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七
世
紀

の
中
頃
に
長
安
の
都
で
浄
土
教
教
化
者
と
し
て
活
躍
し
た
善

導
は
、
浄
土
や
往
生
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
を
、
し
ぽ
し
ば
別

な
言
葉
で
標
記
し
て
い
る
。
浄
土
を
本
国
、
本
家
と
し
た
り
、
往
生
を

還
帰
と

い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
ま
た
両
者
を
つ
ら
ね
て
還
本
国
、
帰
本

国
と
も
標
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
標
記
に
違
い
が
あ

っ
て
も
還
本

国
、
帰
本
国
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
即
ち

"
往
生
浄
土
"
に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て
往
生
浄
土
と
い
う
標
記
に
対
し
て
還
本
国
、
帰
本
国
と
い

う
と
き
に
、
こ
の
こ
と
ぼ
か
ら
は
母
国
と
か
、
も
と
も
と
住
ん
で
い
た

所
、
そ
う

い
う
所
に
再
び
帰
る
と

い
う
印
象
を
う
け
る
。
こ
う
し
た
こ

と
を
念
頭

に
お
い
て
善
導
が
な
ぜ
往
生
浄
土
を
と
ぎ
と
し
て
還
本
国
や

帰
本
国
と
標
記
し
て
い
た
の
か
、
即
ち
従
来

の
通
説

で
あ

っ
た

"往

く
"
を

"帰
る
"
と
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

善
導
の

"帰
る
"
の
使
用
例
を
師
の
著
作

の
中
に
見
れ
ぽ
、
総
計
十

二
の
用
例

が
挙
げ

ら

れ

る
。
(『観
経
疏
』
3
・
『往
生
礼
讃
』
1

・
『般
舟

讃
』
4
.
『法
事
讃
』
4

・
『観
念
法
門
』
に
は
見
あ
た
ら
な
い
)
紙
数
の
制

約
上
こ
の
う
ち
の
四
例
ほ
ど
示
せ
ば
、
①

「
又
讃
云
帰
去
来
魔
郷
不
可

停
」
(『観
経
疏
』
)、
②

「寄
言
有
縁
同
行
者
努

力
翻
迷
還
本
家
」

(『往

生
礼
讃
』)、
③

「慶
得
人
身
聞
要
法
頓
捨
他
郷
帰
本
国
」
(『般
舟
讃
』)、

④

「去
来
他
郷
不
可
停
従

仏
帰

家
還
本
国
」
(『法
事
讃
』)
な
ど

で

あ

る
。
ど
れ
も
み
な
魔
郷
た
る
娑
婆
を
厭
離
す

る

こ
と

の
対
句
と
し
て

"帰
る
"
の
標
記
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
①
に
つ
い
て
は

東
晋
陶
淵
明

(3
6
5
-
4
2
7
)
や
六
朝
詩
と
の
関
係
を
も
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
前
述
の
ご
と
く
還
本
国
、
帰
本
国
と

い
う
こ
と
ば
か
ら
本
来
の

居
場
所
に
帰
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
善
導
が
こ
う
し

た
標
記
を
す
る
裏
に
は
こ
の
娑
婆

に
往
ん
で
い
る
我
等
が
、
元
来
は
浄

土
の
住
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
そ
こ
が
問
題
で
、
善
導

の
機
根
観
に
よ
れ
ば
こ
の
娑
婆
に
往
む
人

間
を
規
定
し
て
、
噴
劫
よ
り
三
界
に
沈
み
輪

廻
を
繰
り
返
し
仏
や
仏
法

と
は
無
縁
の
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
…機
根
観
か
ら
す
る
と
、

輪
廻
の
凡
夫
が
本
来
の
住
居
た
る
浄
土
に
帰

る
な
ど
と
い
う
標
記
は
ど

う
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
わ
け
で
あ
る
。
娑
婆
世
界

こ
そ
本
国
母
国
と
し
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七
五

て
い
る
は
ず

の
凡
夫
が
、
浄
土
の
本
国

へ
帰
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た

い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
善
導
が
自
己
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
と

い
う
の
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

一
見
し
て
善
導
の
自
己
矛
盾
と
も
思
え
る
こ
と
は
既
に
五
部
九

巻
末
書

に
お
い
て
指
摘
さ
れ

て

い
る
。
『観
経
疏
伝
通
記
』
(浄
全
2
.

