
た
浄
土
教
で
い
う
真

の
人
間
観
が
鮮
明

に
さ
れ
て
く
る
と
い
え

る

の
で
は
な
い
か
。

曇

鸞
大
師

の
五
念
門
釈

留
、

崎
,

噸

正

善
導
に
ょ
る
称
名

正
行
-
正
定
業
を
中
心

と
し
た
五
種
正
行

の
創
設
は
、
曇
樋
.の
五
念
門
釈

に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
大
な
る
も

の
が
あ
る
。
今

こ
こ
に
、
鑾
轡

の
五
念
門
釈
が
薄
導
の
五
種
正
,

行

へ
と
移
行
し
、
純
化
す

る
所
以
を
考
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

善
導
、大
師
の
五
種
正
行
説
は
、
そ
の
著

『
観
無
量
寿
経
疏

』

第
四
散
善
義

の
な
か
に
、

言

正

行

者

専

依

往

生

経

行

行

者

是

名

正

行

。
・何

著

是

也

。

一
心

専

読

誦

此

観

経

阿

弥

陀

経

無

量

寿

経

等

。

一
心

事

注

思

想

観

察

憶

念

彼

国

二
報

荘

厳

。

若

礼

即

一
心

専

礼

彼

仏

。

若

口
称
即

一
心
導

称

彼

仏

。

若

讃

歎

供

養

即

一
心

韓

讃
・歎

供

養

是

名

為

正

又

就

此
.正

中

復

有

,二

種

。

一
者

一
心

専

念
弥

陀

名

1ﾎ

;焦

往

坐

臥

不

聞

時

節

久

.近

念

念

不

捨

者
゜
是

・名

正

定

之

業

。

順

彼

仏

瞞

故

。
∴
若

依

礼

誦

等

即

名

為

助

業

。

と
い

つ
⑳

い
る
・
こ
の
毒

正
行
の
も
の
箆

を
要
約
著

な
ら

ば
次

の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

先
づ
第

一
に
こ
れ
ら
読
誦

、.
郷
察
、
礼
拝
、
称
名

、
譛
歎
供
養

の
五
種
正
行

は
す

べ
て
こ
の
土
に
あ

つ
て
、
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
に

往
生

巻
廟
う
者
が
実
践
す

る
行
で
あ
る
。
第
二
に
五
種
正
行
は
い

ず
れ
も
阿
弥
陀

仏
及
び
そ
の
浄
土
に
か
か
わ
り
を
持

つ
と
い
う

一

点
に
し
ぱ
ら
れ
た
行

で
あ
り
、
阿
弥

陀
仏

等
に
か
か
わ
り
を
も
た

な

い
行
は
す

べ
て
雑
行
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
第

三
に
は
こ
れ
五
種

の
正
行
は
五

つ
の
行
が
対

等
の
関

係
に
お
い
て
往
生
行
と
な
る
の
で
は
な
く

、
笥
四
称
名
正
行

の
み

が
往
生
行
と
し
て
の
正
定
業
で
あ
り
、
他

の
読
誦
以
下
の
四

つ
の

旺
行
は
勘
業
と
し
て
す

べ
て
称
名
正
行
に
帰

一
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
善
導
の
五
種
配
行

の
も

つ
轉
色
を
三
点
に
し

ぽ
っ

て
理
解
し
た
私

は
、
そ
れ
ら

の
三

つ
の
観
点

か
ら
薹
駭
..
の
五
念
門

釈

を
な
が
め
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
両
著
を
比
較

し
つ
つ
そ
こ
に
純
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化

の
あ
と
を
さ
ぐ

つ
て
み
た
い
と
思
う
。

先
づ
第

一
の
観
点
で
あ
る

「浄
土

に
往
生
を
願
う
者
が
こ
の
土

に
お
い
て
往
生
行
を
行
ず
る
」

と
い
う

こ
と
に
つ
い

て
五
念
門
釈

を
み
て
み
よ
う
と
思
う
。
礼
拝
、
