
七

八

近
世

に
於
け
る
淨
土
教
團

の
布
教

に
つ
い
て

坪

井

俊

映

一

淨
土
宗
教
團
の
歴
史
に
於
て
、
近
世
は
そ
の
教
團
が
寓
宗
、
附
庸
宗

の
域
を
腕
し
て
諸
宗

に
互
す

る
独
立
教
團

と
し
て
の
内
容
外
觀
を
整

備
し
惚
時
代
で
あ
つ
て
、
知
恩
院
に
は
宮
門

跡
を
奉
戴
し

て
皇
室
と
特
殊
な
關
係
を
結
び
、
垉
上
寺
は
徳
川
將
軍
家

の
菩
提
寺
と
な
り
、
本

宗

は
將
軍
家
と
師
檀
關
係
を
結
び
、
更
に
内
に
は
宗
侶
養
成
の
學
林
と
し
て
十
八
檀
林
を
有
し
、
増
上
寺
は
總
録
所
と
し
て
行
政
の
實
権
を

握
り
、
萬
餘
の
本
宗

寺
院
を
統
括
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
歡
團
の
独
立
と
發
展
は
、
中
世
以
來
列
組
の
布
教
傅
道

の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
本
宗

教
團
が
、
時

の
権
力
者
た

る
徳
川
將
軍
家
と
特
殊
關
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
近
世
に
於
け
る
歡
團
の
大
發
展
は
但

に
宗
侶

の
求
法
傳
道
の
信
念

の
致

す
處
と
の
み
云
ふ
こ
と
は
出
來
ぬ

の
で
あ
る
。
本
宗
寺
院

の
大
多
數
は
徳
川
初
期
、
即
ち
慶
長
元
和
、
寛
永
正
保
に
渡

つ
て
建
立
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
殆
ど
全
て
香
華
院
、
菩
提
寺
で
あ
り
、
三
組
良
忠
上
人
が
下
總
幅
岡
、
飯
岡
等

に

建

て
ら
れ

た
寺
院

と
は
、
そ

の
性

格

を

異

に
す

る

も

の
で

あ
る
。
然
し
叉
か
玉
る
多
數
の
寺
院

の
創
建
は
幕
府
の
寺
請
制
度
の
確
立
に
よ
る
も
の
で
、
寺

院
、
僣
侶

の
數
に
於
て
、
そ
の
瓧
會
的
地
位
に
於
て
、
近
世

の
教
團
は
前
代
と
は
隔

世
の
感
が
あ
る
が
、
然
し
そ

の

反

面

全
て
が
形
式
化

し
、
俗
化
し
た
こ
と
は
否
め
ぬ
事
實
で
あ
つ
て
、
組
師
の
洒
睨
清
素
な
高
風
は
地
を
拂
ひ
、
紫
香
の
衣
色
を
競
ふ
名
聞
僭
多
く
、
信
徒
の
精



神

生
活
に
歸
趣
を
與

へ
る
傳
道
布
教
の
面
に
於
て
は
、
遺
憾
乍
ら
官
僭
地
に
は
そ
の
人
少
な
く
、
か

へ
つ
て
捨
世
派
に
そ
れ
を
見
る
の
で
あ

る
o然

し
乍
ら
布
教
を
廣
義

に
解
し
て
、
塔
堂
建
立
、
佛
事
葬
式
等
も
含
め
て
考
ふ
る
な
れ
ば
、
布
教
亦
盛
ん
と
云

ふ
こ
と
が
出
來
る
が
、
宗

阻

の
立
教
開
宗
の
精
神

に
則
り
凡
入
報
土
の
宗
意
を
宣
揚
し
て
、
念
佛
往
生
の
信
仰
を
培
植
せ
ん
と
す
る
信
仰
蓮
動
の
點
に
於
て
、
そ
の
人

な
き
は
誠
に
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。

二

布
教
は
勸
化
論
法
読
教
と
も
云
は
れ
て
、
古
く
は
唱
導
談
義
と
も
稱
せ
ら
る
。
そ
の
初
め
は
齊
會
等
に
あ
た
り

、
そ
の
主
旨
を
譬
喩
因
縁

を
交

へ
て

一
般
に
理
解
し
易
い
形
に
し
て
談
じ
た
も
の
で
、
我
國
に
て
は
講
經
を
以
て
そ
の
始
め
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
講
經
を
以
て
始
ま

