
仏
教
と
ド
イ
ツ
と
い
う
と
、
ど
れ
ほ
ど
結
び
つ
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
ド

イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
だ
か
ら
、
宗
教
や
文
化
の
背
景
は
キ
リ
ス
ト
教

で
あ
り
西
洋
哲
学
で
あ
る
と
普
通
は
考
え
る
。
少
な
く
と
も
私
に
は
、

「
ド
イ
ツ
の
仏
教
」
と
い
う
の
が
想
像
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

意
外
に
も
現
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ア
ジ
ア
闇
の
文
化
が
広
く
浸
透
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
、
仏
教
も
大
変
な
勢
い
で
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
北
西
部
の
町
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
あ
る
「
惠
光
」
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
惠
光
セ
ン
タ
ー
と
略
称
す
る
）
も
ま
た
、
日
本

の
仏
教
文
化
を
ド
イ
ツ
に
伝
え
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
惠

光
セ
ン
タ
ー
は
、
独
自
に
編
集
し
た
「
仏
教
聖
典
」
を
世
界
各
地
の
、
王
要

ホ
テ
ル
や
福
祉
施
設
な
ど
に
寄
贈
す
る
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
仏

教
伝
道
協
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
部
で
、
そ
の
伝
道
拠
点
の
拡
充
を
目
的
と

し
て
近
年
建
立
さ
れ
た
仏
教
寺
院
で
あ
る
。

私
は
縁
あ
っ
て
、
惠
光
セ
ン
タ
ー
か
ら
奨
学
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

一
年
間
ド
イ
ツ
に
滞
在
す
る
と
い
う
好
機
を
得
た
。
こ
の
間
に
、
仏
教
に

関
心
を
も
つ
、
多
く
の
異
国
の
人
々
に
出
逢
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
何
も
の
に
も
代
え
難
い
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
、
心
か
ら
惠
光
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
申
し
あ
げ

た
い
と
思
う
。
以
下
に
述
べ
る
私
の
報
告
は
、
惠
光
セ
ン
タ
ー
を
通
し
て

ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
仏
教
の
広
が
り

坂
井
祐

円

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
は
、
日
系
企
業
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
基
地
で
あ
り
、
日

本
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
町
の
一
角
に
、

周
囲
の
ド
イ
ツ
風
の
建
物
と
は
雰
囲
気
の
異
な
っ
た
惠
光
セ
ン
タ
ー
が
あ

る
。
Ｈ
本
庭
園
や
伝
統
家
屋
を
備
え
た
な
か
な
か
趣
き
の
あ
る
寺
院
で
あ

る
。
仏
教
伝
道
協
会
の
創
設
者
で
あ
る
沼
田
恵
範
氏
が
真
宗
の
末
寺
の
出

身
と
い
う
こ
と
で
、
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
て
い
る
。
普
段
は
主

に
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
て
い
る
が
、
宗
教
活
動
と

し
て
は
、
彼
岸
会
や
孟
蘭
盆
会
な
ど
の
法
要
や
真
宗
寺
院
の
行
事
で
あ
る

報
恩
講
が
執
り
行
わ
れ
る
。
ま
た
親
鶯
聖
人
の
ご
命
日
勤
行
が
、
西
本
願

寺
の
慣
例
に
従
っ
て
毎
月
十
六
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
人
が
多
く
住

ん
で
い
る
場
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
参
加
す
る
人
々
は
、

ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
人
ば
か
り
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
浄
土
系
の
仏
教
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
く
、
禅
や
チ

ベ
ッ
ト
密
教
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
な
ど
瞑
想
を
基
軸
と
し
た
仏
教
が
流
行

し
て
い
る
。
こ
の
瞑
想
ブ
ー
ム
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一

九
六
○
年
代
の
後
半
く
ら
い
か
ら
広
ま
っ
て
き
た
現
象
で
あ
る
。
惠
光
セ

ン
タ
ー
で
も
、
毎
週
金
曜
日
の
晩
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
人
の
あ
る
座
禅
グ

ル
ー
プ
が
集
ま
っ
て
く
る
。

「
な
ぜ
ド
イ
ツ
で
は
瞑
想
的
な
仏
教
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
」
座
禅
の
後
、
た
ま
た
ま
彼
ら
と
飲
み
に
行
く
こ
と
が
あ
っ
た
時
、

私
は
こ
ん
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
み
た
。
ド
イ
ツ
人
は
、
ビ
ー
ル
を
片
手

