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二
三
六

真
宗

に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
理
解
と

「批
判
仏
教
」
の
視
点

寺

本

知

正

「批
判
仏
教
」
と
い
う
用
語
は
、
袴
谷
憲
昭
氏
が
そ
の
著
作

『批
判

仏
教
』
に
お
い
て
、
「仏
教
と
は
批
判
で
あ
る
」
あ
る
い
は

「批
判
だ

け
が
仏
教
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
い
と
規
定
す
る
用

語
で
あ
る
。
そ
の
際
、

「実
際
に
は
批
判
で
は
な
い
仏
教
も
あ
り
う
る
」

こ
と
か
ら
仮
に
そ
れ
を

「場
所
仏
教
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
二
者
対
峙
的

に
命
名
さ
れ
た
も
の
が

「批
判
仏
教
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
今

日
で
は
こ
の
用
語
は

一
書
物

の
題
名
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「従

来

の
研
究

に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
立

つ
仏
教
研
究
を
総
称
す
る
」

(末
木
文
美
士

『鎌
倉
仏
教
形
成
論
』)
も
の
と
解
す
る
動
向
が
あ
り
、
い

く

つ
か
の
研
究

に
そ
の
こ
と
を
お
っ
て
み
れ
ば
、
袴
谷
憲
昭

『本
覚
思

想
批
判
』
、
松
本
史
朗

『縁
起
と
空
ー
如
来
蔵
思
想
批
判
ー
』
お
よ
び

『禅
思
想

の
批
判
的
研
究
』
、
伊
藤
隆
寿

『中
国
仏
教
の
批
判
的
研
究
』
、

ジ
ョ
ア
キ

ン
・
モ
ン
テ
イ
ロ
『天
皇
制
仏
教
批
判
』
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

批
判
仏
教

の
主
張
に
関
し
て
は
、
袴
谷
氏
の
多
岐
に
わ
た
る
関
心
の

な
か
、
本

覚
思
想
批
判
が
基
礎
を
な
す
も

の
で
、
本
覚
思
想
と
は
自
身

に
よ
れ
ば

、
(
一
)
無
条
件
に
前
提
と
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
人
間

の
己
れ

の

「場
所

ヤ
と
し
て
の
土
着
思
想
と
無
意
識

の
う
ち
に
合
体

し
て
し
ま
つ
た
も

の
、
(二
)
土
着
思
想
を
自
己
肯
定
的
に
前
提
と
し

て
し
ま
う
ゆ
え
に
、
伝
統
を
誇
る
権
威
主
義

で
あ
る
こ
と
、

(三
)
体

得
さ
れ
た

「真
如
」
は
言
葉
に
よ
つ
て
は
表
現

で
き
な
い
と
す
る
ゆ
え

に
、
「信
仰

」
や

「知
性

」
を
軽
視

し
て
言
葉
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、と
以
上
の
三
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
「本
覚
思
想
」
の
本
質
的
な
思
想
構
造
を
、
「
一
切
法
の
根
底
に
、

一
な

る

「体
」
や

「真
如
」
と
し
て
の

「本
覚
」
を
捉
え
、
そ
の
う
ち
に

一
切
合
財

を
包
含
す
る
」
構
造
で
あ
る
と
、
そ
し
て

「偽
仏
教
」
の
思
想
構
造
を

「「多
」

な
る
現
象

(事
、
用
、
末
)
が

「
一
」
な
る
本
質

(理
、
体
、
本
)
に
吸

収
さ
れ
ま
た
そ
こ
か
ら
再
び
そ
れ
ら
が
発
生
し

て
い
く
と
い
う
」
構
造

で
あ
る
と
規
定
す
る
。
松
本
氏
の

「如
来
蔵
思
想
批
判
」
も
基
本
的
に

は
こ
の
思
想
構
造
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
如
来
蔵
思
想
は
現
象
の

背
後
に
如
来
蔵
と

い
う
基
体
を
想
定
す
る

「基
体
説

」

で
あ
り
、
仏
教

(縁
起
説
)
は
そ
れ
の
否
定
と
し
て
の
み
あ
り
え
た
、

と
す
る
。
両
氏
に
お
い
て
は
、
基
体
説

の
よ
う
な
原
理
的
な
同

一
や
無
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点
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二
三
七

差
別
を
言
う
こ
と
が
、
「現
実
的
な
差
別
を
肯
定
し
、
絶
対
化
す
る
」
こ

と
の
思
想
背
景
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
よ
っ
て
現
実
に
対
す
る
批
判
力

