
﹇
総
論
﹈ 『

浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
18
号
の
テ
ー
マ
と
各
論
文
 

寺
　
本
　
知
　
正
 

本
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
18
号
の
統
一
テ
ー
マ
は
、「
仏
教
に
お
け
る
教
団
―
歴
史
と
現
在
―
」
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
関
す

る
学
問
体
系
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
記
述
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
歴
史
学
領
域
と
文
献
学
領
域
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
可
能
な
限
り

の
主
体
の
関
与
を
排
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
領
域
で
あ
り
、
そ
の
記
述
的
領
域
の
成
果
に
お
け
る
妥
当
的
客
観
性
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

る
規
範
的
立
場
の
領
域
が
、
教
学
領
域
と
実
践
学
領
域
で
あ
る
。
こ
の
教
学
と
実
践
学
に
お
い
て
は
、
逆
に
ど
の
よ
う
に
主
体
を
関
与

さ
せ
う
る
か
が
方
法
論
の
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
真
理
と
主
体
の
体
系
的
考
察
が
な
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
領
域
で
あ

る
。
こ
う
し
た
、
浄
土
真
宗
に
関
す
る
学
問
の
総
合
的
組
織
体
系
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
が
交
渉
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
教
団
論
の
欠
如
が
い
わ
れ
て
久
し
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
教
団
と
は
い

か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
規
範
的
立
場
か
ら
の
論
考
が
、
教
団
と
は
歴
史
的
に
こ
う
あ
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
記
述
的
調

査
・
研
究
と
、
十
分
に
よ
く
交
渉
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
儀
礼
論
に
関
し
て
も
、
浄
土

真
宗
の
儀
礼
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
考
は
あ
る
が
、
実
際
の
事
実
と
し
て
全
国
で
儀
礼
は
こ
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
て
き
た
と
い

う
歴
史
学
領
域
の
調
査
・
研
究
に
は
基
づ
か
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
記
述
的
立
場
の
研
究
成
果
に
基
づ
か
な
い
ま
ま
に
各
々
の
研
究
者
の

主
体
が
前
面
に
出
た
論
考
で
は
、
客
観
的
な
検
証
や
議
論
の
共
有
が
な
さ
れ
え
ず
、
必
然
的
に
論
が
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
き
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た
。 今

号
に
お
い
て
は
、
教
団
論
を
取
り
上
げ
、「
歴
史
と
現
在
」
と
い
う
副
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
員
が
歴
史
学
と
の
接
近
を
は
か

り
、
そ
の
成
果
に
基
づ
い
た
論
考
を
展
開
し
て
い
る
。 

 林
論
文
（「
知
空
に
よ
る
本
願
寺
教
団
の
教
化
活
動
―
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
撰
述
の
背
景
を
通
し
て
―
」）
で
は
、
江
戸
前
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
の
学
僧
で
あ
る
知
空
を
取
り
上
げ
、
そ
の
著
書
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
知
空
研
究
、
延

い
て
は
江
戸
時
代
の
仏
教
と
教
団
形
成
の
研
究
に
新
し
い
光
を
当
て
る
試
み
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
浄
土
真
宗
研
究
に
関
し
て
は
、
学

事
史
研
究
に
集
中
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
期
に
は
宗
派
ご
と
の
学
事
が
奨
励
さ
れ
て
成
果
が
開
き
、
や
が
て
近
代
の
緻
密
に

統
一
テ
ー
マ
化
さ
れ
た
学
事
へ
と
引
き
継
が
れ
た
立
場
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
学
分
野
で
の

研
究
は
、
辻
善
之
助
の
日
本
仏
教
史
研
究
を
古
典
と
す
る
研
究
の
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
期
の
仏
教
と
は
、
鎌
倉
か
ら
室
町
、
戦

国
に
か
け
た
ピ
ー
ク
の
維
持
な
い
し
は
制
度
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
堕
落
の
時
期
で
あ
る
（
そ
の
う
え
で
、
宗
派
ご
と
の
学
事
は
奨
励

さ
れ
た
）
と
い
う
歴
史
観
に
長
ら
く
基
づ
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
時
代
か
ら
後
、
歴
史
学
研
究
の
表
舞
台
か
ら
は
消
え
、

