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日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
改
革
：
日
蓮
と
ル
タ
ー

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
デ
ー
ン

柳
沼
正
広
　
訳

は
じ
め
に

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
16
世
紀
は
、
日
本
に
お
け
る
13
世
紀

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
政
治
、
宗
教
、
そ
し
て
思
想
の
歴

史
全
般
に
お
け
る
劇
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
変
容
は
、
数
多
く
の
人
物
や
歴
史
的
要
因
の
相
互
作

用
の
結
果
で
あ
る
が
、
16
世
紀
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
皇
帝
カ
ー

ル
５
世
と
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
名
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

13
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
は
、
日
蓮
、
法
然
、
親
鸞
、そ
し
て
︵
こ

の
３
人
ほ
ど
で
は
な
い
が
︶
道
元
の
名
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
我
々
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
容
を
綿
密
な
歴
史

研
究
の
末
に
画
期
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
し
て
見
出
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
正
確
に
は
、＂
支
配
的
な
語
りあ
＂

と
歴
史
の
大
き
な
物
語
、
つ
ま
り
歴
史
︵
と
現
在
︶
に
対
す
る
理

解
と
包
括
的
な
解
釈
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
構
造
を
通
し
て
後

づ
け
の
解
釈
を
施
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
自
覚
す
れ
ば
、
歴
史
的
現
実
を
最
大
限
に
再

現
で
き
る
と
考
え
た
り
、
再
現
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
な

く
、
13
世
紀
の
日
本
と
16
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
で
き
る

寄
稿
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よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

１
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
に
お
け
る

歴
史
・
政
治
・
社
会
の
発
展

　

当
時
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
容
の
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴

は
次
の
も
の
で
あ
る
。

①
金
の
価
格
の
下
落
と
全
般
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
消

費
力
の
減
少
に
よ
る
貧
困
化
。
人
び
と
の
都
市
へ
の
流
入

お
よ
び
人
口
増
加
に
よ
る
都
市
化
と
、
富
裕
な
都
市
民
の

増
大
と
地
方
の
貧
困
化
。

②
15
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
活
版
技
術
に
よ
っ
て
本
を
印
刷
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
文
書
の
大
量
生
産
が
容
易
に
な

っ
た
こ
と
。

③
﹁
泉
に
さ
か
の
ぼ
れ
﹂︵
原
典
に
返
れ
︶
と
の
モ
ッ
ト
ー
と
共

に
人
文
主
義
が
思
想
史
に
お
け
る
潮
流
と
な
り
、
古
代
の

作
家
や
文
献
が
再
評
価
さ
れ
、
現
状
を
批
判
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
評
価
は
聖
書

に
も
用
い
ら
れ
、
教
会
の
伝
統
の
価
値
を
問
い
直
す
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
改
革
者
た
ち
は
＂
聖
書
の
み
＂

と
の
原
理
を
発
展
さ
せ
、
そ
こ
に
さ
ら
に
三
つ
の
原
理
＂
信

仰
の
み
＂＂
恩
寵
の
み
＂＂
キ
リ
ス
ト
の
み
＂
を
加
え
て
い

っ
た
。

④
外
交
政
策
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

帝
国
︵
カ
ー
ル
５
世
︶
と
フ
ラ
ン
ス
︵
フ
ラ
ン
ソ
ワ
1
世
︶
と

の
敵
対
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に

１
５
２
９
年
に
ウ
ィ
ー
ン
を
脅
か
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の

進
撃
の
恐
れ
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ト
ル
コ

人
を
激
し
く
呪
っ
た
ル
タ
ー
の
著
作
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
。
皇
帝
が
こ
の
よ
う
な
外
交
上
の
義
務
の
た
め
に
国
外

に
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
宗
教
改
革
の
拡
大
を
助

け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

12
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
14
世
紀
の
初
め
ま
で
︵
１
１
９
２
-
１

３
３
３
︶
の
日
本
は
特
筆
す
べ
き
変
化
の
波
を
被
っ
て
い
た
。
こ

の
期
間
は
、
弱
体
化
し
た
朝
廷
の
代
わ
り
に
国
を
実
質
的
に
支

配
し
て
い
た
軍
事
政
権
︵
幕
府
︶
の
長
で
あ
る
将
軍
が
鎌
倉
を
本

拠
地
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
お
よ
そ
４
０
０
年
続
い
た
平
安
時
代
に
替
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
、
天
皇
は
公
式
に
は
王
朝
の
所
在
地
で
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あ
る
平
安
京
に
あ
っ
て
権
力
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
徐
々
に
そ
の
権
力
は
藤
原
家
に
移
っ
て
い
っ
たい
。
こ