の
回
復

こ
そ
が
批
判
仏
教
の
重
要
な
出
発
点

の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上

の
よ
う
な
批
判
仏
教
を
浄
土
教
に
関
し
て
展
開
し
た
の
が
、
モ

ン
テ
イ

ロ
氏

の

『天
皇
制
仏
教
批
判
』
で
あ
る
。

モ
ン
テ
イ
ロ
氏
は
、

そ
の
視
点
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
日
本
社
会
に
根
差
す

「天
皇
制
仏
教
」

を
批
判
的
に
解
明
し
、
そ
の
特
徴
の

一
つ
を
開
祖
信
仰
で
あ
る
と
批
判

す
る
。
次
に
、
親
鷺
の
思
想
を
検
討
す
る
が
、
氏
は
、
親
鷺
に
影
響
を

与
え
た
曇
鷺
と
善
導

の
浄
土
教
思
想
を
峻
別
し
、
曇
鷺
の
思
想
を
批
判

し
て
、
「阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願

(教
法
)
よ
り
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る

一
法
句

・
法
性

・
真
実
智
慧
無
為
法
身

(理
)
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
曇
鷲

の
浄
土
教
は
阿
弥
陀
仏

の
四
十
八
願
と
は

理
を
悟

ら
し
め
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
対
し
て
、
善

導

の
思
想
は
、
「三
界
六
道
を
選
び
捨
て
極
楽
を
選
び
取
」
り
、
「仏
語

の
背
後
に
理
の
よ
う
な
も
の
を
置
か
」
ず
に

「阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願

そ
の
も

の
を
真
実
」
と
す
る
ゆ
え
に
、
善
導
は

「中
国
仏
教
の
思
想
史

に
お
け
る
最
も
徹
底
し
た
如
来
蔵
思
想
批
判
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
氏
は
、
従
来

の
宗
学
お
よ
び
仏
教
研
究

の
あ
り
方
に
対
し
て
、

「社
会
的
立
場
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
を
学
問

の

一
前
提
と
し
て
見

る
観
点

が
本
質
的
に
欠
落
」
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
批
判
仏
教

の
視
点
に
対
す
る
い

く

つ
か

の
反
応
を
紹
介
す
る
こ
と
と
私
自
身

の
見
解
を
示
す
こ
と
で
、

真
宗
の
阿
弥
陀
仏
観
を
み
て
い
く
本
論
文
で
の
立
場
を
示
し
た
い
。
ま

ず
、
批
判
仏
教
が
主
体
的
に
提
示
す
る

「真

の
仏
教
」
と
い
う
観
点
に

関
し
て
で
あ
る
が
、
末
木
氏

(「ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
仏
教
」)
は
、
仏
教

が

「本
質
主
義

の
誤
謬
」
に
対
し
て
常
に
批

判
的
で
あ
つ
た
と

い
う

ポ
ー
ル

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
氏
の
説
を
紹
介
し

て
、

「正
し
い
仏
教
」
と

「偽
仏
教
」
を
割
り
切
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
「仏
教
そ
の
も
の
に
内

在
す
る
問
題
」
と
し
て
考
え
直
す
こ
と
を
提
案

す
る
。
ま
た
、
菱
木
政

晴
氏

(『解
放
の
宗
教
へ
』
)
は
、

「本
覚
思
想
」

に
反
対
す
る
の
は

「そ

れ
が
想
定
さ
れ
た

「本
来
の
仏
教
」
に
反
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ

が
差
別
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
す
る
。
い
ま
、
こ
の
問
題
と
先
の

モ
ン
テ
イ

ロ
氏

の
学
問
批
判
の
観
点
に
関
し

て
の
私
見
を
述

べ
れ
ぼ
、

学
問
の

一
前
提
に
社
会
的
立
場
を
見
る
と
い
う
氏

の
見
解

に
は
同
意
し

た
い
。
ま
た
、
仏
教
に
関
わ
る
人
間

の
様
々
な
営
み
の
歴
史
的
総
体
を

実
際
の
仏
教
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
こ
と
は
批
判
仏
教
に
見
解
を
同
じ

く
す
る
が
、
私
見
で
は
学
問
の
作
業
を
あ
く
ま
で
人
間
に
よ
る
作
業
で

あ
り
、
仮

に

「正
し
い
」
も
の
が
あ
る
と
し
て
も

(宗
教
に
関
わ
る
主
体

と
し
て
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
問
題
は
常
に
最
も
深
い
部
分
に
位
置
す

る
関
心
で
あ
る
が
)、
そ
れ
に
は
近
づ
く
こ
と
は
出
来

て
も
決
し
て
到
達

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
理
解
し
た
い
。
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
菱
木
氏

の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
説
が
差
別
的
で
あ

る
か
と

い
う
視
点
を
は
じ
め
と
す
る
、
社
会
的

立
場
を
含
め
た
過
去
の

学
問
の
検
証
が
今
日
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
特
に
今
日
的
環
境
に
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二
一二
八