そ
し
て
近
代
研
究
に
再
び
巨
大
教
団
と
し
て
現
れ
る
本
願
寺
の
、
江
戸
期
に
お
け
る
社
会
的
な
位
置
や
影
響
力
な
ど
が
欠
け
た
M
is-

sing Hongw
anjiの
ま
ま
で
あ
っ
た
江
戸
期
の
研
究
は
、
大
き
く
進
展
し
て
き
て
い
る
。
林
論
文
は
、
そ
う
し
た
研
究
成
果
の
一
つ

で
あ
る
大
澤
絢
子
氏
の
指
摘
を
取
り
上
げ
る
。
肉
食
妻
帯
へ
の
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
教
団
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
が

『
御
伝
鈔
』
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
内
容
の
注
釈
を
施
す
こ
と
で
、
当
時
の
教
団
が
抱
え
て
い
た
問
題
に
対
応
す
る
根
拠
を
親
鸞
に

求
め
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
大
澤
氏
の
指
摘
に
注
目
し
、
林
論
文
は
、
知
空
の
他
の
著
作
も
参
照
し
て
著
作
活
動

の
目
的
を
探
り
、
知
空
に
お
け
る
、
親
鸞
を
根
拠
と
し
た
教
団
の
形
成
と
教
学
的
営
為
を
明
か
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。 
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塚
本
論
文
（「
初
期
真
宗
に
お
け
る
集
団
の
諸
相
」）
は
、
親
鸞
と
門
弟
の
時
代
（「
初
期
真
宗
」）
に
焦
点
を
当
て
、
理
念
で
ま
と
ま

っ
た
原
初
的
集
団
か
ら
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
教
団
へ
と
移
っ
て
い
く
、
そ
の
最
初
の
初
動
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

教
団
論
が
問
わ
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
「
同
朋
」「
平
座
」「
門
徒
」
な
ど
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
論
考
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
そ
れ
ら
の
理
念
が
現
実
の
教
団
と
い
う
歴
史
的
現
象
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
き
た
の
か
と
い
う
論
考
に
は
十
分
な
も
の
が
な

い
。
教
団
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
組
織
形
成
の
要
素
が
、
理
念
的
要
素
と
歴
史
的
要
素
と
に
分
か
た
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
。
さ

ら
に
背
後
を
い
え
ば
、
理
念
レ
ベ
ル
の
議
論
に
お
い
て
、
教
団
と
は
、
何
ら
か
の
聖
性
（
あ
る
い
は
仏
教
の
場
合
は
釈
迦
以
来
の
人
か

ら
人
へ
の
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
）
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
集
団
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
的
な
全
き
世
俗
の
集
団
な
の
か
と
い

う
問
い
が
あ
る
。
塚
本
論
文
で
は
、
親
鸞
の
い
う
「
門
徒
」
と
は
法
然
の
念
仏
集
団
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
交
名
牒

な
ど
か
ら
親
鸞
の
門
弟
が
法
義
の
伝
承
と
い
う
集
団
か
ら
新
た
に
地
域
や
血
脈
と
い
う
集
団
原
理
を
持
つ
に
い
た
る
初
動
を
論
じ
て
い

る
。
近
年
の
親
鸞
研
究
で
は
、
史
的
事
実
と
し
て
の
親
鸞
研
究
と
並
行
し
て
、
信
仰
の
営
み
の
中
で
の
親
鸞
像
の
研
究
も
新
た
な
展
開

を
見
せ
て
い
る
。
塚
本
論
文
は
こ
う
し
た
研
究
の
動
向
に
も
お
お
い
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 隅
倉
論
文
（「
近
世
真
宗
に
お
け
る
「
教
団
教
学
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
（
序
説
）」）
で
は
、
非
常
に
興
味
深
い
「
教
団
教
学
」

と
い
う
言
葉
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
教
学
と
は
「
あ
る
問
い
を
前
に
し
た
人
が
置
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
多
様
な
視
点
か
ら

探
求
す
る
こ
と
が
可
能
な
営
み
の
総
体
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
教
団
教
学
と
は
「
そ
の
時
の
教
団
に
お
い
て
認
知
さ
れ
て
い

る
教
学
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
教
学
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
、
特
に
明

治
以
降
、
各
宗
派
に
お
い
て
（
一
般
社
会
に
お
い
て
も
）
多
く
の
用
例
も
あ
る
（「
教
育
」、「
布
教
興
学
」
教
え
学
ぶ
、「
学
校
に
お
け