つ
た
唱
導
は
申
世
に
入
り
て
廣
く
行
は
れ
、
毎
年
定
期
的
に
或
は
不
定
期
に
諸

々
の
寺
院
に
て
行
は
れ
た
の
で
あ

る
。
法
然
上
人
が
東
山
の

草
庵

に
於
て
、
叉
は
宮
中
、
或
は
九
條
殿
に
於
て
屡

々
読
法
談
義
さ
れ
た
こ
と
は
諸
傳

に
記
す
る
所
で
あ
つ
て
、
逆
修
論
法
、
淨
土
隨
聞
記

等
は
そ
の
記
録
と
思
は
れ
る
。
三
組
が
下
總
幅
岡
、
飯
岡
に
談
所
を
も
う
け
て
門
弟
を
養

ふ
傍
ら
、
時
人
を
歡
化

さ
れ
た

こ
と
は
有
名
な
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
談
所
は
後
世
の
檀
林
の
も
と
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
日
の
布
教
所
、
教
會
所
の
こ
と
で
あ
る
。
爾
來
談
所
布

教
次
第
に
盛
に
な
り
、
冏
酉
二
師
諸

々
に
談
所
を
も
う
け
て
、
布
歡
に
つ
と
め
、
又
門
弟

の
育
成
に
力
を
致
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
門

下
よ
り
英
才
績
出
し
て
、
そ
れ
み
丶
地
方
に
遊
化
し
て
布
教
傳
道

に
力
を
盡
し
、
歡
線
の
擴
張
に
努
め
た
か
ら
し

て
、
地

方

の
豪

竢

に
し

て
本
宗

に
歸
依
す
る
も
の
少
な
か
ら
す
、
本
宗

の
教
線
は
急
激
な
發
展
を
と
げ
、
新
寺
の
建
立
さ
る
瓦
も
の
や
う
や
く
多
き
に
逹
し
た
の
で

あ
る
。

本
宗

が
徳
川
將
軍
家
と
師
檀
關
係
を
結
ぶ
に
及
び
て
歡
團
勢
力
は
實
に
大
な

る
發
展
を
途
げ
'
新
寺
あ
い

つ
い
で
建
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、然
し
こ
れ
ら
の
新
寺
建

立
の
因
縁
を
詳
細

に
檢
討
し
て
み
る
に
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
香
華
院
菩
提
寺

で
あ
つ
て
、
宗
侶

の
布

近
世
に
於
け
る
淨
土
教
團
の
布
歡
に
つ
い
て

七
九



八
〇

教
傳
道

の
念
と
、
信
徒

の
聞
法
歡
喜
の
信
仰
心
と
に
よ
り
結
實
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
宗
組

の
東
山

の
草
庵
、
三
祀
の
談
所
は
そ
の
規
模
に
於

て
茅
屋
庵
室
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
は
民
衆
教
化
の
信
仰
道
場
で
あ
る
と
共
に
、
門
弟
教
養
の
學
習
道
場
で
も
あ
つ
た
の
で
あ

る
。
然
る
に

近
世
の
寺
院
は
そ
の
規
模
に
於
て
結
構
莊
嚴
を
極
め
實
に
謂宏
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
れ
は
檀
徒
の
阻
先
の
靈
位
の
奉
祀
所
で
あ
り
、

佛
忌
年
忌
葬
式
の
式
場
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
從

つ
て
こ
れ
ら
香
華
院
に
あ
り
て
は
檀
徒
組
先
の
靈
位
の
奉
祀
が
第

】
義
的
で
あ
り
、
佛
忌

年
忌
法
要
は
重
要
な
る
寺
院
の
行
事
で
あ

つ
て
偽
檀
徒

の
精
聯
生
活
を
指
導
し
、
安
心
立
命
を
與

へ
ん
と
す
る
布
歡

は
第
二
義
的
た
ち
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
Qる
。

か

く
の
如
き
寺
院
の
性
格
よ
り
し
て
香
華
院

の
佳
職
は
、
檀
徒

の
引
導
嶢
香
の
み
を
以
て
能
事
絡
れ
り
と
な
し
、
積
極
的
に
檀
徒
の
信
根

培
養

に
努
力
す
る
信
念
も
な
く
、
加
之
本
山
、
録
所
と
も

に
在
家
布
教
に
極
め
て
冷
淡
で
あ
つ
て
、
知
恩
院
門
跡
、
増
上
寺
方
丈
等
自
か
ら

布
教

の
席
に
立
つ
こ
と
な
く
、
ま
し

て
地
方
巡
藪
の
如
き
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く

中
央
地
方
を
問
は
す
在
家
布
歡
に
樹
し
て
積
極
的
な
方
策
な
き
爲
め
、
こ
れ
に
志
あ
る
も
の
は
思
ひ
く

の
方
法
で
諡
法
し

て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
中
に
は
狂
言
綺
語
を
も
て
遊
び
、
民
衆

