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第
一
節
　
鈴
木
大
拙
の
浄
土
教
観
が
開
く
真
宗
教
学
の
視
座
︱
︱
そ
の
還
相
回
向
観
を
巡
っ
て
︱
︱

　
　
第
二
節
　
本
論
稿
の
総
括
と
今
後
の
課
題

　
　
第
三
節
　
結
語本

論
稿
の
目
的
と
考
究
の
手
法

鈴
木
大
拙
︵
一
八
七
〇
〜
一
九
六
六
︶
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
を
生
き
た
仏
教
学
者
・
禅
学
者
・
思
想

家
で
あ
る
︒
本
論
稿
は
︑
そ
の
大
拙
の
広
汎
な
思
想
体
系
の
中
で
も
浄
土
教
思
想
及
び
特
に
真
宗
理
解
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

ま
た
本
論
稿
は
研
究
の
範
囲
を
大
拙
の
浄
土
教
観
に
絞
り
︑
そ
こ
に
親
鸞
︵
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
︶

思
想
お
よ
び
真
宗
教
学
が
い
か
に
応
答
し
て
い
く
の
か
︑
と
い
う
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は

筆
者
が
あ
く
ま
で
も
親
鸞
教
学
の
中
に
お
い
て
大
拙
の
浄
土
教
観
を
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
欲
求
に
よ
る

か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
目
的
に
あ
た
っ
て
本
論
は
三
つ
の
視
点
を
設
定
し
た
︒
そ
の
三
つ
と
は
︑
一
つ
目
は
﹁
即
非
﹂︑

二
つ
目
は
﹁
妙
用
﹂︑
三
つ
目
は
﹁
大
悲
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
三
つ
の
視
点
な
い
し
言
葉
は
︑
そ
れ
ら
を
以
っ

て
大
拙
が
明
確
に
そ
の
思
想
を
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
筆
者
は
あ
え
て
こ
れ
ら
の
視
点
を
設

定
す
る
こ
と
で
︑
大
拙
の
浄
土
教
観
を
多
面
的
に
探
求
す
る
糸
口
と
し
︑
そ
の
思
想
的
意
義
を
明
確
な
も

の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

大
拙
は
日
本
の
み
な
ら
ず
︑
世
界
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
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合
︑
そ
の
認
識
は
﹁Zen

B
uddhist,

D
･

T
･

Suzuki

﹂
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め

暗
黙
の
内
に
大
拙
の
浄
土
教
観
は
大
拙
の
思
想
全
体
の
傍
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
り
︑
ま
た
真
宗
学
者
か

ら
も
﹁
禅
か
ら
見
た
真
宗
﹂
と
見
做
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
扱
う
と
︑
多
く
の
場
合
︑
そ
れ
は
真
宗
教
学
に
対
し
て
適
切
か
否
か
︑
と
い
っ
た

関
心
の
み
に
議
論
が
終
始
し
て
し
ま
い
︑
そ
の
思
想
の
持
つ
可
能
性
・
発
展
性
に
目
を
向
け
︑
さ
ら
に
は

真
宗
教
学
が
積
極
的
に
応
答
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
問
題
点
を
持
つ
も
の
で
あ

る
︒
本
論
稿
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
基
底
と
し
て
︑
真
宗
教
学
側
か
ら
も
積
極
的
に
応
答
で
き
る
手

段
と
し
て
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
視
点
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
三
つ
は
筆
者
の
恣
意
的
観
点

と
い
う
よ
り
は
後
に
確
認
す
る
﹁
即
非
の
論
理
﹂
へ
の
洞
察
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
視
点
で
あ

り
︑
広
汎
な
大
拙
の
思
想
を
渡
る
有
益
な
指
標
と
も
な
る
こ
と
は
論
を
進
め
て
い
く
内
に
明
ら
か
と
さ
れ

る
と
い
う
点
は
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
︒

研
究
の
手
法
と
し
て
︑
大
拙
の
浄
土
教
観
に
関
す
る
著
作
は
和
文
英
文
を
問
わ
ず
広
く
参
照
す
る
こ
と

と
す
る
︒
ま
た
英
文
の
場
合
は
で
き
る
だ
け
原
文
を
参
照
し
和
訳
す
る
こ
と
に
し
た
︒
ま
た
著
作
の
中
で

も
特
に
一
つ
の
纏
ま
っ
た
主
題
の
下
に
論
が
展
開
す
る
よ
う
な
書
物
︑
例
え
ば
﹃
浄
土
系
思
想
論
﹄︵
一

九
四
二
︶︑﹃
日
本
的
霊
性
﹄︵
一
九
四
四
︶︑﹃
妙
好
人
﹄︵
一
九
四
八
︶
な
ど
に
は
特
別
な
注
意
を
払
っ
た
︒