訓
下
)
.に

「
問
始
生
浄
土
何
云
帰
耶
」
と
あ
る
ご
と
く
、
善
導
の
機
根

観

に
よ
れ
ば

一
切
衆
生
は
膿
劫
流
転

の
凡
夫
で
あ
り
、
六
道
を
棲
と
し

て
き
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
る
に
な
ぜ

"帰
る
"
と
標
記
す
る
の
か
と

の
問

い

で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
て

「
先
師
云
是
約
能
化
」
、
そ
れ
に
よ

る
と

「約
能
化
」、
即
ち
来
迎
せ
る
弥
陀
を
中
心
に
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
、
と
す
る
の
が
先
師
聖
光

の
解
釈
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
(た
だ
し

聖
問
は

『糠
紗
』
で
能
化
を
垂
　
の
善
導
と
す
る
。)

次
に
良
忠
は
自
己
の
見
解
を
述
べ
て

「悟
従
本
自
迷
是
常
他
故
従
機

土
他
国
還
帰
浄
土
本
国
也
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
悟
り
は
本
来
的

に
は
自

己
の
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
迷
い
は
自
己
と
は
関
係
な
い

他
の
も

の
と
い
う
の
で
あ
る
。
仏
性
を
備
え
う
け
が
れ
の
な
い
清
浄
な

悟
り
の
姿

こ
そ
衆
生
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
が
、
そ
の
衆
生
の
本

来
の
姿

で
あ
る
仏
性
が
煩
悩
に
よ

っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
良
忠

の
解
釈
は
煩
悩
の
な
い
仏
性
の
み
の
本
来
的
な
状
態
に
戻
れ

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
光
、
良
忠
は
善
導

の
自
己
矛
盾

に
対
処
し
て
い
る
も
、.
そ
こ
に
全
く
問
題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
ま
ず
聖
光

の
解
釈
は
、
こ
れ
が
先
の
十
二
項
目
の
用
例
に
全
て
当

て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
(た
と
え
ば
上
記
の
④
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
)

ま
た
良
忠
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
玄
義
分

の
序
題
文
や

『法

事
讃
』
で
善
導
は
仏
性
を
説
い
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
善
導
の
教
理
に

そ
む
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
良

忠
の
よ
う
に
人
間

の
本
来

の
姿
に
帰
る
、
即
ち
仏
性
と
か
理
性
に

"帰

る
"
と
い
う
意
味
あ
い
を

あ
ま
り
に
も
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
返

っ
て
善
導
の
主
張
す
る
指
方
立
相

の
事
浄
土

へ
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
薄
ら
ぎ
は
し
ま
い
か
。
あ
く
ま

で
も
善
導
は

"
往
生
浄
土
"
と
標
記
す
る
か
わ
り
に

"還
本
国
"
と
標

記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
、
良
忠
の
ご
と
く
仏
性
を
も
ち
だ
し

て
解
釈
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
善
導
の
真
意

を
く
み
と
っ
て
い
る
か
と

い
う
と
、

い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

で
は
い
か
に
こ
の
善
導
の
自
己
矛
盾
を
理
解
で
き

る

の
で
あ

ろ
う

か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
善
導
の
体
験
で
あ
る
。
こ
の
体
験
の

深
層
性
か
ら
往
生
や
浄
土
と
い
う
か
わ
り
に
還
帰
、
本
国
や
本
家
と
い

っ
た
標
記
が
な
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ

の
中
か
ら
三
縁

の
中
、
特
に
親
縁
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
三
縁
は
善

導
独
自

の
教
理
に
し
て
念
仏
行
を
す
る
に
つ
け
仏
と
衆
生
が
親
縁
、
近

縁
、
増
上
縁
と
い
う
三
つ
の
深
い
関
係
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
、
仏
と

凡
夫
と
い
う
互
い
に
相
反
す
る
両
者
の
対
面
が
称
名
と
い
う
実
践
に
よ

っ
て
現
実

の
も
の
と
な
る
と
善
導
は
説

い
て

い
る
の
で
あ
る
。

明
親
縁
衆
生
起
行
口
常
稻
佛
佛
即
聞
之
身
常
禮
敬
佛
佛
即
見
之
心
常
念
佛
佛

即
知
之
衆
生
憶
念
佛
者
佛
亦
憶
念
衆
生
彼
此
三
業
不
相
捨
離
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七
六

こ
う

し

た
親
縁
の
内
容
は
、
他
に

『法
事
讃
』
『般
舟
讃
』
に
も
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
導
は
仏
と
の
親
密
さ
を
衆
生
の
身
口
意