る
学
問
や
仏
教
研
究
」
な
ど
。
ま
た
、
学
科
を
研
習
し
智
徳
を
養
成
す
る
教
学
に
対
し
て
、
師
資
相
承
を
重
ん
じ
宗
義
を
研
鑽
す
る
安

居
を
分
離
す
る
用
例
や
、「
宗
学
」
と
の
使
い
分
け
の
用
例
も
み
ら
れ
る
）。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
論
に
関
し
て
も
、
明
治
以
降
さ
ま
ざ
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ま
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
方
法
論
に
関
す
る
論
文
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
隅
倉
論
文
が
扱
お
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
久
々
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
、「
学
」
の
成
立
に
は
、
原
論
・
方
法
論
と

い
え
る
も
の
と
同
時
に
、
再
現
や
検
証
が
可
能
な
体
制
と
い
っ
た
も
の
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
一
定
数
以
上
の
人
数
と
一
定
期
間

以
上
の
維
持
が
あ
っ
て
体
制
は
成
立
し
て
い
く
が
、
併
行
し
て
原
論
・
方
法
論
も
問
わ
れ
続
け
る
。
隅
倉
論
文
で
は
、
信
仰
共
同
体
で

あ
る
教
団
が
主
体
と
し
て
方
法
論
に
関
与
す
る
側
面
（
共
有
さ
れ
る
教
義
）
と
、
教
団
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
側
面
（
時
代
的
弁
証
で

あ
る
教
学
）
と
が
、
近
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
る
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
。 

 香
川
論
文
（「
仏
教
に
お
け
る
教
団
論
―
教
団
の
存
在
意
義
―
」）
は
、
仏
教
の
根
幹
に
仏
と
法
に
並
ん
で
「
僧
（
サ
ン
ガ
）」
が
三

つ
の
宝
の
一
つ
と
し
て
二
五
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
敬
い
守
り
続
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
必
然
性
を
問
う
こ
と
が
現
代
社
会
に
お

け
る
教
団
の
存
在
意
義
を
問
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
サ
ン
ガ
の
成
立
は
、
釈
迦
と
そ
の
説
法
に
よ
り
阿
羅
漢
と

な
っ
た
五
人
の
弟
子
た
ち
か
ら
な
る
覚
者
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
出
家
し
た
比
丘
・
比
丘
尼
が
次
第
に
増
え
る
う
ち
に
サ
ン

ガ
の
維
持
に
戒
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
、
サ
ン
ガ
の
外
の
在
家
仏
教
者
で
あ
る
優
婆
塞
・
優
婆
夷
も
サ
ン
ガ
の
維
持
の
た
め
に
サ
ン
ガ
内

の
紛
争
解
決
に
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
香
川
論
文
は
、
そ
の
こ
と
を
部
派
伝
持
の
律
蔵
か
ら
、
釈
迦
在
世
時
の
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
で
の

サ
ン
ガ
分
裂
に
対
し
て
の
在
家
の
者
た
ち
の
対
応
を
、
闘
争
す
る
出
家
者
に
対
し
て
布
施
を
止
め
、
尊
重
供
養
讃
嘆
し
な
い
と
い
う
解

決
法
を
と
っ
た
こ
と
を
、
諸
律
に
み
て
い
る
。
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
、
諸
律
の
な
か
、M

ūlasarvāstivādavinaya

で
は
、
在
家
者

た
ち
が
、
分
裂
す
る
比
丘
た
ち
と
言
葉
を
交
わ
し
布
施
を
し
て
支
え
て
い
る
自
分
た
ち
に
過
失
が
あ
る
と
省
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ン
ガ
を
敬
重
す
る
も
の
と
し
て
対
象
的
に
と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
在
家
の
者
た
ち
の
サ
ン
ガ
を
支
え
る
意
識
の
深
層

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
香
川
論
文
に
発
す
る
さ
ら
な
る
議
論
が
楽
し
み
で
あ
る
。 
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溪
論
文
（「
カ
ル
ト
問
題
」
研
究
序
説
）
は
、
カ
ル
ト
問
題
に
つ
い
て
宗
教
団
体
か
ら
の
声
明
等
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
警
鐘
を

鳴
ら
す
も
の
で
あ
る
。
溪
は
、
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
の
理
事
も
つ
と
め
、
カ
ル
ト
問
題
の
実
際
に
携
わ
っ
て
き
た
経
歴
も
持
つ
希
少
な