連
関
す
る
時
期
的
前
近
代
か
ら
近
代

へ
の
変
遷
の
検
証
が
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

批
判
仏
教
が
提
示
し
た
、

「多
」
な
る
現
象
が

「
一
」
な
る
本
質

に

吸
収
さ
れ
ま
た
そ
こ
か
ら
再
び
そ
れ
ら
が
発
生
し
て
い
く
構
造
と
い
う

視
点
よ
り
、真
宗

の
過
去
の
阿
弥
陀
仏
観
を
外
教
観
と
と
も
に
検
証
し
、

い
く
つ
か
の
評
価
を
交
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
松
島
善
譲

(
一
八
〇
六
―

一
八
八
六
)

の
如
来
観

で
あ
る
が

(『顕
浄
土
教
行
証
文
類
敬
信
記
』
)、
法
性
法
身

・
方
便
法
身

の
二
種

の
法

身
を

「独

リ
弥
陀
ノ
別
徳

二
属
」
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
諸
仏
通
総
の
本

主
で
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め
の
義
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
諸
仏

の
聖
道
門

に
よ
る
修
入
を

「皆
真
如

ヨ
リ
ザ
ン
ザ

ン
引
入
セ
ラ
ル
ル
」

も
の
で
あ
り
、

「証
入
シ
終

エ
テ
見

レ
パ
。
則
今
迄
用
キ
タ
ル
真
如

ハ

即
弥
陀
ノ
真
如
海
ナ
リ
」
と
、
聖
道
門
で
の
証
入
に
し
て
も
、
そ
の
根

底
に
は
真
如
が
あ
り
、
証
入
し
て
み
れ
ぼ
そ
れ
は
ま
っ
た
く
阿
弥
陀
如

来
の
働
き
に
あ
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
と
、
諸
仏
の
教
え
る
道
も
結
局

の
と
こ
ろ
は
阿
弥
陀
如
来
に
帰
入
す
る
道
で
あ
る
と
す
る
。
阿
弥
陀
如

来
ひ
と
り
を
即
ち
真
如
で
あ
る
と
す
る
理
解

の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く

江
戸
期
宗
派
宗
学
の
枠
組
み
の
影
響
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の

問
題
は
今
日
で
は
宗
教
的
寛
容

の
問
題
に
も
関
連
し
て
く
る
も
の
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
、
批
判
仏
教
の
視
点
か
ら
よ
り
重
要
な
点
は
、
善
譲
が

諸
仏
の
教
え
の
背
後
あ
る
い
は
根
底
に
真
如
を
想
定
し
、
諸
仏
の
教
え

は
す
べ
て
そ
れ
を
本
源
と
す
る
と
い
う
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
同
じ
構
造
は
善
譲

の
外
教
観
に
も
見
ら
れ
る
。
善

譲
の
理
解
で
は
外
教
全
体
に
関
し
て
、

一
つ
に
は
仏
教
以
外

の
す
べ
て

の
法
と
す
る
が
、
も
う

一
つ
、
正
見
と
邪
見
と

い
う
義
を
立
て
て
、
外

教
に
も
仏
教
を
翼
賛
す
る
も
の
が
あ
り
、
「
一
概

二
偽
ト
ハ
云
フ
ベ
カ

ラ
ズ
」
と
の
見
解
を
示
し
、
外
道

の
邪
説
が
魔

の
説
で
あ
る
の
は
自
ら

を
無
上
道
だ
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
、
仏
教
を
妨
げ
る
限

り
は
帰
依
し
て
は
な
ら
な
い
と
断
り
な
が
ら
も
、
菩
提
は
実
相
真
如
で

あ
り
、
す
べ
て
は
こ
の
中
の
も
の
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
孔
老
と
も
に
菩

提
の
大
道
で
あ
り
、
そ
の
異
名
で
あ
る
こ
と
を
世
間
で
は
表
か
ら
そ
れ

を
知
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
す
。
善
譲
に
お
け
る
如
来
観

と
外
教
観
の
こ
う
し
た
構
造
は
、
ま
さ
し
く
批
判
仏
教
が
提
示
す
る
構

造
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
善
譲

の
こ
う
し
た
外
教
観
の

背
後
に
は
対
外
的
な
仏
教
擁
護

の
動
機
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
善
譲
は
ひ
と
り
の
衆
生
に
ひ
と
り
の
菩
薩
が
成
仏
す
る
と
い
う
非

常
に
実
存
的
な
、
近
代
を
先
駆
け
た
主
観
的
理
解
も
示
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
も
、
批
判
仏
教

の
視
点
か
ら
云
え
ば
、
体
験
重
視
主
義
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
し
、
今
日
の
大
谷
派

の
近
代
教
学
批
判
か
ら
も
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
相
対
化
の
視
点
に
欠
く

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
宗
教
に
は
そ
う
し
た
決
定
的
な
体
験

