
浄

土

宗

教

判

説

の

一
考

察

-

特

に
冏
師
判
を
中

心
と
し
て
i

宅

博

道

冏

師
は
浄
土

一
宗

の
教
判
と
し
て

「
釈
浄
土
二
蔵
義
」

に

コ
ニ

師
教
相
義
」

を
明
か
し
、
曇

鸞
の
難
易

二
道
判
、
道

綽
め
聖
浄
二

インターネット公開許諾のない文章には
墨消し処理を施しています。



門
判

及
び
善
導

の
二
蔵

二
教
判
を
掲
げ
て

い
る
。

こ

の
中
、
元
祖
は
立
教
開
宗

に
あ
た
り

コ
選
択
簗
」
の
矛

一
章

に
道
綽

の
聖
浄
二
門
判
を
も

つ
て
浄
土
宗
の
教
判
と
す
る
旨
を
明

し
て

い
る
。
即
ち
、
此
土
入
聖
、
自
力
難
行
、
時
機
不
相
応

の
聖

道
門

を
今
時
難
証
と
し
て
選
捨
し
、
往
生
浄
土

、
他
力
易
行
で
、

し
か

も
時
機
櫓
応
し
百
即
百
生
の
浄
土
門
を
易
証

の
法
門
と
L
て

拾
取

さ
れ
た
の
で
あ
る
〇

一
方
、
冏
師
は
直
接
元
祖
判

に
依
ら
ず
し
て
善
導

の
二
蔵

二
教

鞠
に
立
脚
し
、
聞
師
独
自
の
五
分
教
判
を
編

み
だ
し
た
。
即

ち
、

一
大

聖
教
を
二
分
し
て
声
聞
蔵

蓄
薩
蔵

と
し
、
小
乗
を
声
聞
蔵

に

判
し
、
大
乗
を
菩
薩
蔵

に
配
す
。
更

に
菩
薩
蔵
を
漸
頓
二
教
に
分

け
、
漸
教
を
飆
分
し
て
初
分
、
綬
分
と
す

る
も
、
共

に
次
矛
階
位

を
経

て
漸
次
に
仏
道
を
成
ず
る
が
故
、
漸
教
と
名
づ
け
る
。

一
方
、

次
矛
階
位
を
借
ら
ず
し
て
頓
速

に
往
生
す
る
を
頓
教
と
名
つ

く
る

も
、
更

に
こ
れ
を
細
分

し
て
性
栢
二
頓

に
分
判
し
、
唯
理
唯
性
の

華
天

禅
密
を
性
顧
と
し
、
事
理
縦
横
、
即
相
不
退

、
頓
中
頓
の
浄

土
宗
を
相
頓
と
し
、
こ
れ
を
も

つ
て
最
深
勝
な

る
大
法
門
な

り
と

す
る

の
で
あ
る
。

祖
師
の
教
判
を
眺
め
る
時
、
大
別
し
て
二
通

り
の
系
統

に
区
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の

一
は
曇
鷽
の
難
易

二
道
判
、
か
つ
難

易

二
道
判
を
根

底
と
し
、
時
機
相
応
論

に
立
脚
し
て
そ
れ
を
集

大

成

し
立
教

さ
れ

た
道
綽

の
聖
浄
二
門
判
で
あ
り
、
他
の

一
は
善
導

の
二
蔵
二
教

判
で
あ
る
。
前
系
統
を
所
依

と
さ
れ

た
の
が

元
祖
判

で
あ
り
、
後

の
系
統
を
依
憑
さ
れ
た
の
が
冏

師

の
五
分
教
判
で
あ

る
。か

く
の
如
く
見
る

に
、
両
系
統
の
教
判

は
互

に
背
反
関
係
を
な

す
か
の
如
く
受
け
と
ら
れ
る
が
、
正
し
く

は
両
者
は
終
局

に
お

い

て
同
意
と
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
以
下

、
両
系
統

の
教
判

の
関

係

を
見
る
こ
と

に
す

る
。

元
祖

は
あ
く
ま
で
も
選
択
酌
態
度

の
上

に
分
判
さ
れ
た
も

の
で

あ
る
か
ら
、
元
祖
判
は
選
択
的
分
判
と
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
、