人
物
で
あ
る
。
当
論
文
で
は
、
カ
ル
ト
と
い
う
概
念
の
整
理
を
行
い
、「
特
有
の
（
主
と
し
て
宗
教
的
）
言
説
を
用
い
、
公
共
の
福
祉

に
反
す
る
行
為
を
行
う
団
体
」
と
定
義
し
て
、
そ
の
「
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
行
為
」
を
人
権
侵
害
と
し
て
、
経
済
的
搾
取
、
肉
体
的

搾
取
、
精
神
的
搾
取
と
す
る
。
確
か
に
、
宗
教
団
体
に
お
い
て
カ
ル
ト
が
話
題
に
上
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
内
容
に
関
し
て
断
罪
す

る
が
如
き
の
取
り
上
げ
方
が
多
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
う
え
で
の
声
明
等
の
発
表
で
は
エ
ン
ド
レ
ス
の
批
判
合
戦
に
陥
り
、
信
教
の
自
由

や
名
誉
の
問
題
と
絡
ん
で
訴
訟
に
も
発
展
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
等
閑
視
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ト
問
題

と
は
、
そ
の
信
仰
の
内
容
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
人
権
侵
害
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
溪
の
指
摘
は

頷
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
定
義
は
、
自
ら
が
関
わ
る
宗
教
団
体
が
問
題
性
を
持
つ
か
否
か
を
再
確
認
す
る
作
業
に
も
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。
長
い
歴
史
を
持
つ
宗
教
伝
統
に
は
、
経
験
の
蓄
積
ゆ
え
に
「
カ
ル
ト
」
に
陥
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
に
と
っ
て
、
社
会
へ
の
弁
証
と
い
う
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

論
末
に
は
相
当
量
の
註
が
附
さ
れ
て
い
る
。
序
説
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
充
実
し
た
内
容
の
註
で
あ
る
の
で
、
初
学
者
に
と
っ
て
も
必

読
の
論
文
で
あ
る
。 

 遠
山
論
文
（「
曇
鸞
研
究
の
歴
史
と
現
状
」）
で
は
、
曇
鸞
研
究
史
の
上
に
研
究
者
自
身
が
先
行
研
究
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
例
が
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
同
論
文

で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
生
じ
る
根
本
的
な
要
因
と
し
て
、
曇
鸞
研
究
そ
の
も
の
が
膨
大
な
蓄
積
量
を
有
し
て
い
る
点
、
な
ら
び

に
、
そ
の
膨
大
な
研
究
史
を
束
ね
る
文
献
目
録
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
点
と
を
挙
げ
、
附
録
に
「
曇
鸞
研
究
文
献
目
録
」
を
掲

載
し
て
い
る
。
同
目
録
は
、
曇
鸞
研
究
に
関
す
る
既
存
の
文
献
目
録
を
質
的
に
も
量
的
に
も
は
る
か
に
凌
駕
し
て
お
り
、
今
後
、
曇
鸞
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研
究
に
取
り
組
も
う
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
必
ず
参
照
す
べ
き
目
録
で
あ
る
。
ま
た
、
同
目
録
に
収
録
さ
れ
る
末
註
書
は
、
宗
派

別
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
年
次
順
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
目
録
は
「
曇
鸞
研
究
」
の
み
な
ら
ず
、「
曇
鸞
研
究

史
」
の
研
究
や
「
中
国
浄
土
教
研
究
史
」
の
研
究
を
進
め
て
い
く
際
に
も
有
用
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
が
俟
た
れ

る
が
、
同
目
録
は
、
研
究
の
背
景
と
な
る
時
代
思
潮
や
宗
派
性
、
あ
る
い
は
各
時
代
に
お
け
る
宗
学
者
・
研
究
者
間
の
相
互
交
流
の
実

態
な
ど
を
解
明
し
て
い
く
上
で
の
基
礎
的
情
報
を
提
供
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
目
録
は
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
期
に

か
け
て
の
目
録
で
あ
る
が
、
明
治
期
か
ら
令
和
期
に
か
け
て
の
目
録
も
機
会
を
改
め
て
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
曇

鸞
研
究
の
目
録
の
公
表
が
、
な
ん
と
も
待
ち
遠
し
い
。
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