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特

に
知
礼
の
浄
土
教
を
め
ぐ
つ
て
-

福

原

隆

善

中
国
浄
土
教
に
お
い
て
、
諸
師
と
は
全
く
立
場
を
異
に
し
て
、
特
に

凡
夫
が
い
か
に
浄
土
に
往
生
す
る
か
を
眼
目
に
浄
土
教
を
展
開
せ
し
め

た
唐
代

の
善
導

の
浄
土
教
は
、
そ
の
後
の
時
代
に
も
か
な
り
の
影
響
を

及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
は
趙
宋
天
台
、
特
に
知
礼
の
時
代

を
中
心
に
そ
の
影
響

の

一
端
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

知
礼
を
前
後
に
宋
代
天
台
家
に
お
い
て
は

『
観
量
寿
経
』
を
中
心
と

し
た
浄
土
教
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
註
釈
も
そ
れ
に
関
す
る
も
の
が
多

い
。
こ
れ
は
天
台
智
顕
が

『
観
経
疏
』
を
著
わ
し
て
お
り
、
諸
師
に
も

『
観
経
』
の
註
釈
が
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
台
疏
に
つ
い
て
は
疑
作

説
も
あ
る
が
、
知
礼
は
真
撰
と
み
て
お
り
、
『観
経
疏
妙
宗
砂
』
を
著

わ
し
て
い
る
。
本
書
は
、
善
導
教
学
に
影
響
さ
れ
て
い
る
山
外
派
の
僧

に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
、
山
家
派
の
僧
に
対
す
る
啓
蒙
を
も
目
的
に

(
1
)

撰
述
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
知
礼
に
と
つ
て
は
、
善
導
の

『
観
経
疏
』

の
立
場
に
ど
う
対
処
す
る
か
は
問
題
で
あ
つ
た
よ
う
で
、
天
台
は

『
観

経
』
を
第
三
時
方
等
教
と
し
た
の
に
対
し
、
化
法
の
立
場
か
ら
は
円
教

で
あ
り
頓
教
で
あ
る
と
し
て
、
究
寛
と
す
る
立
場
か
ら
善
導
疏

に
対
抗

(
2
)

し
た
。
知
礼
自
身
も
強
い
浄
土
教
信
奉
者
で
あ

つ
た
が
、
善
導

の
そ
れ

と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
知
礼
は
五
十
四
歳
の
時
、
念
仏
施
戒
会

を
創
設
し
た
が
、
僧
俗
男
女

一
万
人
が
集
ま

つ
て
念
仏
し
た
と
い
い
、

以
来
毎
年
二
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
、
二
百
年

ほ
ど
続
い
た
と
い
わ
れ

る
。
結
社
念
仏
は
こ
の
頃
か
ら
各
地
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
で

『
楽
邦
文

類
』
に
も
多
く
の
念
仏
結
社
の
あ

つ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ

(
3
)

と
ん
ど
盧
山
慧
遠
の
白
蓮
社
の
念
仏
を
慕
う
も

の
で
あ
る
。
知
礼
は
翌

年

『
観
経
融
心
解
』
を
著
わ
し
、
天
台
の
心
観
為
宗
に
よ
る
理
観
念
仏

を
説
い
た
。
と
こ
ろ
が
本
書
が
撰
述
さ
れ
た
翌
年
に
は
、
山
外
派
の
智

円
は

『
観
経
疏
刊
正
記
』
を
著
わ
し
、
ま
た
知
礼
と
同
門

の
遵
式
す
ら

『
往
生
浄
土
繊
願
儀
』
を
著
わ
し
、
共
に
善
導
教
学
に
影
響
さ
れ
な
が

ら
願
生
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
知
礼
に
は
全
く
願
生
思
想
が
な
か
つ

た
わ
け
で
は
な
い
。
法
華
幟
を
修
し
、
焚
身
供
養
し
、
往
生
浄
土
を
願

(4
)

つ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
台
本
来
の
立
場
を
逸
脱
し
、
智
円
の
ご
と
く

善
導
教
学

と
趙
宋
天

台

(
福

原
)
 

二
五
九
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二
六
〇

事
観
に

の
み
傾
く
こ
と
に
批
判
的
で
あ
つ
た
。

一
方
、
遵
式
の

『
往
生

浄
土
繊
願
儀
』
に
は

「厳
浄
道
場
」
を
は
じ
め
十
種
の
行
法
に
よ
つ
て

往
生
浄
土
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
る
経

典
は

『
無
量
寿
経
』
を
は
じ
め
、
浄
土
三
部
経
と
い
わ
れ
る
経
典
が
多

く
、
善
導
流
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
中
で
も
注
目
す

べ
き

は
、
十
種
行
の
第
三

「
正
修
意
」
に
、
世
親
の

『往
生
論
』
に
よ
つ
て

五
念
門
を
修
す
る
こ
と
が
往
生
浄
土
の
正
修
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
善
導
は
こ
の
五
念
門
に
よ
り
、
独
自
の
五
種
正
行
を
形