な
お
︑
本
論
稿
の
目
的
の
大
部
分
は
大
拙
の
真
宗
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
形
式
上
は

﹁
大
拙
の
浄
土
教
理
解
﹂
あ
る
い
は
﹁
大
拙
の
浄
土
思
想
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
拙
の
宗
教
理

解
が
広
汎
に
及
ん
で
い
る
た
め
に
︑
浄
土
教
関
連
の
言
説
に
お
い
て
も
で
き
る
だ
け
広
い
意
味
合
い
を
持

つ
言
葉
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
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第
一
章
　
即
非
の
浄
土

鈴
木
大
拙
の
思
想
的
立
脚
地
を
考
え
る
上
で
︑﹁
即
非
の
論
理
﹂
に
つ
い
て
の
理
解
は
欠
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
︒
第
一
章
は
即
非
の
論
理
と
大
拙
の
浄
土
教
観
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
を
し
て
い
る
︒

本
章
第
一
節
で
は
先
ず
即
非
の
論
理
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
述
べ
る
︒
第
二
節
で
は
︑
大
拙
が
浄
土
と

娑
婆
の
関
係
を
も
ま
た
こ
の
即
非
の
論
理
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て

第
三
節
で
は
前
節
で
言
及
し
た
大
拙
の
利
他
・
無
功
用
行
理
解
と
﹃
浄
土
論
註
﹄
と
の
思
想
的
親
和
性
に

つ
い
て
論
証
を
行
う
︒

即
非
の
論
理
﹁
A
は
A
で
は
な
い
故
に
A
で
あ
る
﹂
に
お
い
て
︑
三
つ
の
A
は
そ
れ
ぞ
れ
が
各
々
の
領

域
を
保
持
し
な
が
ら
常
に
循
環
的
・
円
環
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
大
拙
は
こ
の
即
非
の
関
係

か
ら
浄
土
と
娑
婆
を
﹁
非
連
続
の
連
続
﹂
と
し
て
捉
え
︑
絶
対
的
に
異
な
り
排
他
的
な
関
係
で
は
あ
る

が
︑
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
互
い
に
働
き
か
け
合
い
︑
円
環
的
な
関
係
を
結
ぶ
も
の
︵﹁
矛
盾
即
自
己
同
一
﹂

の
関
係
︶
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
︒

本
章
は
こ
の
論
理
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
浄
土
と
娑
婆
の
関
係
性
は
︑
所
謂
﹁
回
心
・
目
覚
め
﹂
な
ど
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
宗
教
経
験
を
本
質
と
す
る
﹁
心
﹂
の
発
起
に
お
い
て
︑
直
観
的
か
つ
内
的
に
把
握
さ
れ

る
構
造
理
解
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
提
起
し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
矛
盾
・
円
環
的
浄
土

観
を
﹁
即
非
の
浄
土
﹂
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
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第
二
章
　
妙
用
の
浄
土

第
一
章
で
は
即
非
の
論
理
を
宗
教
心
に
関
わ
る
論
理
と
し
て
扱
っ
た
︒
し
か
し
宗
教
心
と
言
っ
て
も
大

拙
に
と
っ
て
そ
の
心
は
個
人
的
な
心
情
を
表
わ
す
概
念
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
こ
の
場

合
の
宗
教
心
と
は
こ
の
分
別
の
世
界
を
限
り
な
く
創
造
し
続
け
る
動
性
︵
妙
用
︶
そ
の
も
の
か
︑
あ
る
い

は
そ
の
よ
う
な
在
り
方
に
通
暁
し
て
い
く
よ
う
な
心
を
示
し
て
い
る
︒
第
二
章
で
は
そ
の
よ
う
な
即
非
の

論
理
の
持
つ
動
的
で
創
造
的
な
働
き
へ
の
言
及
に
注
目
し
︑
そ
の
理
解
が
大
拙
の
浄
土
教
言
説
に
お
い
て

は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
︒

第
一
節
で
は
先
ず
前
章
で
取
り
上
げ
た
即
非
の
論
理
が
大
拙
の
仏
教
に
お
け
る
体
用
理
解
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︒
仏
教
で
は
﹁
体
﹂
を
本
体
︑
本
性
︑
如
と
い
う
よ
う
に
静
態
的
に

捉
え
︑
ま
た
﹁
用
﹂
を
作
用
︑
現
象
︑
方
便
と
い
う
よ
う
に
動
態
的
に
捉
え
る
︒
大
拙
の
言
及
は
一
応
は

体
用
一
致
を
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
が
︑
そ
の
理
解
は
明
ら
か
に
用
を
中
心
と
な
す
も
の
で
あ
る
︒
む

