る
と

し
て
い
て
、
古
来
よ
り
通
論
家
は
こ
の
文
に
よ
っ
て
、
臨
終
十
念
は
往
生
の
因
と
は
な
っ
て
も
、
す
ぐ
に
往
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
、
と
批
判
す
る
と
述
・
へ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
仏
の
常
途
の
説
法
で
は
、
先
に
因
を
後
に
果
を
明
か
す
の
が
道
理
で
あ
る
が
、
観
経

の
中
で
の
一
生
造
悪
し
て
の
臨
終
十
念
の
往
生
は
、
過
去
の
因
に
つ
い
て
は
説
い
て
は
い
な
い
。
た
だ
仏
は
未
来
の
造
悪
の
徒
を
引
接
し

て
、
「
そ
の
臨
終
に
悪
を
捨
て
善
に
帰
し
、
念
に
乗
じ
て
往
生
せ
し
め
ん
と
な
り
。
こ
こ
を
以
て
そ
の
宿
因
を
隠
す
」
と
の
理
解
を
示
す
。

そ
の
上
で
「
明
ら
か
に
知
ん
ね
、
十
念
成
就
す
る
者
は
皆
過
因
あ
り
て
虚
し
か
ら
ず
。
若
し
彼
の
過
去
に
因
な
き
者
は
、
善
知
識
に
す
ら

尚
お
逢
遇
す
べ
か
ら
ず
、
何
に
況
ん
や
十
念
に
し
て
成
就
す
、
へ
け
ん
や
」
と
結
び
、
「
即
ち
こ
れ
経
と
論
と
相
い
扶
け
て
、
往
生
の
路
通

ず
。
ま
た
疑
惑
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
、
往
生
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
楽
集
の
第
三
大
門
の
第
三
に
は
、
輪
廻
無

⑳

窮
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
中
国
の
仏
教
史
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
輪
廻
観
を
示
し
た
は
、
道
紳
を
も
っ
て
は
じ
め
と
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
「
無
始
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
此
に
在
り
て
輪
廻
無
窮
に
し
て
、
身
を
受
く
る
こ
と
無
数
な
る
」
と

い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
第
三
大
門
は
易
行
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
後
代
に
勧
め
て
信
を
生
じ
往
生
を
求
め
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
が
、
「
か
く
の
如
く
遠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
い
た
ず
ら
に
生
死
を
受
け
る
こ
と
今
日
に
至
り
て
、
な
お
凡
夫
の
身
と
な
る
。
何
ぞ
曾
っ

て
思
量
し
傷
歎
し
て
や
ま
ざ
ら
ん
や
」
と
、
現
世
の
生
を
見
詰
め
、
「
何
ぞ
難
を
捨
て
て
易
行
道
に
依
ら
ざ
ら
ん
」
と
、
仏
の
願
力
に
よ

る
往
生
を
勧
め
て
い
る
。
道
紳
は
現
在
の
自
ら
の
存
在
の
中
に
、
過
去
世
よ
り
輪
廻
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
行
業
を
感
得
し
、
未
来
永
劫

の
迷
い
の
輪
廻
に
思
い
を
致
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
輪
廻
が
、
仏
道
に
つ
な
げ
て
い
け
る
の
か
を
求
め
て
、
念
仏
易
行
の
道
を
見
出

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
法
華
経
化
城
諭
品
に
説
か
れ
る
、
大
通
智
勝
仏
と
十
六
王
子
の
話
を
引
用
し
て
い
る
。
法
華
経
で
は
こ
の

第
十
六
人
目
の
王
子
が
「
我
れ
釈
迦
牟
尼
仏
な
り
」
と
説
き
、
「
そ
の
時
の
所
化
の
無
量
恒
河
沙
等
の
衆
生
は
、
汝
等
諸
の
比
丘
、
及
び

⑳

我
が
減
度
の
後
の
未
来
世
中
の
声
聞
の
弟
子
是
れ
な
り
」
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
文
の
説
示
が
、
宿
世
の
因
に
よ
る
浄
土
往
生