一

大
仏
教
を
聖
道
浄

土
の
二
門
に
分
け
、
聖
道
門
を
時
機
不
相
応

、

難

証
の
法
門
と
し
、
浄
土
門
を
時
機
相
応

、
易
証

の
法
門
と
し
両

者

を
並
列
的

に
対

比
し
、
二
者
択

一
的

に
浄
土
法
門
を
選
取
さ
れ

た

の
で
あ
る
。
而
し
て
元
祖
判

に
は
浄
土

宗
の
深
勝
性
、
優
勝
性

を
説
く

に
至
ら
な

か

つ
た

の
で
あ
る
。
爾
来

、
浄
土
列
祖
は
浄
土

宗
が

他
宗

に
対
し
超
勝
す
る
こ
と
を
顕
わ

さ
ん
と
努

め
ら
れ
た
の

で
あ

る
。
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元
祖
が
浄
土

一
宗
を
開
宗
さ
れ
て
篌
、
二
祖
三
祖

に
よ
り
宗
義

の
綱
格
が
形
成
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
あ

る
が
、
三
祖
以
後
は
そ

の

宗
勢
あ
ま
り
振
わ
ず
沈
黙
を
保
ち
、
単

に
白
旗
流

に
よ
つ
て
こ
れ

を
継
承
痔
続
し
て
い
つ
た
と
云
う

に
す
ぎ
な
か

つ
た
。

浄
・土
宗

の
こ
の
よ
う
な
実
情

に
対
し
て
狽
仏
教

の
天
台
、
真
雷

は
な
お
教
舅
の
衰
え
を
見

せ
ず
、
新
来

の
禅
門

は
昆
衆

に
ょ
く
調

和
し
、
浸
透
し
て

一
大
天
下
を
風
靡
す
る
勢
力
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。

か
く

し
て
浄
土
宗

は
、
他
宗
か
ら
は
存
在
価
値
を
詞

め
ら
れ
ず
、

非
難
攻
撃
を
受
け

る
立
場
と
な
り
、
特

に
禅
宗
か
ら
の
論
撃
は
強

烈
な
も

の
で
あ

つ
た
。

こ
の
時
に
冏
節
世

に
出

て
、
真
向

か
ら
扶

宗
的
立
場
が
ら
他
宗

に
対
決
を
志
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
表
わ
れ

が
冏
師

の
二
大
遺
業
で
あ
る
。
即

ち
、

一
つ
に
債
法
の
確
立
が

あ

り
、
二

つ
に
冏
師
判
の
確
立
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
れ
実
に

師
を

中
興
の
祖
と
す
る
に
至

つ
た
所
以
で
あ
る
。

周
師

鞠
確
立
に
至
る
ま
で
、
か
く
の
如
き
時
代
的
背
景

の
あ
つ

た
こ

と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な

い
。
即
ち
華
天
禅
密

こ
と
ご
と

く
自
ら
頓
教
な
り
と
主
張
す

る
に
対
し
、
冏
鮖

は
そ
れ
ら
を
頓
教

と
認
め
な
が
ら
も
な
お
漸

の
域
を
脱
し
得
ず
と
し
て
性
頓
と
し
浄

土
宗
こ
そ
最
深
勝
な

る
大
法
門
と
し
て
華

天
禅
密
を
打
破
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

聞
師
が
浄
土
最
勝
を
判
じ
ら
れ
た
の
は

、
冏
師

の
独
創
で
は
な

く

、
冏
鮖
以
前
に
諸
師

に
よ
つ
て
説
か
れ

た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
即

ち
、
諸
師
が
元
祖
判

の
上

に
浄
土
門
最
勝

を
説
か
ん
と
し
、
善
導

の
二
蔵
二
教
判
を
元
祖
判

に
結
び

つ
け
よ

う
と
試
み
ら
れ
た
。

元
祖
は

「
無
量
寿
経

釈
」

に

天

台

真

言

皆

名

頓

教

、

然

彼

断

惑

証

理

故

猶

是

漸

教

也

。

明

未

断

惑

凡

夫

直

出

過

三

界

長

夜

者

偏

是

此

教

。

故

以

此

教

為

頓

申

之

頓

也

と
述
べ
、
二
祖
は

「
浄
土
宗
要
集
」

に

「
頓
教

一
乗
事
」

の
章
を

設
け
、
共

に
浄
土
宗
頓

中
頓

を
明
し
て
い
る
。
更

に
証
円
も

「
浄

土

十
勝
論
」

に
、
浄

土
宗
を
も

つ
て

「
真
実
究
竟
上
大
乗
頓
教
」

と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
諸
説
は
共

に
浄
土
宗
の
優