し
ろ
大
拙
の
言
う
体
用
一
致
と
は
用
が
体
を
﹁
生
み
出
す
﹂
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

で
は
そ
の
創
造
的
な
働
き
で
あ
る
﹁
妙
用
﹂
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
働
く
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ

の
こ
と
を
考
え
る
上
で
中
心
と
な
る
の
が
大
拙
の
大
行
・
名
号
理
解
で
あ
る
︒
大
拙
の
名
号
観
は
時
期
に

よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
も
の
の
︑
即
非
の
論
理
の
定
式
化
以
降
大
拙
は
名
号
を
真
実
界
と
方
便
界
を
往
還
し

続
け
る
一
句
の
言
葉
と
な
っ
た
如
来
そ
の
も
の
︑
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
︒
第
二
節
は
そ
の
よ
う

な
大
拙
の
特
異
な
名
号
理
解
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒

ま
た
大
拙
の
名
号
理
解
は
実
際
に
は
多
義
的
で
複
雑
な
意
図
を
持
ち
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
︒
そ
の
中
で
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も
と
り
わ
け
︑
名
号
を
称
え
る
の
で
は
な
く
︑
名
号
を
聞
く
の
で
も
な
く
︑﹁
名
号
に
成
る
﹂
と
い
う
言

い
方
は
特
徴
的
で
あ
る
︒
従
来
︑
大
拙
の
名
号
を
中
心
と
し
た
浄
土
教
理
解
は
一
遍
︵
一
二
三
九
〜
一
二

八
九
︶
の
思
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
本
章
第
三
節
で
は
そ
の
よ
う

な
通
説
に
対
し
て
改
め
て
検
討
を
加
え
︑
そ
の
言
説
は
む
し
ろ
大
拙
の
﹃
浄
土
論
註
﹄
観
を
検
討
し
た
上

で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
﹁
妙
用
﹂
を
動
的
で
創
造
的
な
働
き
と
し
て
﹁
即
非
﹂
と
表
裏
一
体
の
関
係
と
な
る
も
の

と
し
て
扱
う
︒
そ
し
て
そ
の
動
性
が
浄
土
教
理
解
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
動
的
で
創
造
的
な
名
号
の
事

実
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑
本
論
で
は
そ
の
一
連
の
理
解
を
﹁
妙
用
の
浄
土
﹂
と
し
て

再
構
築
し
た
の
で
あ
る
︒

第
三
章
　
大
悲
の
浄
土

第
三
章
で
は
前
二
章
で
見
て
き
た
大
拙
の
浄
土
教
観
を
﹁
大
悲
の
浄
土
﹂
と
い
う
概
念
か
ら
考
察
し
て

い
く
︒
大
悲(m

ahākaruṇā)

と
は
仏
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
︑
平
等
な
慈
悲
心

を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
︑
こ
の
心
は
︑
誓
願
と
な
り
不
可
思
議
光
如
来
・
無
量
光
明
土
の
根
源
と
し
て
あ

る
と
き
に
そ
の
本
質
を
全
う
す
る
︒
ま
た
仏
身
仏
土
も
大
悲
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
領

域
を
確
か
な
も
の
に
す
る
︒﹁
大
悲
の
浄
土
﹂
と
は
仏
の
平
等
な
救
済
を
願
う
心
を
︑
浄
土
と
し
て
﹁
包

み
︑
生
み
出
す
﹂
領
域
と
し
て
捉
え
直
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
本
章
で
は
即
非
の
論
理
を
仏
の
大
悲
の
包
摂

性
を
描
写
し
う
る
論
理
と
し
て
論
じ
て
い
る
︒

第
一
節
で
は
特
に
昭
和
一
九
年
の
﹃
日
本
的
霊
性
﹄
に
注
目
す
る
︒
霊
性
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
書
物
は
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﹃
浄
土
系
思
想
論
﹄
に
お
け
る
諸
論
文
な
ど
と
は
ま
た
別
の
側
面
を
よ
く
表
し
て
お
り
︑
同
書
は
本
章
の

主
題
で
あ
る
﹁
大
悲
の
浄
土
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
も
ま
た
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
節
で
は
︑

霊
性
と
い
う
意
識
を
大
拙
の
﹃
歎
異
抄
﹄
理
解
に
着
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
︒
大
拙
の
浄
土
教
観
に
お
い

て
は
し
ば
し
ば
﹃
歎
異
抄
﹄
へ
の
言
説
が
見
ら
れ
︑
霊
性
の
具
体
的
な
顕
現
と
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き

か
と
い
う
観
点
か
ら
も
そ
れ
ら
の
言
及
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
し
て
第
三
節
で
は
妙
好
人
浅
原