成
し
て
い
る
。
遵
式
は
直
接
善
導
の
五
種
正
行
の
影
響
を
う
け
た
わ
け

で
は
な

い
が
、
そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
善
導
流
な
考
え
方
に
近
く
な
つ

て
お
り
、
こ
の
点
が
知
礼
に
と
つ
て
は
不
服
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
く
に

『
妙
宗
砂
』
の
冒
頭
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て

「多
く
事
相
を

(5
)

談
じ
、
少
し
く
観
門
を
示
す
。」
と
あ
つ
て
、
智
円
の
立
場
を
批
判

し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時

『
観
経
』
の
十
六
観
を
事
観
と
す
る
か
理
観

と
す
る
か
に
つ
い
て
諸
説
が
あ
り
、
元
照

の

『
観
経
義
疏
』
に
よ
れ

ば
、

一
、
十
六
観
の
す
べ
て
を
理
観
と
す
る
説

二
、
十
六
観
の
す
べ
て
を
事
観
と
す
る
説

三
、
十
六
観
中
、
第
九
仏
身
観
の
み
理
観
と
し
、
他
を
事
観
と
す

る
説
。

(
6
)

が
あ
る
。
智
円
は

『
刊
正
記
』
(失
)
に
、
第
九
観
の
み
理
観

で
、
他

は
事
観

で
あ
り
、
多
き
に
よ
つ
て
判
ず
れ
ば
皆
事
観
で
あ
る
と
の
主
張

が
み
ら
れ
る
か
ら
、
第
三
説
の
立
場
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

山
外
派
に
対
す
る
批
判
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
山
家
派
の
遵
式
な
ど

も
善
導
教
学
に
影
響
さ
れ
て
天
台
浄
土
教
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、
知
礼
は
天
台
の
止
観
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
無
視
で
き
な
か
つ
た

に
ち
が
い
な
い
。
遵
式
に
は

『
往
生
浄
土
決
疑
行
願

二
門
』
『
往
生
浄

土
繊
願
儀
』
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
引
用
経
論
の
内
容
か
ら

み
て
、
善
導
教
学

の
影
響
が
予
想
せ
し
め
ら

れ
る
。
ま
た
宗
暁
の

『
楽

邦
文
類
』
に
は
そ
の
他
の
浄
土
教
関
係
の
著
作

の

一
部
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
中
の

『念
仏
方
法
』
に
は
、
念
仏
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て

い
る
が
、
念
仏
と
は
仏
の
三
十
二
相
を
縁
と
し
、
常
に
心
に
か
け
れ
ば

仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
仏
の
名
号
を

一
心
に
称
す
れ
ば
現

身
に
お
い
て
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、
し
か
も
な
お

「
現
に

(7
)

見
る
こ
と
多
し
と
す
る
も
、

こ
れ
仏
名
を
称

す
る
を
上
た
り

と
す
。」

と
あ
つ
て
、
懐
感
の
例
を
引
い
て
い
る
。
懐
感
は

一
向
に
阿
弥
陀
仏
の

名
号
を
称
し
て
三
昧
を
得
、
現
前
に
見
仏
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
つ
て
称
仏
の
法
の
す
ぐ
れ
た
点
を
示
す

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
念

々
に
相
続
し
て
縁
を
名
号
に
か
け
、
口
に
は
阿
弥
陀
仏
を
喚
び
、
心
に

仏
を
思
い
、
字

々
分
明
に
百
声

・
千
声

・
万
声
、
あ
る
い
は

一
日

・
二

日

・
七
日
仏
名
を
称
し
、
心
を

一
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い

(
8
)

る

。
『
往

生

浄
土

戯
願

儀

』

に

は
、

こ

の

一
心

に

つ

い
て
理

の

一
心

と

事

の

二
心

の
あ

る

こ
と

を
述

べ
て

い
る
。

入
道

場

を

は
じ

め
、

す

べ
て

の

こ
と

は
結

局

無

性

で
あ

つ
て
、

不

生

不

滅

で
あ

る
、

法

界

の

一
相

は

-784-



法
界

の
縁

の
如
き
で
あ
る
か
ら
理
の

三
心
と
い
い
、
仏
に
心
を
か
け
る

時
、
諦
経
や
行
道
な
ど
を
も
含
め
て
他
の
事
を
念
じ
な
い
で
、
専
ら
仏

(
9
)

を
念
じ
る
こ
と
を
事
の

一
心
と
い
つ
て
い
る
。

こ
こ
で
遵
式
は
、
理
の

一
心
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
も
、
修
し
易
い
事
に
つ
い
て
専
心