を
、
別
時
意
趣
の
説
明
の
上
に
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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道
緯
は
玄
中
寺
に
お
い
て
、
曇
鶯
に
つ
い
て
の
碑
文
を
見
て
、
浄
土
門
に
は
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
安
楽
集
は
曇
鶯
の
著
わ
し

た
浄
土
論
註
の
文
を
、
多
く
援
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
浄
土
論
註
の
初
め
に
述
べ
ら
れ
る
、
難
易
二
道
を
挙
げ
、
易

行
道
が
信
仏
の
因
縁
に
よ
り
仏
願
力
に
乗
じ
て
清
浄
土
に
往
生
し
、
仏
力
住
持
し
て
正
定
聚
に
入
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
論
註
で
は
「
菩
提
と
は
こ
れ
仏
道
の
名
な
り
」
と
釈
し
、
浄
土
往
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
稜
士
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人

と
、
決
定
し
て
一
な
る
を
得
ず
、
決
定
し
て
異
な
る
を
得
ず
と
い
う
、
空
観
を
通
し
て
械
士
と
浄
土
を
通
じ
さ
せ
る
。
ま
た
そ
れ
に
加
え

て
、
性
功
徳
荘
厳
で
は
、
「
正
道
大
慈
悲
、
出
世
善
根
生
」
の
論
偶
を
釈
し
て
、
正
道
は
平
等
の
大
道
、
大
慈
悲
は
仏
道
の
正
因
と
説
明

⑳

し
て
、
「
安
楽
浄
土
は
こ
の
大
慈
よ
り
生
ず
る
が
故
に
」
と
述
べ
る
。
こ
の
浄
土
論
註
巻
上
の
末
に
は
、
い
わ
ゆ
る
八
番
問
答
が
列
挙
さ

れ
、
無
量
寿
経
の
誹
誇
正
法
と
、
観
経
の
下
下
品
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
六
番
に
は
両
者
の
罪
の
軽
重
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

在
心
と
在
縁
と
在
決
定
の
三
義
に
お
い
て
、
十
念
往
生
が
述
べ
ら
れ
る
。
在
心
と
は
、
彼
の
造
罪
の
人
は
自
ら
虚
妄
顛
倒
の
見
に
依
止
し

て
生
ず
る
が
、
此
の
十
念
は
、
善
知
識
の
方
便
安
慰
を
受
け
て
実
相
法
を
聞
く
。
在
縁
と
は
、
彼
の
造
罪
人
は
自
ら
妄
想
心
に
依
止
し
、

煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
よ
っ
て
生
じ
、
此
の
十
念
者
は
、
無
上
の
信
心
に
依
止
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄
無
量
の
功

徳
の
名
号
に
依
っ
て
生
ず
。
在
決
定
と
は
、
彼
の
造
罪
人
は
有
後
心
と
有
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
る
が
、
此
の
十
念
は
無
後
心
と
無
間
心

に
依
止
し
て
生
ず
と
い
う
。
無
後
心
無
間
心
と
は
、
仏
名
を
念
ず
る
十
念
が
相
続
し
て
、
他
縁
を
交
え
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

一
念
一
念
に
種
々
の
雑
念
が
起
き
る
の
と
は
異
る
の
で
あ
り
、
こ
の
十
念
が
相
続
す
る
十
念
の
業
が
成
り
立
つ
時
、
浄
土
往
生
の
道
が
開

か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
曇
鶯
に
お
い
て
も
生
死
凡
夫
の
流
転
の
闇
宅
と
い
う
受
け
止
め
は
あ
る
が
、
道
紳
が
言
う
よ
う
な
自
ら

の
輪
廻
無
窮
の
意
識
は
、
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
念
仏
に
よ
る
一
道
は
、
既
に
仏
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
お
り
、
衆
生

の
念
仏
に
よ
っ
て
そ
れ
が
現
わ
さ
れ
る
と
い
う
、
念
仏
往
生
の
筋
道
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
巻
下
の
末
に
阿
褥
多
羅
三
競
三

⑳

菩
提
を
釈
す
る
の
に
、
菩
提
を
道
と
訳
し
て
無
上
正
遍
道
と
し
、
一
道
は
無
碍
道
な
り
、
無
碍
は
生
死
即
ち
こ
れ
浬
藥
と
知
る
な
り
、
と