の
耳
を
亂
し
て
法
席
を
戯
場

の
如
く
な
す
も
の
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
寶
永

年

中
淨
圓
寺
盤
察

に
よ
り

て
著
は
さ
れ
た
勸
化
南
針
鈔
に
よ
る
に

日

頃
都
鄙
に
群
俗
を
化
導
す
る

一
類

の
導
師
あ
り
。
所

々
に
法
筵
を
開
き
、
專
ら
犬
乘
經
論
を
演
諡
す
と
謂
ぴ
て
、
そ
の
丈
句

に
も
及
ば

す
、
况
ん
や
義
を
や
o
唯
世
事
を
譚
じ
て
、
殊
に
戯
笑
を
逞
し
、
絡
に
法
席
を
し
て
戯
場

の
如
く
せ
し
む
。
庸

俗
こ
れ
を
喜
ん
で
好
導
師

と
稱
し
、
踵
を
継
で
輻
湊
し
、
群
を
な
し
、
隊
を
な
す
。
鳴
呼
こ
れ
實

に
巴
歌
の
唱
ふ
る
者
多
く
、
雪
曲
に
和
す
る
も
の
は
希
な
り

と
歎
述
し
て
ゐ
る
の
を
見

て
も
、
當
時
の
歡
界
の

一
端
を
伺
ぴ
知

る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
有
様
で
あ

つ
た
か
ら
し
て
、
元
和
條
目
第
八
條

に
は

「
事
理
縱
横
の
深
義
を
解
せ
ざ

る
著
相
憑
丈

の
族
、
名
利

に
貪
著
し
て

法
談
致
す

べ
か
ら
す
。
允
と
ひ
奪
宿
の
許
可
を
蒙
り
勸
化
す
と
云

へ
ど
も
、
室
く
佛
經
阻
釋
を
閣
き
偏
に
狂
言
綺
語
を
事
と
し
、
妄
に
愚
夫



の
耳

を
惑
し
、
剩

へ
自
讚
毀
他
す
、尤
も

こ
れ
法
衰

の
因
詳
論
の
縁
た
り
、
堅
く
制
止
す
べ
き
事
」
と
云
ひ
、
同
第

九
條

に
は

「
往
來
の
知
識

等

其
處

の
門
中
の
許
可
無
く
聊
爾
も
法
談
致
す

べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
記
し
て
、
無
責
任
な
る
法
談
を
取
締

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら

本
山
録
所
と
も
に
但
に
浩
極
的
な
取
締
り
制
策

の
み
に
絡
始
し
て
、
積
極
的
な
方
策
な
き
爲
め
放
談
綺
語
を
な
し

て
利
養
を
求
む
る
も

の
跡

を
絶
す
、
御
仕
置
例
類
聚
に
よ
る
に
、
麻
布
淨
土
宗
淨
林
寺
所
化
門
雅
な
る
も
の
小
石
川
圓
乘
院
に
て
論
教
中
、
聲
色
を
な
し
流
行
唄
を
取

り
交
ぜ
た
る
に
よ
り
、
睨
衣
江
戸
拂

の
刑
を
受
く
る
如
き
も
の
も
出
で
た
の
で
あ
る
。
更
に
享
保
二
年
増
上
寺
演
譽
に
よ
り
て
出
さ
れ
た
る

淨

土
宗
制
條
第
二
條

に
は

「
論
法
談
義

の
勤
役
は
佳
持
の
職
た
る
間

、
夲
生
別
時
と
も
に
自
身
勤

む
べ
し
、
他
僭
を
頼
み
金
銀
を
以
て
や
と

ぴ

ひ
、
助
論
致
さ
せ
候
事
こ
れ
あ
る
由
尤
も
あ
る
間
敷
き
事
に
て
候
」
と
云
ひ
、
又
元
丈
五
年
に
は
増
上
寺
は
山
内