に
議
論
を
す
る
の
が
好
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
は
る
ば
る
日
本
か
ら
来
た

垣
間
見
え
た
「
ド
イ
ツ
の
仏
教
」
で
あ
る
。
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私
の
問
い
か
け
に
、
い
ろ
い
ろ
な
答
え
を
返
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
同
時

に
、
彼
ら
の
中
で
も
議
論
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
教
会
へ
の
反
発

だ
！
」
と
誰
か
が
ま
と
め
る
よ
う
に
言
っ
た
。
意
外
な
答
え
で
あ
っ
た
が
、

要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
教
会
税
を
払
う
こ
と
が
国
民
に
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
、
自
ら
の
宗
教
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
か

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
か
を
明
確
に
答
え
ら
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
教

会
に
税
金
を
払
っ
て
い
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
瞑
想
を
実
践
し
、
仏
教

を
学
ん
で
い
る
人
々
の
中
に
は
、
教
会
が
政
治
と
結
び
つ
い
て
権
力
を
握

っ
て
い
る
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
社
会
の
悪
化
を
招
い
て
い
る
と
考
え
る
人
が

少
な
か
ら
ず
い
る
よ
う
で
、
ド
イ
ツ
仏
教
連
合
（
Ｄ
Ｂ
Ｕ
）
と
い
う
大
き

な
組
織
な
ど
は
、
政
治
的
な
活
動
も
し
て
い
る
と
い
う
。

私
は
も
っ
と
精
神
的
な
動
機
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
全
く
予
想
外

の
答
え
が
返
っ
て
き
て
と
ま
ど
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
根
は
ど
う
や

ら
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

私
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
歴
史
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
性

（
詞
呂
四
○
国
目
）
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
仏
教
に
そ

の
代
わ
り
を
求
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
改
め
て
問
い
か
け

た
。
す
る
と
あ
る
人
が
、
《
国
の
口
目
巳
。
冨
嗣
農
四
○
口
．
（
禅
は
宗
教
で

は
な
い
）
と
切
り
返
し
て
き
た
。
一
画
の
口
剪
の
旨
の
冨
呂
巳
目
の
ど
蔑
胃

日
の
目
Ｆ
８
の
ロ
ゞ
（
禅
は
、
私
に
と
っ
て
あ
る
一
つ
の
生
き
方
で
あ
る
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
更
に
、
「
↑
詞
呂
四
○
口
、
と
は
、
も
と
も
と
キ
リ

ス
ト
教
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
原
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
府
］
値
○
｝
は

「
の
目
と
の
合
一
あ
る
い
は
関
係
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
仏
教
に
は

⑦
○
詳
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
目
的
は
全
く
な
い
は
ず
だ
。
」
と
説
明
し
て
い

た
。
彼
の
主
張
に
よ
る
と
、
禅
は
い
わ
ば
あ
る
一
つ
の
人
生
哲
学
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
罰
呂
四
○
国
と
い
う
よ
り
、
冠
言
さ
，

、
呂
言
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
の
仏
教
に
対
す

る
一
般
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
ら
し
い
。
ド
イ
ツ
語
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教

を
。
言
巨
の
冒
冒
日
と
表
現
し
て
い
る
が
、
仏
教
は
、
巨
匙
巨
豐
日
匡
“
で
あ

る
。
‐
尉
匡
日
扁
と
は
固
の
の
（
観
念
）
を
由
来
と
し
た
名
詞
を
形
成
す
る
接

尾
辞
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
の
表
現
上
、
仏
教
は
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
‐
日
日
と
い
う
接
尾
辞
は
、
普
遍
的

あ
る
い
は
絶
対
的
な
宗
教
概
念
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
横
で
聞
い
て
い
た
女
性
が
、
「
仏
教
が
評
侭
５
口
で
あ
る
か

ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
は
”
農
四
○
口
よ
り
も
良
い

概
念
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
た
。
彼
女
に
よ
る
と
、

○
○
茸
は
外
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
命
令
し
て
く
る
存
在
で
、
信
仰
す
る
か
否

か
の
決
断
を
求
め
て
く
る
が
、
仏
教
で
は
自
己
の
内
に
国
巨
匙
冨
‐
ｚ
昌
冒

（
仏
性
）
を
発
見
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
強
制
が
な
い
の
だ
と
い
う
。
ま