す
る
事

の

一
心
を
勧
め
て
い
る
。

知
礼
は
、
『
観
経
融
心
解
』
を
著
わ
し
、
天
台
の
浄
土
念

仏
に

つ
い

て
啓
蒙
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
善
導
教
学
の
影
響
を
う
け
た
浄

土
教
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
六
十
二
歳
の
時
に

『
観
経
疏
妙

宗
紗
』
を
著
わ
し
て
厳
し
く
批
判
を
加
え
て
い
る
。
天
台
疏
に
よ
り
な

が
ら
、
観
を

二
心
三
観
と
み
、
所
観
の
仏
は

二
体
三
身
、
実
相
を
体
と

し
、
心
観
を
宗
と
な
し
、
生
善
滅
悪
を
用
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
教
相

で
は
、
化
法
の
立
場
で
は
大
乗
円
頓
の
教
と
な
し
、 
三
心
三
観
に
よ
る

天
台
浄
土
教
を
展
開
し
て
い
る
。
立
場
と
し
て
は
七
年
前
に
書
か
れ
た

『
観
経
融
心
解
』
と
変
わ
ら
ず
、
観
念
念
仏
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か

し
知
礼
自
ら
も
理
観
を
修
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
天
台
の
常
行
三
昧
を
勧
め
て
、
実
践
的
に
は
口
称
念
仏
に
重
点

が
置
か
れ
て
き
て
い
る
。
本
来
は

一
心
三
観
を
本
質
と
す
る
十
六
の
理

観
に
よ

つ
て
円
融
三
諦
の
理
を
証
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
事

観
に
対

し
理
観
は
困
難
で
あ
り
、
事
相
的
念
仏
が
実
際

の
行

の
上
に
は

行
な
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
知
礼
は
こ
の
点
を
正
助
の
関
係
で
説
明

づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「須
ら
く
外
事
戯
を
加
え
、
内
理
観
を
勤

め
、
正
助
双
べ
て
行
じ
、
願
を
加
え
て
要
制
す
。
必
ず
宝
刹
に
お
い
て

(
1
0
)

速
や
か
に
衆
生
を
証
す

べ
し
。」
と
い
い
、
ま
た

「妙
観

は
こ
れ
正
、

浄
業
を
助
と
な
す
。
正
助
合
し
て
行
ず
れ
ば
、

能
く
四
種
の
極
楽
国
土

を
感
じ
、
三
身
の
弥
陀
世
尊
を
見
る
こ
と
を
得
。
」
と
述
べ
て
、
「
正
助

双
行
」
「
正
助
合
行
」
の
実
践
行
を
確

立
し
て

い
る
。
「
正
助
双
行
」

「
正
助
合
行
」
と
い
つ
て
も
、
実
際
に
は
理
観

は
困
難
で
あ
り
、
す
で

に

『
観
経
融
心
解
』
で
は

「
償
し

一
機
未
だ
円
照
な
る
こ
と
能
わ
ざ
る

(
1
1
)

あ
れ
ば
、
具
く
事
相
に
随
い
、
境
を
歴
て
観
ず

べ
し
。」
と
い
い
、
『
妙

宗
砂
』
に
お
い
て
も
、
「
事
理

の

三
念
同
じ
く
修
す
と
錐
も
、
し
か
も

理
は
難
く
事
は
易
し
。
事
易
き
故
に
先
ず
現
じ
、
理
難
き
が
故
に
後
に

発
す
。
故
に
般
舟
三
昧
に
三
十
二
相
を
以
て
事
観
と
な
し
、
即
空
仮
中

を
以
て
理
観
と
な
す
。
境
観
す
な
わ
ち
同
時
に
修
す
と
錐
も
、
境
必
ず

先
ず
成
じ
、
境
に
託
し
て
観
に
進
み
、
観
に
籍
し
て
境
を
顕
わ
す
。
更

(
1
2
)

に
進
み
更
に
顕
わ
れ
、
凡
よ
り
聖
に
入
る
。
」

と
あ
つ
て
、
理
観

の
実

践
の
困
難
さ
を
指
摘
し
、
知
礼
自
身
も
こ
れ
を
感
知
し
、
修
し
易
い
事

観
行
を
先
に
行
な
つ
て
理
観

へ
と
進
む
べ
き
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
。

天
台
観
心
の
立
場
に
あ
り
、
心
観
為
宗
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
理
観
が

い
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
か
は
自
ら
も
認
め

て
い
る
。
当
時
は
観
門

を
行
な
う
も
の
が
少
な
く
、
事
相
を
談
ず
る
も

の
が
多

い
と
い
つ
た

『
妙
宗
鋤
』
序

の
こ
と
ば
の
傾
向
が
自
ら
の
う
ち
に
も
み
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