所
化
櫓
の
町
中

に
於
て
、

の

不
淨
論
法
、を
な
す
を
禁
制
し
て
ゐ
る
如
く
、
論
歡
は
寺
院
佳
職

の
任
務
と
し
、
無
責
任
な
る
や
と
ひ
僭
の
不
淨
読
法
を
制
止
せ
ん
と
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
上
記
の
如
き
元
和
條
目
を
初
め
、
読
法

の
取
締
り
に
關
す

る
諸
種

の
定
書
覺
書
等
が
出
る
と
云
ふ

こ
と
は
、
反
面
名
利
に
と

へ

ら

は
れ
た
る
放
談
読
法
が
盛
ん
で
あ
つ
た
こ
と
を
裏
書
す

る
も
の
で
、
貞
享
二
年
の
定
書
に
は
所
依
の
經
論
を
さ
し
置

い
て
他
經
を
讀
み
、

奇
怪
な
法
談
を
な
レ
て
道
俗
を
集
め
諍
論
を
な
せ
し
も

の
あ
り
し
を
記
し
、
享
保
七
年
知
恩
院
よ
り
出
せ
し
法
度

に
は
、
元

組

大

師

の
遺

誡

を
守
ら
・ず
、
新
義
を
立
て
奇
怪
な
法
を
読
く
も
の
、
叉
は
寺
院
建
立
に
こ
と
よ
ぜ
て
、
卑
劣
な
る
読
法
を
な
せ
し
も
の
あ
り
し
を
記
し
て

ゐ

る
如
き
、
當
時

の
卑
俗
な
布
歡
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

三

上
述
の
如
き
卑
俗
な
布
教
界

の
中
に
あ
つ
て
、
こ
の
弊
風
を
是
正
し
正
則
布
歡
の
指
針
を
明
示
し
た
も
の
に
讃

譽
牛
秀
の
論
法
式
要
三
卷

と
、
盤
察

の
勸
化
南
針
鈔
七
卷
あ
り
、
讃
譽
牛
秀
は
檀
林
瀧
山
大
善
寺
の
開
山
で
あ
つ
て
、
読
法
式
要
は
布
數
億

道
に
関
す
る
行
儀
方
法
實

例

に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
、
讃
題
、
序
辯
、
法
読
、
因
縁
、
合
釋
、
結
勸
と
女
第
し
て
論
法
,を
す

丶
め
る
べ
き
こ
と
を
明
し
、
淨
土
宗
義

蒄
世
に
於
け
る
淨
土
教
團
の
布
教
に
つ
い
て

八
一



八
二

に
立
脚
し
て
読
逋
そ
の
範
圍
を
謬
ら
す
、
堂

々
論
を
す

玉
め
て
、
結
歸

一
行
三
味
、
日
課
稱
名
勸
読
を
以
て
結
勸

す

べ
き
ご
と
を
明
し
て
ゐ

る

の
で
あ
る
b

こ
れ
本
宗

に
於
け
る
布
歡
指
南
書
の
嚆
矢
と
す
べ
き
で
あ
る
。
盤
察
は
徳
川
中
期
の
布
歡
僭
に
し

て
、
洛
西
淨

圓

寺

に

佳

め

し
、
上
記

の
他
、
勸
化
求
道
集
七
卷
、
勸
化
除
睡
鈔
八
卷
、
論
法
語
園
鈔
五
卷
、
因
果
報
應
要
略
八
卷
、
扶
桑
故
事
要
略
六
卷
、
温
古
要
略

六
卷
等
の
多
數
の
布
教
指
南
書
を
出
し

て
布
歡
の
質
的
向
上
を
計
つ
た
の
で
あ
る
。

叉
檀
林

の
能
化
職
と
し
て
こ
の
方
面
に
力
を
致
し
た
人
に
靈
巖
寺
雄
譽
靈
巖
、
光
明
寺
義
譽
觀
徹
、
増
上
寺
砧
天
、
典
海
等
特
記
す