勝
性
を

顕
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

冏
師
は
諸
師
の
頓

中
頓
説
を
依
憑
し
、
善
導

の
二
蔵
二
教
判
を

細
分
し
て
五
分
教
を
確
立
し
、
元
祖
判
の
上

に
浄
土
門
深
勝
性
の

趣
旨

を
組
織
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

か
く
し
て
二
蔵
二
教
判
は

冏

師
の
五
分
教
確
立

に
至
り
浄
土
宗
教
凋

と
し
て
の
完
全
な
絶
対
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的
な

価
値
を
産
み
出
し
た
の
で
あ

る
。

法
然
上
人
の
念
仏
義

と
門
F

の
論
点

森

野

現

弘

日
本

に
於

て
浄
土
教
が
仏
教
全
体

の
中

に
独
立
的

に
主
張

さ
れ

て
来

た
の
は
、
法
然
上
人
の
時
代

即
ち
鎌
倉
時
代
頃
で
あ

る
。
法

然
以

前

の
浄
土
教
と
し
て
は
、
そ

の
源
は
古
く
中
国

の
曇
鸞

、
道

綽

、
善
導
等

の
師
に
よ
つ
て
開
か
れ
、
か
よ
う
な
中
国
浄
土
教
を

背
景
基
盤
と
し
て
日
本
浄
土
教

の
姿
が
現
れ
た

の
で
あ

る
。
結
局
、

こ
の
当
時

の
浄
土
教
と
云
え
ば
、
日
本
仏
教

の
初
期

に
当
り
真
言
、

天
台

の
時
代
、
云
は
ぽ
南
都
北
嶺
の
浄
土
教
と
云
う
こ
と

に
な
る
。

そ
し

て
段
國
で
も
仏
教
美
術
が
次
矛

に
髴
達
し
て
、
寺
院

の
建

立

が
盛

ん
に
な
り
、
霞
本
浄
土
教

の
発
展

の
原
因
と
な

つ
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
こ
こ
に
法
然
な

る
僧
が
現
れ
日
本
浄
土
教

の
地
位
を

確
立
せ
し
め
、
念
仏
を
申
す

こ
と

に
よ

つ
て
、
彌
陀

の
浄
土

に
往

生
す
る
こ
と
を
説
き
、
仏
願
に
順
ず

る
矛
十
八
願
所
誓

の
称
名
念

仏
の

一
行
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
法
然
は
念
仏
を
も

つ
て

一
宗
の
形
式
を
作

つ
た
。

こ
れ
即

ち
浄
土
宗

の
起
源

で
あ
る
。
然
し

、
法
然
は
念
仏
を
広

め

る
に
当

つ
て
も
全
く
他
の
経

文
を
否
定
さ
れ
な
か

つ
た
の
で
あ

つ

て
、
念
仏
は
単
な
る
日
課
と
し
て
毎

日
数
万
遍

の
称

名
念
仏
の
行

を
修
し
た
か
ら
、
源
空

に
対
し
て
帰
依
し

た
人

々
は

一
般
民
衆
ば

か
り
で
な
く
皇
窒
や
朝
廷
か
ら
盗
賊
や
遊
女

に
至
る
ま
で
す

こ
ぶ

る
多
く
、
特

に
兼
実

の
為

に
は
法
然
は

「
選
択
本
願
念
仏
集
」
を

選
述

し
て
浄
土
宗
念
仏

の
教

の
大
綱
を
示

し
た
。
そ

こ
で
問
題

と

な

る
の
は
法
然
は
念
仏
と
他

の
経

丈
と
の
関

係

に
つ
い
て
ど
の
様

に
見
ら
れ
て

い
る
か
と
云
5
事

で
あ
る
が

、
念
仏
と
非
常

に
密
接

な

関
係
を
も

つ
も

の
は
円
戒

で
、
選
択
集

に
よ
れ
ば
、
布
施
持
戒

は
こ
れ
雑
行
と
し
て
選
捨
す

べ
き
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
即
ち

「
今

選

捨

前

布

施

持

乃

至

孝

養

父

母

等

諸

行

而

選

取

専
称

仏

号

。

ー

(中
略
)
1

然

則

彌

陀

如

来

法
蔵

比

丘
之

昔

被

催

平

等

慈

悲

為

吾

摂

於

一
切

不
以
造

嫁

起

塔
等

諸

行

為

往

生
本

願

唯

以

称

名
念

仏

一
行

為
其

本

願
也
巴
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
当
時
は
造
嫁
起
塔
や
持
戒
持
律
が
尊

敬
さ
れ
、
智
慧
高
才
や
多
聞
多
見
を
求
め
る
為
に
出
家
す
る
人
達
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