た
、
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
れ
ま
で
戦
争
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
は
、

常
に
外
に
あ
る
絶
対
性
を
守
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
反
対
に
仏
教
は
、

自
己
の
中
に
真
理
を
発
見
し
よ
う
と
静
寂
な
内
省
に
努
め
る
の
で
、
平
和

的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
仏
教
は
罵
一
垣
○
国
す
な
わ
ち
冒
昌
と
の
関

わ
り
」
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
仏
教
が
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
大
き
な
要
因
は
、

や
は
り
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
教
会
の
権
威
へ
の
反
動
で
あ
る

よ
う
だ
。
ド
イ
ツ
の
著
名
な
仏
教
学
者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン

Ｐ
四
日
ご
目
の
ｇ
目
９
ｍ
扇
の
ロ
）
教
授
も
、
「
仏
教
は
、
西
洋
に
お
い
て
体
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惠
光
セ
ン
タ
ー
の
座
禅
グ
ル
ー
プ
を
指
導
し
て
い
る
の
は
、
デ
ュ
ッ
セ

ル
ド
ル
フ
大
学
で
言
語
学
を
研
究
さ
れ
て
い
る
ベ
ー
エ
（
く
○
房
の
『

呼
呂
）
教
授
で
あ
る
。
ベ
ー
エ
先
生
は
、
ま
だ
大
学
に
奉
職
す
る
以
前
、

京
都
大
学
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
お
ら
れ
、
そ
の
時
期
に
禅
の
魅
力
に
惹

き
つ
け
ら
れ
て
、
天
竜
寺
の
僧
堂
で
し
ば
ら
く
修
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う

経
歴
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
仏
教
全
般
に
つ
い
て
も
、
独
自

に
思
索
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
先
生
は
毎
学
期
に
、
自
分
の
担
当

す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
時
間
を
一
コ
マ
活
用
し
て
、
仏
教
書
の
輪
読
と
講
義

を
行
っ
て
い
た
。
私
も
勧
め
ら
れ
て
、
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

１
度
私
が
参
加
し
た
冬
学
期
か
ら
、
龍
樹
の
『
中
論
』
を
読
み
始
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
最
近
イ
ン
ド
学
の
学
術
書
と

②

し
て
出
版
さ
れ
た
《
・
巨
の
も
巨
○
め
名
言
の
号
禺
儒
の
『
①
ゞ
（
空
の
哲
学
）
を

使
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
翻
訳
者
の
研
究
・
注
釈
を
含
ん
だ
「
中
論
偶
」

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る
。
参
加
者
は
、
座
禅

の
メ
ン
バ
ー
や
、
哲
学
科
の
学
生
な
ど
で
、
全
部
で
一
五
、
六
名
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
仏
教
の
専
門
的
知
識
は
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
最
初
の
数
時
間
は
仏
教
学
の
入
門
書
を
使
っ
て
大
乗
仏
教
全
般
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
段
階
か
ら
す
で
に
活

発
に
質
問
や
意
見
が
出
て
、
例
え
ば
、
浬
藥
と
仏
陀
と
菩
薩
の
関
係
は
、

神
と
イ
エ
ス
と
聖
霊
と
い
う
三
位
一
体
の
関
係
に
近
い
と
思
わ
れ
る
と
か
、

空
の
概
念
は
物
理
学
の
領
域
で
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

Ｑ

制
側
で
は
な
い
と
い
う
点
で
肯
定
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
。

と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
も
飛
び
出
し
て
い
た
。

よ
う
や
く
テ
キ
ス
ト
を
読
み
始
め
た
の
は
、
ゼ
ミ
が
始
ま
っ
て
三
週
間

ほ
ど
経
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
ベ
ー
エ
先
生
の
問
題
意
識
か
ら
、
第
天
章
の

「
ア
ー
ト
マ
ン
（
騨
日
目
）
」
に
関
す
る
考
察
（
「
観
法
品
」
）
を
読
む
こ

と
に
な
っ
た
。
先
生
は
、
仏
教
の
特
徴
は
「
無
我
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
な
ど
他
の
思
想
に
全
く
無
い
考
え
方
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
分
か

っ
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
お
ら
れ
た
。
講
義
は
、
参
加
者
の
意
見
が
様
々