述
尋
へ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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別
時
意
趣
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
道
紳
は
宿
因
に
お
い
て
浄
土
往
生
を
証
認
し
、
善
導
は
願
行
具
足
に
お
い
て
将
来
の
浄
土
往
生
を

確
か
め
た
。
こ
れ
を
別
個
の
考
え
方
と
み
る
の
で
は
な
く
て
、
道
紳
の
考
え
方
を
受
け
て
、
そ
の
延
長
上
に
善
導
が
往
生
を
見
た
こ
と
に

お
い
て
、
善
導
に
お
け
る
仏
道
観
が
確
立
さ
れ
た
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
輪
廻
転
生
と
い
う
考
え
方
は
、
イ
ン
ド
の
冥
想
の
文
化

に
お
い
て
起
り
、
仏
教
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
輪
廻
観
も
附
随
し
て
伝
え
ら
れ
て
、
中
国
人
の
思
考
の
領
域
に
波
紋
を
拡
げ

か
け
た
。
し
か
し
必
ず
し
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
馴
ん
で
い
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
神
滅
不
滅
の
論
争
を
起
す
よ
う
な
、
少
し
的
の
は
ず
れ

た
受
容
も
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
輪
廻
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
禅
定
の

中
で
輪
廻
を
考
え
て
み
る
と
し
た
ら
、
過
去
よ
り
未
来
へ
と
流
れ
る
時
間
は
考
え
ら
れ
ず
、
禅
定
の
中
で
の
今
現
在
の
み
が
基
底
と
な
る

と
み
ら
れ
る
。
今
現
在
と
い
う
時
間
の
上
に
過
去
を
観
察
し
、
ま
た
未
来
に
思
い
を
至
す
と
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
今
現
在
を
形

成
し
て
い
る
こ
と
が
観
ぜ
ら
れ
る
と
即
時
的
に
、
過
去
を
観
察
す
る
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
未
来
が
現
在
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
時
間
の
流
れ
を
、
今
現
在
の
基
点
に
過
去
に
限
り
な
く
湖
ら
せ
る
と
、
未
来
に
も
同
様
に
連
続
が
み
ら
れ
、

そ
の
過
去
と
未
来
が
今
現
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
な
る
。
「
無
始
劫
よ
り
こ
の
か
た
」
と
い
う
道
縛
の
輪
廻
観
は
、
こ

の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
現
在
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
宿
因
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
曇
獄
の
い
う
煩
悩

虚
妄
の
果
報
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
た
今
浄
土
往
生
の
教
え
に
遇
い
得
た
こ
と
は
、
過
去
に
仏
の
教
え
に
出
遇
っ
て
い
た
、

そ
の
宿
因
を
も
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
道
緯
が
玄
中
寺
に
お
い
て
、
浄
土
の
法
門
に
遇
い
得
た
感
慨
が
、
宿

因
に
よ
る
十
念
往
生
を
確
信
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

道
紳
に
師
事
し
た
善
導
に
あ
っ
て
は
、
宿
因
説
で
は
今
現
在
の
中
に
、
虚
妄
の
果
報
と
仏
縁
の
宿
因
と
の
二
面
が
同
時
に
見
え
る
こ
と

に
な
り
、
無
碍
の
一
道
と
し
て
の
法
門
と
は
言
え
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
将
来
に
お
け
る
往
生
の
確
実
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五
ま
と
め
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仏
の
願
力
と
願
行
具
足
の
十
念
念
仏
に
よ
っ
て
、
確
か
に
浄
土
に
往
生
し
得
る
と
の
確
信
が
、
経
文
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
き
、
今
現
在

な
す
録
へ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
定
ま
っ
た
と
感
得
し
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
迷
妄
流
転
の
輪
廻
無
窮
は
、
無
碍
一
道
の
仏
道
に

転
換
し
得
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
浄
土
教
諸
師
と
吉
蔵
の
観
無
量
寿
経
義
疏
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
を
な
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
善
導
の
観
経