べ
き

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
は
檀
林
能
北
職
と
去
ふ

一
宗
名
譽
地
の
佳
職
で
あ
り
、
且
つ
學
僣
で
あ
る
と
共
に
在
家
布
歡
に
力
を
つ
く
し
た
人
で
、

雄
譽
靈
巖
は
組
跡
を
巡
拜
す
る
傍
ら
所

女
に
法
雷
を
振
ひ
多
く
の
道
俗
を
化
釜
し
、
建
立
し
た
る
寺
院
三
十
有
余
、
結
縁
の
血
脈
數
萬
人
歸

依

の
檀
信
諸
國

に
み
つ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
義
譽
觀
徹
は
爪
蓮
常
幅
寺
、
鎌
倉
光
明
寺
に
歴
佳
し
た
る
道
心
堅
固
な
學
僭
で
あ
る
が
、
宗
阻

の
芳
躅
を
し
た
い
日
課
稱
名
數
萬
を
業
と
し
、
叉
常
幅
寺
在
住
中
大
い
に
菩
薩
戒
を
弘
め
、
道
俗
五
百
六
十
余
人

に
授
戒
し
、
光
明
寺
移
佳

後

も
稱
名
念
佛
の
道
を
勸
誘
し
、
十
念
を
授
け
日
課
を
誓
約
し
、
名
號
血
脈
等
を
與

へ
て
結
縁
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
叉
砧
天
は
諸
方
に
遊

化
し
て
道
俗
を
勸
誡
す

る
傍
ら
、淨
業
に
日
々
佛
號
を
書
寫
し
て
結
縁
の
人

々
に
こ
れ
を
與

へ
、
典
海
は
増
上
寺
方
丈
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、

毎
月
二
十

一
日
山
内
安
蓮
瓧
に
於
て
遠
近
の
庶
民
を
集
め
、
宗
意
を
勸
述
し
、
日
課
を
す

丶
め
、
結
縁
の
人

々
に
戒
譜
血
胝
等
を
與

へ
て
庶

民
を
歡
化
し
た
の
で
あ
る
。
垉
上
寺
方
丈
に
し
て
道
俗
の
歡
化
に
席
を
立
つ
北
の
は
彼
を
以
て
始
め
と
す
磯

き
で

あ
ろ
う
。

か
く
の
如
く
檀
林
能
化
職
に
あ
り
て
在
家
布
歉
に
力
を
墨
し
た
人
電
皆
無
と
は
云
へ
ぬ
が
、
全
体
と
し
て
、
官

僭
に
は
そ
の
人
少
な
く
、

か

へ
つ
て
捨
世
派
の
宗
侶

に
そ
の
多
き
を
見
る

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
本
期
に
於
け
る
布
歡
は
捨
世
派
の
僭
侶

の
独
占
す
る

所

で

あ

つ

て
、
淨
土
門

の
正
統
信
仰
は
こ
の
派
の
人
に
よ
り
て
持
績
さ
れ
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

捨
世
派
は
官
曾
が
紫
香

の
衣
色
を
競
ぴ
、
名
聞
利
養
に
執
は
れ
て
、
宗
組
の
隱
邇
清
素
な
る
高
風
を
忘
失
し
た
る
を
歎
き
、
こ
の
敗
退
せ

る
宗
風
を
覺
醒
し
て
、
阻
師
の
純
正
信
仰
を
弘
布
ぜ
ん
と
す
る
所
謂
る
復
古
的
な
思
想
を
も
つ
た

一
派
の
人

々
で
、
近
世
初
期
に
出
た
稱
念



上
人

に
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
爾
來
そ
の
跡
を
つ
ぐ
も
の
多
く
、
稱
念

の
後

に
彈
誓
、
澄
禪
あ
り
、
申
期
に
な
り
て
、
近
畿

に

忍
澂

、
関

通
、

厭
求
、
徳
本
、
信
冏

、
江
戸

に
貞
極
、
大
日
比
に
法
岸
、
法
州
、
法
道
、
奥
州
に
無
能
等
出
で
、
そ
れ
ぐ

有
縁
の
地
に
念

佛

勸

化

し
、
引
導
燒
香

の
み
を
事
と
し
て
安
逸
に
耽
り
、
宗
風
正
に
地
に
落
ち
ん
と
す
る
歡
團
に
、
専
念
の
宗
光
を
輝
し
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
捨
世
櫓
の
中
布
歡
曾
と
し
て
特
記
す