讃
歎
、
作
願
、
覲
窶
、
回
向

の

五
念
門
は
す

べ
て
こ
の
土
に
お
い
て
行
ず

る
行

で
あ
る
ば
か
り

で

な
く
、
特
に
箆
五
回
向
門
釈

の
如
き
に
至

つ
て
は

「
還

相

者

生

彼

土

己
得
靂

畿

蒙

.
那

方
げ

ヵ
成

就

廻

入
生

死

照

林

教

化

一
切

衆

生

共

向

仏

道

」

と
言
う
よ
う
に
、
彼
の
土

か
ら

.」
の
土

へ
羹

す
る
行
を
も
併

讒

い
て
い
る
.」
と
繭

ら

『
往
生
論
』
自
身
の
五
念
門

に
入
出
の
別
を
指
摘
し
、
第

れ

る
。

五
回
向
門
を
も

つ
て
出
と
規
定

し
て
い
る
。
曇
遜

は
た
だ
出
と
し

④

て

の
回
向
門

を
往
還
の
二
相
に
分

つ
た
の
で
あ
る
。
言
葉

は
相
異

す

る
が

「
入
」
と
い
う
の
は

「
往
相
」

で
あ
り
、

「出
」
と
い
う

の
は

「
還
相
」

で
あ
る
。
さ
ら

に
五
種
正
行
は
た
だ
単
に
往
生
浄

土
行
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
五
念
門
釈
は
五
念
門

を
往
生
浄
土
行
と
し
て
説
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
実
践

し
た

も

の
が
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
得
益
に

つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。

即

ち
第
二
譛
歎
門
釈
に
お
け
る
名
号
が
無
明

の
黒
闇
を
破
す
る
と

言
う
こ
と
や
第
三
作
願
門
釈

に
お
け
る
止

の
三
義
や
第
四
観
察
門

釈
に
お
け
る
観
の
二
義

の
如
き
は
そ
れ

の
こ
と
を
雄

辯
に
物
語

つ

て
い
る
。

(
な
お
、
近
門
、
大
会
衆
門

、
宅
門
.、
屋
門
、
園
林
遊

戯

地
門

の
五
門

を
解
釈
し
て
五
念
門
、の
]

一
の
得
益
を
あ
げ

て
い

る
。

)
つ
ま
り
五
念
門
釈

は
往
生
浄
土

行
と
共

に
そ
の
得
益
を
も

併

せ
説
く
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
二
の
規
点
で
あ
る

「
阿
弥

陀
仏
に
か
か
わ
り
の
あ
る
行

で
あ
る
か
否
か
」

と
い
う

こ
と
に

つ
い

て
充
念
門
釈
を
み
て
み
よ

う
と
思
う
。
第

一
の
観
点
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う

に
還
相
回
向

は
生
死
に
流
転
す
る
衆
生
に
か
か
わ
る
行

で
あ
る

(
勿
論
そ

の
還

相
回
向
が

こ
の
土

に
お
い
て
衆
生
と
と
も
に
仏
道

に
向
う
と
い
う

こ
と
が
、
阿
弥
陀

仏

の
願
力
を
増
上
縁

と
し
て
な
さ
れ
る
と
規
定

す
る
な
ら
ば
、
究
極
的

に
は
阿
弥
陀
仏

に
か
か
わ
り
の
あ
る
行
で

あ
る
と
言
い
得

よ
う
)

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
還
相
回
向
を
除
い
た

す

べ
て
は
阿
弥
陀

仏
に
か
か
わ
る
行
で
あ
る
と
言

い
得
る
わ
け
で

あ
る
。

算
後

に
第

三
の
観
点
で
あ
る

、
五

つ
の
往
生
浄
土
は
対
等
の
関

係
に
お
い
て
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
こ

と
に

つ
い
て
五
念
門
釈
を

み
て
み
よ
う
と
思
う
。
五
念
門
釈
に
お

い
て
は
五
種
正
行
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
助
正
の
区
別
を
し
て
い
な