の
三
業

に
お
い
て
見
い
だ
し
て
お
り
、
い
う
な
れ
ば
仏
と
衆
生
の
親
密
な
全
人

格
的
つ
な
が
り
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
全
身
全
霊
で
体

験
的
に
感

じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
善
導
の
体
験
に
よ

っ
て
得
ら

れ
た
境
地
か
ら
先
の
用
例
を
眺
め
る
時
、
な
る
ほ
ど
体
験
と
い
う
も
の

が
こ
と
ば

と
な

っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

つ
ま
り
本

国
、
本
家
や
還
帰
と
い
っ
た
表
現
は
、
他
で
も
な
く
阿
弥
陀
仏
と
そ
の

浄
土
に
対
す
る
親
し
み
か
ら
必
然
的
に
現
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
親
し
み
の
情
か
ら
自
ず
と
還
本
国
、
カ
エ
ル
な
ど
と
い
う
よ
う
な

表
現
が
に
じ
み
で
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
総
計
十
二
の
用
例
の
う
ち

『
観
経
疏
』

の
①
を
除

い
て
、
ど
れ
も
偶
文
や
讃
歎
文
で
あ
る

こ
と

に
注
目

で
き

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
善
導
は
浄
土
や
往
生
な
ど
の
乾
燥
し
た

一
般
的

な
語
を
用

い
ず
、
あ
え
て
詩
的
で
や
わ
ら
か
く
味
わ
い
の
あ
る
標
記
を

と

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
所
化

で
あ
る
民

衆
の
為
で
は
な
か

っ
た
か
。
階
…か
ら
唐
に
か
け
て
特
に
こ
う
し
た
偶
頚

か
広
く
盛

ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
一
種
の
流
行
に
乗
じ
て
教
化
者

と
し
て
の
善
導
も
偶
頚
を
作
り
民
衆
教
化
に
役
立
て
た
わ
け
で
、
そ
の

際
に
往
生
浄
土
の

一
般
的
な
標
記
を
、
還
帰
本
国
と
雅
語
的
な
標
記

に

改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
浄
土
教
の
本
質
的
教
理
か
ら
離

れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
が
、
長
安
の
浄
土
教
教
化
者
と
し
て
民
衆
の
中

に

身
を
投
じ
た
善
導
に
は
、
時
と
し
て

一
片
の
隙

も
許
さ
な
い
教
理
を
超

越
し
、
宣
教
者
と
し
て
の
顔
を
持
つ
こ
と
は
必
然
的
な
要
求
で
あ

っ
た

は
ず
で
あ
る
。
還
帰
な
ど
の
標
記
は
詩
的
情
緒
を
高
揚
し
、
民
間
的
レ

ベ
ル
で
読
む
者
、
聞
く
者
、
そ
し
て
往
生
を
願
い
念
仏
行

に
励
む
者
の

心
に
強
く
訴
え
る
効
果
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
偶
頚
の
中
に
現
れ
て

い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導
の
宣
教
者
と
し
て
の
さ
さ
や

か
な
配
慮
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
ま
た
詩

人
、
善
導
と
し
て
の
繊

細
な
才
を
も
無
視
で
き
な
い
わ
け
で
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
教
理
に
束

縛
さ
れ
な
い
自
由
な
善
導

の
姿
が
あ
り
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

往
生
浄
土
は

一
般
的
、
形
式
的
で
あ
り
、
還
本
国
、
帰
本
国
、
還
帰

浄
土
は
個
別
的
、
体
験
的
で
あ
る
。
還
本
国
な
ど
の
こ
と
ば
に
出
あ
う

時
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

"往
生
浄
土
"
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ

こ
に
は
人
間
善
導
が
己
の
全
身
全
霊
を
も

っ
て
阿
弥
陀
仏
と
対
面
し
て

い
る
姿
が
あ
る
。
必
ず
し
も
浄
土
を
浄
土
と

い
わ
ず
、
往
生
を
往
生
と

い
わ
ず
、
と
き
に
体
験
的
な
標
記
を
も
ま
じ
え
て
本
国
、
本
家
と
い
い

還
帰
と
も
い
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
善
導
は
自
己
の
教
理
に
血
を
か
よ
わ

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
そ
う
し
た
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
偶

頚
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
偶
の
雰
囲
気
を
高
め
、
同
時
に
浄

土
を
願
生
す
る
者
に
対
し
て
厭
稼
欣
浄
の
思

い
を
よ
り
い
っ
そ
う

つ
の

ら
せ
る
効
果
が
あ

っ
た
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
(略
注
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

善
導
、
往
生
浄
土
、
還
帰
浄
土

(佛
教
大
学
大
学
院
)
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