に
噴
出
し
、
そ
の
度
に
先
生
も
深
く
考
え
込
む
と
い
っ
た
感
じ
で
、
な
か

な
か
先
に
進
ま
な
か
っ
た
。

次
の
夏
学
期
に
入
る
と
、
講
義
の
補
佐
と
し
て
、
惠
光
セ
ン
タ
ー
の

研
究
員
で
あ
る
レ
ェ
リ
ヶ
臼
①
月
日
四
国
ロ
‐
］
○
ｍ
臥
幻
昌
旨
雨
）
氏
が
新
た
に

川
わ
っ
た
。
彼
は
中
国
学
（
蝕
口
ｏ
旨
四
①
）
が
専
門
で
、
ド
イ
ツ
の
教
授

資
格
田
画
巨
冒
昌
○
口
）
を
取
得
し
た
ば
か
り
の
若
手
の
研
究
者
で
あ
る
。

彼
が
加
わ
る
こ
と
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ド
イ
ツ
語
訳
だ
け
で
な
く
、

③

鳩
摩
羅
什
訳
の
青
目
釈
一
中
論
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
も
併
せ
て
参
照
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の
ド
イ
ツ
語
訳
の
意
味
が
明
確

で
な
い
場
合
は
、
中
国
訳
を
見
る
と
い
う
形
式
で
、
ゼ
ミ
は
進
行
し
た
。

レ
ェ
リ
ヶ
氏
の
思
想
的
背
景
は
、
中
国
思
想
で
も
仏
教
で
も
な
く
、
西

洋
哲
学
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ゼ
ミ
の
後
、
私
は
よ
く
彼
と
一
緒
に
仏
教
や

そ
の
他
の
思
想
に
つ
い
て
お
互
い
の
考
え
を
話
し
合
っ
た
も
の
だ
が
、
彼

は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
と
仏
教
と
を
対
照
す
る
こ

と
を
好
ん
だ
。
講
義
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
西
洋
哲
学
の
概
念
に
よ
っ
て

「
中
論
』
の
文
章
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
せ
い

か
、
根
本
的
に
仏
教
と
西
洋
哲
学
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
ベ
ー
エ
先
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生
と
鋭
く
対
立
し
、
聴
講
者
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
二
人
で
議
論
を
戦
わ
せ

る
こ
と
が
何
度
も
あ
っ
た
。

ベ
ー
エ
先
生
と
レ
ェ
リ
ケ
氏
の
対
立
点
は
、
空
に
つ
い
て
の
見
解
で
一

層
は
っ
き
り
し
た
。
ベ
ー
エ
先
生
は
、
空
を
「
瞑
想
時
に
体
験
す
る
言
語

が
全
く
断
絶
し
た
境
地
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
レ
ェ
リ

ケ
氏
は
、
空
を
「
あ
る
種
の
包
括
的
な
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ

う
だ
。
「
言
語
を
断
絶
す
る
」
と
は
、
確
か
に
仏
教
に
お
い
て
真
理
を
表

現
す
る
一
つ
の
言
い
回
し
で
あ
る
が
、
レ
ェ
リ
ヶ
氏
は
こ
の
場
合
の
断
絶

さ
れ
る
「
言
語
」
に
は
二
類
の
区
別
が
あ
る
と
述
べ
る
。
例
え
ば
白
目

の
胃
の
○
房
の
旨
言
ｏ
耳
・
ゞ
（
私
は
言
葉
を
話
す
）
と
い
う
表
現
に
は
、
言
語

に
関
す
る
語
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
の
胃
の
号
の
ロ
（
話
す
こ
と
）
と

言
○
料
（
言
葉
）
で
あ
る
。
彼
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
断
絶
さ
れ
る
言

語
と
は
三
○
『
芹
で
あ
っ
て
、
普
『
①
３
の
ロ
で
は
な
い
。
言
語
行
為
は
身
体

性
や
関
係
性
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
「
存
在
」
の

根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し

ベ
ー
エ
先
生
は
、
「
そ
の
考
え
方
は
西
洋
哲
学
の
発
想
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
行
為
で
あ
っ
て
も
分
別
で
あ
り
、
空
と
は
分
別
を
否
定
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
全
く
違
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
即
座
に
座
禅
を
組
ま
れ
た
。

私
は
二
人
の
議
論
を
聴
き
な
が
ら
、
空
の
も
つ
深
淵
さ
に
改
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
空
の
概
念
を
、
瞑
想
時
に
お
い
て
立
ち
現
れ

て
く
る
境
地
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
様
々
な
行
為
の
背
後
に
あ
る
存
在