才
市
を
取
り
上
げ
る
︒
晩
年
に
な
る
ほ
ど
に
大
拙
は
才
市
へ
の
言
及
を
増
や
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
こ
の
具

体
的
人
に
大
拙
の
最
も
大
切
に
す
る
宗
教
性
が
よ
く
顕
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
本
章
の
主
題
は
包
摂
者
か
ら
被
包
摂
者
へ
と
移
り
変
わ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒
両
者

の
関
係
を
記
述
す
る
こ
と
で
︑﹁
包
み
︑
包
ま
れ
る
﹂
浄
土
の
あ
り
方
を
﹁
大
悲
の
浄
土
﹂
と
し
て
提
示

す
る
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
︒

結
章
　
第
一
節
　
鈴
木
大
拙
の
浄
土
教
観
が
開
く
真
宗
教
学
の

視
座
︱
︱
そ
の
還
相
回
向
観
を
巡
っ
て
︱
︱

結
章
で
は
特
に
第
一
章
で
述
べ
た
大
拙
の
還
相
回
向
観
が
真
宗
教
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け

を
得
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
こ
れ
ま
で
二
種
回
向

に
対
し
て
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
大
別
二
様
な
見
解
で
あ
る
︒
そ
の
二
つ
と
は
︑

①
回
向
を
衆
生
の
相
︑
衆
生
の
往
還
と
し
て
捉
え
る
見
解
︒

②
回
向
を
信
の
成
立
す
る
根
拠
︑
原
理
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
︒

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
①
は
往
相
還
相
を
衆
生
の
相
と
し
て
順
序
だ
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
︒
そ
の
場

合
︑
還
相
が
ど
こ
の
時
点
で
成
立
す
る
の
か
と
い
う
議
論
が
生
じ
る
︒
②
は
往
相
還
相
は
性
質
は
異
な
っ
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て
も
同
時
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
︒
そ
の
場
合
︑
二
種
回
向
は
獲
信
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ

る
︒
従
来
大
拙
の
回
向
観
は
①
の
範
疇
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
ま
た
②
を
提
起
し
た
代

表
的
な
人
物
は
寺
川
俊
昭
︵
一
九
二
八
〜
二
〇
二
一
︶
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
観
点
を
踏
ま
え
て
近
年
︑
長

谷
正
當
は
①
の
真
意
に
通
暁
し
た
人
物
と
し
て
鈴
木
大
拙
を
位
置
づ
け
た
上
で
︑
ど
ち
ら
も
親
鸞
の
理
解

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
ど
ち
ら
か
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
く
︑
両
説
を
統
合
的
に
理
解
す
る
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒

本
節
で
は
こ
の
長
谷
の
試
み
を
継
承
し
︑
筆
者
の
立
場
か
ら
そ
の
統
合
理
解
を
模
索
す
る
こ
と
で
︑
大

拙
の
還
相
回
向
理
解
を
真
宗
教
学
の
範
疇
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
視
座
を
提
起
し
て
い
る
︒
筆
者
は
大
拙

の
回
向
観
は
①
に
も
②
に
も
ま
た
が
る
広
い
に
関
心
に
よ
っ
て
い
る
と
述
べ
︑
そ
の
動
的
な
回
向
観
を
十

分
に
理
解
し
て
こ
そ
︑
統
合
理
解
は
果
た
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
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本
論
稿
の
考
察
を
終
え
て

従
来
大
拙
の
浄
土
教
観
は
﹁
禅
か
ら
見
た
真
宗
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
︑
一
定
の
理
解
は
示
さ
れ
つ
つ

も
︑
真
宗
教
学
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
応
答
し
よ
う
と
さ
れ
る
試
み
は
な
か
っ
た
︒
本
論
稿
は
そ
の
よ
う

な
暗
黙
の
内
に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
理
解
を
問
い
直
し
再
検
討
を
遂
行
し
て
い
る
︒
ま
た
本
論
稿
で
の
考

察
を
終
え
て
筆
者
が
確
信
す
る
の
は
︑
大
拙
の
根
本
関
心
を
十
分
に
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
思
想

の
中
で
も
む
し
ろ
浄
土
教
言
説
の
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
徹
底
的
な
動
性
の
重
視
は

必
然
的
に
大
悲
の
立
場
を
重
視
さ
せ
︑
そ
の
大
悲
は
一
切
衆
生
を
包
摂
す
る
べ
く
浄
土
を
創
造
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
大
拙
の
浄
土
教
観
の
持
つ
諸
要
素
は
真
宗
教
学
か
ら
積
極
的
に
応
答
す
る
意

義
が
あ
り
︑
本
論
稿
の
試
み
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
明
確
と
な
っ
た
︒
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