べ
透
は
関
通
、
厭
求
の
二
師
に
し
て
、
関
通
は
大
和
、
伊
勢
、
尾
張
、
京
都
を

初

め

と
し

て
、
遠
く
九
州
、
江
戸
に
ま
で
法
席
を
張
り
、
論
法
勸
化
四
十
八
年
、
壹
百
餘
席
、
得
度

の
僣
尼
五
百
余
人
、
.受
戒
者
三
千
余
、
課
佛
誓
約

千
万
余
人
と
云
ふ
。
著
す
處

の
も
の
勸
化
本
義
二
卷
、
後
世
の
土
産
、
後
世
の
つ
と
め
、
勸
牽
章
等
數
十
部
あ
り
、
何
れ
も
在
家
布
歡
の
指

針
鈔

と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
師
、
論
法
ご
と
に
日
課
念
佛
を
す

玉
め
、
誓
約
の
印
信
と
し
て
名
號
を
授
與
し
児

の
で
あ
つ
て
、
そ

の
作

法
亦
鄭
重
を
極
め
、

一
懺
悔
、
二
授
與
三
歸
、
三
正
授
常
課
、
四
立
誓
、
五
求
請
護
念

の
次
第
差
定

に
隨

つ
て
授
與
し
た
の
で
あ
る
。

厭
求

は
美
濃
大
垣
大
蓮
寺
の
佳
曾
で
あ
る
が
、
尾
張
、
攝
津
、
京
都
等
に
念
佛
勸
化
し
、
建
立
せ
る
寺
院
十
數
ケ
所
、
日
課
誓
約
を
す
る
も

や

ち

の
に

は
血
脈
、
.一
枚
起
請
文
、
名
號
等
を
與

へ
た
の
で
あ
る
。
著
書
と
し
て
、
つ
れ
た
丶
要
草
七
卷
、
念
佛
安
心

一
卷
、
念
佛
往
生
傅

一
卷

等
あ
り
、
更

に
關
通
の
門
人
に
法
岸
あ
り
、
次
で
法
州
、
法
道
出
で
、
大
日
比
の
避
地
に
歡
網
を
張
り
、
法
岸
は
論
法
め
倉
座
に
常
に
右
に

地
獄

圖
、
左
に
淨
土
曼
荼
羅
を
褂
け
、
因
果
應
報

の
道

理
を
読
て
欣
厭
易
行
の
義
趣
を
見
す
と
云
ふ
。
こ
れ
を
見

て
も
営
時

の
布
轍
場

の
有

樣
の

一
端
を
伺
ひ
知
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
法
州
は
師
法
岸

の
後
を
受
け
て
宗
光
を
輝
か
し
、
特
に
小
兒
念
佛
會
を
作
り
て
、
子
女

の
歡
化

に
ま
で
つ
と
め
た
の
で
あ
る
・
今
日
大
日
比
の
地
に
念
佛
盛
ん
な
る
は
、
こ
れ
ら
諸
師
の
賜
で
あ
る
。
又
厭
求

の
門
人

に
貞

極

あ

り
、
江
戸
三
河
島
の
通
津
庵
、
根
岸
の
四
休
庵
に
往
し
て
、
多
く
の
著
書
を
出
し
て
、
宗
義
を

一
般
庶
民
に
解
り
易

く
書
き
著
し
、
日
課
誓

約
を
す

丶
め
て
庶
民

の
歡
化
に
つ
と
め
た

の
で
あ
る
。
術
こ
の
他
伊
勢
梅
香
寺
演
智
、
朋
州
松
高
山
禪
峯
、
奥
州
無
能
、
近
畿

に
穣
本
行
者

等
あ
り
、

一
般
庶
民
に
念
佛
信
仰
を
植
付
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
本
宗
の
布
教
は
近
世
初
期
よ
り
、
申
末
期
と
な
る
に
從
つ
て
次
第
に
盛
行
す
る
樣
に
な
つ
た
が
、
何