の
根
拠
で
あ
る
、
な
ど
と
捉
え
る
こ
と
が
果
た
し
て
そ
の
本
意
と
な
る
の

か
、
私
自
身
の
課
題
と
し
て
残
っ
た
よ
う
に
思
う
。

惠
光
セ
ン
タ
ー
で
浄
土
真
宗
の
行
事
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
ド
イ
ツ
各

地
や
周
辺
地
域
か
ら
、
真
宗
信
者
や
真
宗
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
浄
土
教
の
思
想
は
、
す
で
に
英
語
に
よ

る
著
書
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
し
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
入
門
書
も
少
な

い
と
は
い
え
、
一
般
書
店
で
購
入
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
っ
て

か
、
元
牧
師
で
あ
っ
た
エ
ラ
ク
レ
（
］
の
四
口
固
い
ｇ
①
）
氏
の
よ
う
に
、
独

学
で
仏
教
を
研
究
し
た
後
、
親
鶯
の
教
え
に
出
逢
っ
て
真
宗
に
帰
依
す
る

こ
と
を
決
意
し
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
独
自
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し

て
い
る
と
い
う
方
も
い
る
。

私
は
報
恩
講
の
時
に
、
南
ド
イ
ツ
の
あ
る
真
宗
グ
ル
ー
プ
と
知
り
合
い

に
な
り
、
二
度
ほ
ど
訪
問
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
「
信
堂
（
望
旨
白
。
）
」

と
い
う
名
の
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
境
に
あ

る
、
塩
の
産
地
と
し
て
有
名
な
町
バ
ー
ド
・
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ハ
ル
が
活
動
拠

点
で
、
メ
ン
バ
ー
は
六
名
ほ
ど
と
い
う
小
さ
な
会
で
あ
る
。
主
樅
し
て
い

る
モ
ー
ゼ
ル
（
員
Ｏ
Ｂ
四
の
冨
○
の
日
）
氏
は
、
五
年
程
前
に
両
本
願
寺
に
お

い
て
真
宗
信
者
と
な
っ
た
方
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
意
欲
旺
盛
で
、
今
後

の
信
堂
の
活
動
プ
ラ
ン
を
楽
し
そ
う
に
語
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。

モ
ー
ゼ
ル
氏
は
非
常
に
研
究
熱
心
で
、
真
宗
の
教
学
に
つ
い
て
も
専
門

的
な
語
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
理
路
整
然
と
説
明
し
、
そ
の
博
識
ぶ
り
に

は
脱
帽
す
る
以
外
な
か
っ
た
。
も
う
二
十
年
以
上
も
前
か
ら
禅
や
チ
ベ
ッ

ト
密
教
な
ど
を
学
び
実
践
し
て
き
て
、
よ
う
や
く
真
宗
に
落
ち
着
い
た
の

、
司

だ
そ
う
で
あ
る
。
真
宗
と
他
の
仏
教
と
の
違
い
は
何
処
に
あ
る
と
思
う
力

と
尋
ね
る
と
、
そ
れ
は
「
他
力
」
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
、
阿
弥
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こ
う
し
た
「
ド
イ
ツ
の
仏
教
」
の
い
く
つ
か
の
顔
を
の
ぞ
い
て
い
る
と
、

彼
ら
が
も
は
や
文
化
の
一
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
本
質
的
な
活

力
と
し
て
仏
教
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
ド
イ
ツ
は
か
っ
て
、
内

面
的
に
強
烈
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
行
い
、
し
か
も
外
面
的
に
は
、
多
数

の
外
国
人
労
働
者
を
抱
え
た
こ
と
で
様
々
な
異
文
化
の
影
響
を
直
接
に
受

陀
仏
の
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
と
、
生
き
る
活

力
が
湧
い
て
く
る
の
だ
と
語
っ
て
い
た
。

ま
た
モ
ー
ゼ
ル
氏
は
現
在
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
活
動
し
て
い
る
《
ロ
シ
ー

の
国
弓
と
い
う
名
の
仏
教
を
主
軸
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
仕
事

を
手
伝
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
ホ
ス
ピ
ス
で
あ
る
。

ガ
ン
や
エ
イ
ズ
患
者
、
寝
た
き
り
の
老
人
な
ど
に
付
き
添
っ
て
話
し
相
手

に
な
り
、
死
へ
の
不
安
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う
と
い
う
の
が
活
動
の
主