『
妙
宗
砂
』
で
示
し
た
即
心
念

仏

も
、
最
終
的
に
は
理
観
の
念
仏
に
す
す
む
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
事
観
的

な
念
仏
が
ど
う
し
て
も
先
行
す
る
念
仏
と
な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

善
導
教
学

と
趙
宋
天
台

(
福

原
)

 
二
六
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二
六
二

娑
婆
即
寂
光
浄
土
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
円
融
三
諦
の
理
を
体
験
し
た

も
の
が
証
得
す
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
娑
婆
で
は
罪
障
多
く
、
根
機

薄
弱
で
あ
る
故
に

一
心
三
観
に
よ
る
修
道
は
容
易
に
は
実
践
で
き
な
い

の
で
、
は
じ
め
に
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

一

心
三
観
を
も

つ
て
円
融
三
諦
の
理
法
を
証
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な

わ
ち

「
事
行
既
に
勤
む
。
理
観
い
よ
い
よ
進
む
。
」
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
知
礼
自
身
も
事
相
念
仏
の
た
め
の
具
体
的
な
実
践
と
し
て
結
社
念

仏
を
行
な
い
、
事
行
と
し
て
捨
身
行
を
も
し
ば
し
ば
行
な
つ
て
い
る
。

こ
れ
は
時
代
機
根
を
鑑
み
、
理
観
行
の
困
難
さ
を
自
覚
し
た
上
で
の
往

生
極
楽

の
実
践
行
な
の
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
に
知
礼
は
、
宋
代
天
台
浄
土
教
家
の
智
円
等
が
善
導
教
学

の
影
響

を
う
け
て
事
相
的
な
念
仏
の
傾
向
に
な
つ
て
き
た
こ
と
に
対
し

て
厳
し

い
批
判
を
行
な
つ
て
き
た
。
し
か
し
当
時
の
教
界
は
全
体
に
事

相
的
実
践

の
傾
向
が
強
く
、
機
根
を
考
え
れ
ば
、
次
第
に
止
観
の
正
当

な
実
践
が
為
さ
れ
に
く
く
な
つ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
の
上
に
も
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な

つ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
は
天
台
止
観
の
立
場
が
失
わ

れ
る
の
で
、
凡
よ
り
聖

へ
至
る
事
相
念
仏
の
実
践
を
通
し
て
円
融
三
諦

の
理
を
証
得
す
る
方
法
を
即
心
念
仏
の
実
践
の
う
ち
に
主
張
し
た
と
思

わ
れ
る
。
知
礼
は
直
接
に
善
導
教
学
の
影
響
を
受
け
て
教
学
を
組
織
づ

け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
代
や
機
根
を
考
え
れ
ば
、
初
門
に
あ
つ
て

は
善
導

の
立
場

と
同
じ
よ
う
な
方
向

へ
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
結
果
が
生

じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
事
観
的
な
念
仏
の
強
調
と
な
り
、
さ
ら

に
称
名
念
仏
の
形
で
表
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
知
礼
は
生
涯
称
名
念

仏
を
実
践
し
た
人
で
あ
る
。
臨
終

の
時
も
数
百
声
の
阿
弥
陀
仏
を
称
し

(
1
4
)

て

入
寂

し

た

と

い
わ

れ
、

実

践

と

し

て
は
、

最

後

ま

で
称

名

念

仏

行

を

行

な

つ
て
き

た

の

で
あ

る
。

1
 
安
藤
俊
雄
氏

『
観
無
量
寿
仏
経
妙
宗
紗
概
説
』
参
照

2
『
大

正
蔵
』

三
七

・
一
九
五
中

3
 
高
雄
義

堅
氏

『
宋

代
仏
教
史

の
研
究
』
参
照

4
『
大

正
蔵
』
四
六

・
八
五
八
上

5
『
大

正
蔵
』

三
七

・
一
九
五
上
、
安
藤
氏
前
掲
書

6
『

浄
全
』

五

・
四
四
七
下
、
次

の
智
円

の
説

は
戒
度

の
疏

に

よ

る

も

の

(
『
浄
全
』
五

・
四
四
七
下
)

7
8
『

大
正
蔵
』
四
七

・
二

一
〇

下

9
『

大
正
蔵
』

四
七

・
四
九

一
下

10
『

大
正
蔵
』
三
七

・

一
九
五
下

11
『

大

正
蔵
』

四
六

・
八
六
八
上

12
『
大

正
蔵
』

三
七

・
二
〇

二
中
、

盤
入
亮
達
氏

「
趙
宋
天
台

に

お

け

る

実
践
面

の
考
察
」
(
『
印

仏
研
究
』

一
一
の
二
)
参
照

13
『

大

正
蔵
』

四
六

・
八
六
九
中

14
『

大

正
蔵
』

四
九

・

二
九
三
下
、

同
四
〇
九
上
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