れ
も
日
課
誓
約
を
以
て

迸
世
に
於
け
る
淨
土
教
團
の
布
敏
κ
つ
い
て

八
三



八
鴎

そ

の
歸
結
と
し
、
結
縁
の
印
信
に
名
號
、
血
脈
、

一
枚
起
請
丈
等
を
授

け
る
の
が
常

で
あ
つ
た
。
こ
の
他
に
授
戒

、
化
他
五
重
を
以
て
念
佛

勸
化
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
在
家
拶
戒
が
行
は
れ
る
檬

に
な
つ
た
の
は
何
時
頃
か
詳
か
に
す

る
こ
と
は
出
來

ぬ
が
、
義
譽
觀

徹

が
爪
蓮
常
幅
寺
在
職

甲
、
即
ち
享
保
五
年
菩
薩
戒
を
弘
め
、
道
俗
受
戒
者

一
百
六
十
余
名
と
云
は
れ
て
ゐ
る
よ
り
見
て
、
既
に
こ
の
頃

に

憶
盛
大
に
行
は
れ
て
ゐ
だ
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
末
期

に
な
る
と
次
第

に
盛
ん
に
な
り
、'
殊
に
信
冏
は
享
和
、
丈
化
、
丈
政
年
中
に
亘

り
、
伏
見
誓
願
寺
、
名
古
屋
西
蓮
寺
、
若
狹
稱
念
寺
、
伊
勢
樹
敬
寺
等
で
盛
に
授
戒
を
行
ひ
、
、又
淨
幅
寺
音
澂
は
三
河
淨
久
寺
、
尾
張
阿
彌

陀
院
等
に
て
授
戒
を
行
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
宗

の
傳
法
た
る
五
重
相
傳
が
在
家
五
重
、
化
他
五
重
と
云
は
れ

て
行
は
れ
る
樣

に
な

つ
た

の
は
近
世
末
期

の
ご
と
で
あ
る
。
徳
川
氏
の
阻
先
松
平
親
忠
公
が
勢
譽
愚
底
よ
り
五
重
相
傳
を
受
け
た
こ
と
を
以

て
化
他
五
重
の
始
め
と
云

は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
眞
僞
は
今
確
め
る
べ
く
も
無

い
。
然
し
な
が
ら
在
俗
の
信
者
に
五
重
血
脈
を
相
傳
す
る
宅
と
は
、
元
和
條
目
第
四
條

に

「
在
家
の
人
に
對
し
て
、
五
重
血
脈
を
相
傳
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
云
つ
て
、
禁
止
す
る
所
で
あ
り
、
増
上
寺
録
所
も
亦
度

々
に
定

書
を
出
し
て
、
そ
の
非
法
を
制
し
た
る
の
で
あ
る
が
、
何
日
頃
か
次
第
に
こ
れ
が
行
は
れ
る
樣
に
な
り
、
寛
政
十

二
年
に
淨
幅
寺
音
澂
は
自

坊

に
て
こ
れ
を
行
ひ
、
專
念
寺
隆
圓
は
淨
業
信
法
訣
五
卷
を
作
り
、
化
他
五
重
の
爲
め
宗
意
安

心
の
秘
傳
を
闡

明

に
し
て
ゐ

る

の
で
あ
つ

て
、
末
期
に
な
り
て
五
重
が
在
家
布
歡
の

一
方
法
と
し
て
ズ
第

に
用
ひ
ら
れ
る
樣
に
な
っ
お
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
授

戒
、
五
重
等
は
特
殊
な
行
事
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
含
み
、

一
般
的
な
布
教
方
法
に
ま
で
は
未
だ
進
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
記

の
如
く
近
世
に
入
り
て
本
宗
歡
團
は
独
立
せ
る
大
歡
團
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
初
期
は
歡
團

の
内
容
外
觀
の
整
備
に
追
は
れ

て
、
未
だ
檀
信
徒

の
精
聯
生
活
に
歸
趣
を
與

へ
ん
と
す
る
信
仰
邏
動

に
ま
で
進
む

こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
は
、

止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
る

が
、
更

に
官
僣
地
の
寺
院
が
ほ
と
ん
ど
香
華
院
菩
提
寺
と
云
ふ
性
格
を
有
す
る
所
よ
り
、
布
歡
が
第
二
義
的
た
ら
ざ
る
は
ま
た
否
め
ぬ
事
實

で
あ
る
。
然
る
に
中
期
以
後
に
な
り
て
、
捨
世
僣
に
よ
り
て
こ
れ
が
盛
行
し
、
次
で
官
僣
ま
で
そ
の
人
を
出
す
樣

に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

中
央
地
方
を
通
じ
て
淌
極
的
に
こ
れ
を
取
締
る
だ
け
で
、
積
極
的
政
策
な
き
爲
め
、
こ
の
面
に
於
て
他
宗

に
遲
れ
を
と
ち
ざ

る
を
得
な
い
の

は
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。