と
い
う
側
面
も
必
然
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
い
。

次

に
、
石
泉
僧
叡

(
一
七
六
二
ー

一
八
二
六
)
の
如
来
観
で
あ
る
が

(『教
行
信
証
文
類
随
聞
記
』
)、
ま
ず
、
石
泉
は
真
如
を
す
べ
て
の
縁
起
す
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二
三
九

る
も
の
と
と
ら
え
、
な
ら
ば
阿
弥
陀
如
来
も
諸
仏
も
真
如
の
本
有
の
法

で
あ
る
光
明
と
寿
命
が
顕
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
連
れ
だ
ち

同
じ
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
石
泉

の
こ
う
し
た
如
来
観
を
見
る
限
り
、

善
譲
と
同
様

に
批
判
仏
教

の
指
摘
す
る
同
じ
構
造
を
有
し
て
い
る
が
、

石
泉

の
如
来
観
の
特
徴
は
、何
が
諸
仏
と
異
な
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

石
泉

の
言
う
異
な
り
と
は
、
そ
の
本
有

の
法
が
四
十
八
願
で
顕
わ
さ
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
諸
仏
が
法
性
法
身
よ
り
直
接
に
三
身
を
開
く

の
に
対

し
て
、

一
段
方
便
法
身
と
出
て
三
身
を
建
て
る
こ
と
で
あ
る
。

石
泉
は
、

「滅
土
力
第

一
義

ニ
シ
テ
。
光
寿

ハ
第
二
義
ナ
リ
。
第

一
義

ヲ
本
仏

二
用
ヒ
ス
シ
テ
。
衆
生
証
果
ノ
処

二
用
ヒ
テ
ア
ル
ハ
。
イ
ヨ
イ

ヨ
衆
生

ノ
証
至
極

シ
テ
。
本
仏
ト
同
ク
無
余
究
境
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ス
ル
願

文
ノ
仕
立
ナ
リ
」
と
、
衆
生
の
救
済
の
自
覚
に
よ
り
重
点
を
お

い
た
如

来
理
解
を
す
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
る
べ
き
は
、
「弥
陀
ノ
上

二
滅
土

ア
ル
ハ
云

ハ
ズ

シ
テ
知

レ
タ

コ
ト
」
、
「弥
陀

ハ
法
性
法
身
ノ
沙
汰
ヲ
セ

ヌ
」
と
、
た
と
え
現
象
の
背
後
に

一
な
る
本
質
が
あ
る
と
す
る
構
造
に

な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
本
質
を
問
題
に
は
し
な
い
と
理
解
す
る
点

で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
如
来
観
を
示
す
石
泉
の
外
教
観
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
石
泉
は
、
真
正

・
邪
偽
、
内

・
外
と
い
う
言
葉
を
使

つ

て
、
仏
教
以
外
は
外
教
と
明
確
に
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
外
教
に
通
じ

て
み
ら
れ

る
こ
と
は
、
老
荘

の
虚
無
、
自
然
に
し
て
喧
、
自
ら
変
わ
る

こ
と
の
な

い
実
在
を
立
て
る
点
で
み
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

外
教
が
少
し
で
も
心
に
入
り
込
め
ば
正
見
に
は
入
れ
な
い
こ
と
を
言
い
、

外
教
に
対
す
る
不
拝
を
信
心
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
す
る
。
さ
ら
に

は
、
神
道
信
仰
の
本
質
を
、
天
神
地
砥
と
は
区
別
し
て
国
と
の
関
係
に

み
る
が
、
た
だ
、
孔
子
に
関
し
て
は
浅
く
近

く
説
く
も
の
で
あ
つ
て
、

「屹
度
正
法
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
石
泉
の
外
教
観
を
見
る
と
き
、
ま

さ
し
く
批
判
仏
教
が
示
し
た
、
信
仰
に
基
づ
き
、
知
性
に
よ
る
具
体
的

な
考
察
を
土
着
思
想
に
投
げ
か
け
る
批
判
力
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
批
判
仏
教

の
主
張
を
紹
介
し
、
そ
の
視
点
に
基
づ

い
て

阿
弥
陀
如
来
理
解
を
検
証
し
て
き
た
。
現
象

の
背
後
に

一
な
る
本
質
を

立
て
る
構
造
を
批
判
す
る
と
い
う
点
に
は
ま
さ
し
く
賛
同
し
、
善
譲

の

如
来
観
と
外
教
観
に
そ
の
構
造
が
見
と
れ
た
。
し
か
し
、

一
方
で
石
泉

の
理
解
を
見
る
と
き
、
理
解
あ
る
い
は
関
知
す
る
と
い
う
人
間

の
作
業

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
批

判
力
に
関
し
て
重
要
な

点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

批
判
仏
教
、
如
来
観
、
外
教
観

(龍
谷
大
学
研
究
生
)
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