疏
の
中
に
は
、
吉
蔵
の
解
釈
と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

因
至
果
、
通
果
酬
因
、
故
々

⑤
大
乗
玄
論
巻
第
五
、
浄
‐

⑥
望
月
信
亨
著
「
中
国
浄
，

⑦
拙
稿
「
吉
蔵
の
注
疏
に
『

③
観
無
量
寿
経
義
疏
（
大
〒

⑨
右
同
（
大
正
師
・
州
Ｃ
）

⑩
観
無
量
寿
経
（
大
正
胆

⑪
観
無
量
寿
経
義
疏
（
大
一

⑫
「
第
三
、
明
上
品
下
生
、

⑬
右
同
（
大
正
師
・
恥
ｂ
）

註①
観
無
量
寿
仏
経
疏
巻
第
一
（
大
正
部
・
加
ｃ
）
「
答
日
、
論
中
称
仏
、
唯
欲
自
成
仏
果
。
経
中
称
仏
、
為
簡
異
九
十
五
種
外
道
ｐ
然
外
道
之
中
、

都
無
称
仏
之
人
。
但
使
称
仏
一
口
、
即
在
仏
道
中
摂
、
故
言
巳
寛
・
」

②
道
行
般
若
経
巻
第
二
・
支
婁
迦
識
訳
（
大
正
８
．
柳
ｂ
）
「
皆
使
行
仏
道
、
已
信
入
仏
道
、
学
仏
道
心
已
生
・
」

③
中
村
元
編
「
仏
教
語
大
辞
典
」
〔
ぶ
つ
ど
う
〕
参
照
。

④
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
巻
上
（
大
正
鉛
・
畑
ａ
）
「
勝
過
三
界
道
。
道
者
通
也
。
以
如
此
因
、
得
如
此
果
。
以
如
此
果
、
酬
如
此
因
。
通

諭
巻
第
五
、
浄
土
義
（
大
正
妬
・
師
ａ
）

号
著
「
中
国
浄
土
教
理
史
」
な
ど
、
多
く
の
浄
土
教
史
に
従
来
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
る

吉
蔵
の
注
疏
に
み
ら
れ
る
宗
教
的
課
題
」
（
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
妬
号
誕
頁
）
参
照
。

寿
経
義
疏
（
大
正
部
・
郡
ａ
）

（
大
正
胆
・
妬
Ｃ
）

栽
疏
（
大
正
評
・
洲
ｃ
）

一
品
下
生
、
此
人
亦
信
因
果
、

故
名
為
道

小
誘
大
乗
。
」
（
右
同
）
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⑳⑳⑳⑳⑳⑲⑬ ⑰⑯⑮⑭

右
同
（
大
正
諏
・
妬
ｂ
）

「
論
云
、
前
於
声
聞
法
中
、
説
生
滅
十
二
因
縁
。
次
為
久
習
行
堪
受
深
法
者
、
説
不
生
不
滅
十
二
因
縁
。
如
来
説
之
於
前
、
論
主
釈
之
。
於
初
二

十
五
品
、
釈
不
生
不
滅
大
乗
観
。
（
大
正
諏
・
畑
ａ
）

「
善
導
の
別
時
意
会
通
に
つ
い
て
ｌ
曇
鴬
と
関
連
し
て
ｌ
」
（
藤
原
幸
章
著
・
善
導
浄
土
教
の
研
究
・
法
蔵
館
）
参
照
。

摂
大
乗
論
・
真
諦
訳
（
大
正
瓠
・
皿
ｂ
）
同
じ
く
攝
大
乘
論
釈
（
同
桝
ｂ
）

安
楽
集
巻
上
・
第
二
大
門
（
大
正
鞭
・
皿
ａ
）

妙
法
蓮
華
経
巻
二
・
化
城
諭
品
（
大
正
９
．
坊
Ｃ
）

無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
巻
上
（
大
正
“
・
畑
Ｃ
、
同
じ
く
剛
Ｃ
）

「
道
者
無
碍
道
也
・
」
同
巻
下
（
同
郷
Ｃ
）

右
同
。
第
三
大
門
（
同
哩
Ｃ
）

右
同
（
大
正
師
・
剛
ｂ
）

右
同
（
大
正
訂
・
醜
ｂ
）
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