い
。.
こ
の
点
五

つ
の
行
は
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対

等
の
よ
う
で
あ
る
が
、

『
往
生
論
』
自
身
が
示
す
よ
う
に
五
念

門

は
次
第
順
序
を
も

つ
点

で
次
繁
順
序
を
も
た
な
い
、、
否
そ
ケ
し

た

こ
と
を
間
題
視

し
な
い
五
種
正
行
と
相
異
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
概
略
、
咒
念
門
と
五
輝
正
行
と
に
つ
い
て
三

つ
の
観
点
が

ら
相
異
の
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
五

種

正
行

は
五
念
門
、が
も

つ
往
生
浄
土
行
と
そ

の
得
益
と
い
う

二
つ

の
面
を
切
り

は
な
し
て
、
得
益
を
同
腓

に
示
さ
な
い
で
、
も

つ
ば

ら

往
生
浄
土
行

の
み
を
示
す
も
の
と
し
て
純
化

さ
れ
た
こ
と

嫉
事

実

で
あ
る
。
又
第

一
の
観
点

に
ょ
る
と
五
念
門
も
五
黶
正
行
も

、

先

に
拵
摘

し
た
点
を
の
ぞ
け
ば
す

べ
て
阿
弥

陀
仏
に

か
か
わ
る

行

で
あ
る
之
之
に
は
変
り
が
な
い
。
・然
し
阿
弥
陀
仏
に
関

す
る
華
繍

と
善
導
と

の
見
解

に
相
違

の
あ
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。

即

ち
曇
轡
は
阿
弥

陀
仏
を
実
相
身
為
物
身
と
い
う
よ
う
な
と
ら

へ

方

を
し
て
い
る
の
に
反
し
善
導
は
本
願
成
就
.身

(酬
因
醸
果
身
ー

報

身
)
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
、
疎
密

の
相
違
の
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
慮
な
ら
な

い
℃
し
か
し
両
考
と
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願

カ
ー
タ
蝉

は
第
十
八
、
第
十

一.、
第

二
十

二
の
三
麟
を
,、
善
導

は

第
干
八
願
の
み
を
強
く
主
張
し
て
い
る
こ

と
は
事
実

で
あ
る
6

し

か

し
笛

三
の
観
点
に
至
る
と
阿
弥

陀
仏
の
煮
賜
力

の
強
調
の
仕
方

に
疎
密

の
差
が
助
確
に
あ
ら
わ
れ

て
ぐ

る
。
昂
斑
叩一
は
『
往
生
論

』

の
五
念
開
に
註
釈
を
加
え
た
の
で
あ
り

、
善
導

は
そ
れ
に
も
と
づ

き
な
が
ら
も
脱
皮
し
て
.新
し
い
実
践
体
系
を
樹
立
し
た
点
で

一
概

に
は
論
じ
得
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
五
種
旺
行
が
称

名

の

}
行
に
し
ば
ら
れ
る
と
い
う

こ
と

は
そ
れ
が
本
獅
行
で
あ
り

本
願

の
聖
意
に
か
な
う
行
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
本
願
行

と

し
て
の
称
名
配
行
を
正
定
業

と
し
、
他

の
四
妊
行
を
非
本
廟
行
で

は
あ
.る
が
称
名

の
助
業
と
い
う
よ
う
に
区
別
を
し
て
い
る
が
、
こ

の
中
本
願
行

と
し
て
の
称
名
正
行

は
第

1
j譖
歎
門
釈
を
中
心

と
し

た
ふ
爵
幣

の
名
号
擱
と
本
願
観
と
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

註

①

浄
全
二

五
八
頁
下

②

浄
全

一

二
四
〇
頁
上

③

浄
全

一

一
九
七
頁
～

一
九
八
頁

④

浄
全

一

二
三
九
頁
下
～
,二
四
〇
頁
上

道

綽
禅

師
一の
聖
浄

二

門

判

坪

川

顯

進

一11一