旨
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
れ
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
の
真
宗
の
ス
タ
イ
ル
に
な
る

と
語
っ
て
い
た
。

他
に
も
彼
は
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
お
り
、
今
年
で
三
回
目
に

な
る
と
い
う
一
国
の
侭
弓
○
月
に
私
は
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
は
、

ア
ル
プ
ス
に
囲
ま
れ
た
南
ド
イ
ツ
の
自
然
環
境
を
活
か
し
た
企
画
で
、
そ

の
内
容
は
登
山
し
て
、
川
頂
で
瞑
想
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の

説
明
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
生
命
存
在
が
仏
そ
の
も
の

田
匡
注
冨
“
ｏ
冨
巴
で
あ
る
と
い
う
仏
教
の
考
え
方
は
、
自
然
保
護
の

④

教
え
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
こ
の
発
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
入
る
以
前
の

ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
宗
教
に
似
て
お
り
、
ド
イ
ツ
人
は
懐
郷
の
念
を
も
っ
て

受
け
止
め
て
い
る
の
だ
と
付
け
加
え
て
い
た
。

け
て
き
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
伝
統
を
維
持
す

る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
は
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
る
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

今
や
そ
の
仏
教
は
、
模
索
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
道
を
歩
き
始
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

主
吋
守
〃
〃

①
《
ご
罪
○
口
煙
い
醇
巴
の
。
‐
ご
侭
営
邑
さ
Ｒ
Ｆ
ｍ
目
鼻
呂
匡
且
伊
の
馬
邑
異
昌
里
／

団
巨
旦
旦
宮
切
目
匡
切
‐
の
○
ロ
ユ
①
弓
⑦
庵
》
（
ロ
ン
○
Ｎ
臼
厨
○
冨
門
篦
３
国
く
四
毎
ｍ
【
の
〕
函
卸
日
‐

ず
自
侭
〕
胃
の
①
巴
“
Ｆ
四
日
す
①
弓
の
。
昏
日
』
吾
煙
巨
の
①
ロ
》
司
胃
①
旨
①
ｃ
席
○
一
○
国
印
。
写
の
両
夢
時
》

の
め
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
。

②
、
の
目
言
己
乏
の
訂
【
‐
国
８
砂
自
己
の
『
匡
且
目
の
目
巨
．
国
四
烏
ゞ
ロ
后
宅
亘
。
‐

の
○
℃
宮
の
」
の
月
旧
の
の
『
の
、
ｚ
倒
胆
圏
］
匡
邑
四
ｍ
三
自
己
四
日
四
匡
琴
く
ぃ
日
画
廉
四
‐
【
胃
陦
閉
．

□
ず
の
例
の
肩
口
目
、
Ｑ
の
い
す
戸
匡
旦
ご
禺
尉
ｏ
房
ロ
、
四
隆
騨
①
誉
の
、
日
澤
汽
○
日
日
①
具
』
の
［
の
ロ
‐

』
①
ロ
固
旨
冨
医
門
匡
ロ
泊
の
目
．
国
の
胃
愚
ね
①
雨
〔
貝
冒
」
○
一
Ｏ
Ｂ
印
画
“
〕
〕
（
国
胄
国
協
○
罰
ａ
Ｒ
く
臼
‐

ｆ

皀
印
、
善
く
『
』
①
の
ず
由
堅
の
国
》
］
④
や
『
）

③
冨
騨
×
君
農
の
い
の
門
ゞ
目
①
巨
昌
庁
『
の
原
穿
の
号
切
爵
恩
『
」
目
鴬
諄
呂
号
『

ｏ
匡
目
①
の
尉
○
岸
①
ロ
く
①
夙
旨
ロ
ロ
ウ
の
風
国
伽
の
邑
菖
（
雷
の
昼
①
写
の
侭
ゞ
］
①
冒
巴

④
前
掲
の
忰
言
己
与
目
、
①
ロ
教
授
の
論
文
の
中
で
も
、
初
期
仏
教
の
縁
起

（
両
目
目
島
の
邑
冒
吟
喜
筥
唱
鴇
の
己
思
想
や
後
期
の
仏
性
日
匡
＆
言
‐
壽
冒
『
）

思
想
、
密
教
の
大
日
如
来
の
考
え
方
は
、
環
境
保
護
の
原
点
で
あ
る
と
述
べ
て

い
ブ
。
。

戸 局
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