の
過
程
に
続
い
て
、
京
都
の
貴
族
や
平
安
時
代
に
は
強
い
発
言

権
を
も
っ
て
い
た
﹁
隠
棲
し
た
天
皇
﹂［
法
皇
・
上
皇
］
つ
ま
り

譲
位
し
た
君
主
た
ち
か
ら
、［
皇
族
の
血
を
引
く
と
称
す
る
］
貴

族
的
軍
人
た
ち
、
つ
ま
り
＂
武
士
・
侍
＂
へ
と
権
力
は
移
っ
て

い
っ
た
。
宗
教
集
団
の
高
位
聖
職
者
と
貴
族
た
ち
と
の
密
接
な

個
人
的
結
び
つ
き
を
通
し
て
、
諸
寺
院
の
所
有
地
と
権
力
は
増

大
し
続
け
て
い
た
。
諸
寺
院
は
、
他
教
団
と
の
抗
争
の
た
め
だ

け
で
な
く
、
朝
廷
や
他
の
支
配
者
た
ち
に
対
抗
す
る
た
め
の
軍

隊
を
組
織
し
た
。
例
え
ば
、
仏
教
教
団
の
高
位
聖
職
者
の
任
命

権
は
国
の
機
構
に
あ
っ
た
た
め
、
諸
寺
院
は
意
に
沿
わ
な
い
人

事
に
抵
抗
す
る
と
き
に
身
を
守
る
必
要
が
あ
っ
た
。
同
時
に
寺

院
は
、
刑
事
罰
を
免
責
さ
れ
て
い
た
た
め
、
い
か
が
わ
し
い
人

物
た
ち
が
避
難
所
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
。
観
察
眼
や
批
評
眼

の
あ
る
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
仏
典
に
説
か
れ
る
世

界
の
最
後
の
時
代
［
末
法
］
が
１
０
５
２
年
に
本
当
に
始
ま
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
仏
教
の
教
え
と

実
践
が
崩
壊
し
て
い
く
時
代
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
見
て
幾
人

か
の
僧
は
寺
院
を
去
り
、
新
た
な
仏
教
の
形
を
求
め
て
山
に
暮

ら
し
、
あ
る
い
は
各
地
を
放
浪
す
る
な
ど
の
修
行
生
活
を
始
め

た
。
彼
ら
が
後
に
鎌
倉
仏
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
核
と
な
っ
た

の
で
あ
るう
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
力
を
つ
け
て
き
た
武
士
階
級
の
影
響
も
あ

っ
た
。
彼
ら
は
仰
々
し
い
儀
式
体
系
を
縮
小
し
て
簡
素
化
し
、

本
質
の
み
に
制
限
す
る
こ
と
を
求
め
た
。﹁
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
宗
教
運
動
へ
の
道
が
用
意
さ
れ
た
。
そ
の
運
動
は
、
ま

す
ま
す
分
か
り
に
く
く
浅
薄
と
な
っ
て
い
っ
た
宗
教
の
形
式
と

そ
れ
に
伴
う
聖
職
者
の
優
位
性
へ
の
反
乱
で
あ
っ
て
、
ど
の
俗

人
に
よ
っ
て
も
実
践
で
き
る
と
同
時
に
内
面
的
な
充
足
を
も
た

ら
す
も
っ
と
簡
素
な
方
法
を
求
め
た
も
の
だ
っ
たえ
﹂
と
、
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ン
デ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
が
ク

リ
ス
ト
フ
・
ク
ラ
イ
ネ
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
、

12
世
紀
末
の
仏
教
が
民
衆
へ
の
接
近
と
中
国
の
模
範
か
ら
の
脱

却
を
求
め
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
るお
。
ク
ラ
イ
ネ
が
、
著
作
の

中
で
鎌
倉
時
代
を
扱
っ
て
い
る
部
分
だ
け
を
見
て
も

─
と
い

っ
て
も
そ
の
浩こ

う

瀚か
ん

な
著
書
の
お
よ
そ
半
分
も
の
分
量
で
あ
る
が

─
こ
の
時
代
に
、
仏
教
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
あ
っ
た
こ
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と
が
う
か
が
え
る
し
、
同
様
に
グ
ン
デ
ル
ト
も
、
こ
の
時
代
に

政
治
的
環
境
の
変
化
の
影
響
を
受
け
た
転
換
点
が
あ
っ
た
と
見

て
い
た
。

　

12
世
紀
末
以
降
、
政
治
権
力
は
幕
府
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︵
幕
府
と
は
武
士
階
級
が
実
権
を
握
る
支
配
体
制
を
指
す
言
葉
で

あ
る
︶。
武
士
た
ち
の
闘
争
に
勝
利
し
た
源
頼
朝
が
、
１
１
９
２

年
、
天
皇
に
征
夷
大
将
軍
︵
略
し
て
将
軍
︶
と
い
う
世
襲
さ
れ
る

地
位
を
与
え
ら
れ
て
か
ら
、
明
治
時
代
が
始
ま
る
１
８
６
８
年

ま
で
、
日
本
帝
国
の
実
質
的
支
配
権
は
将
軍
た
ち
の
手
中
に
留

ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
宗
教
界
へ

の
影
響
力
と
同
様
、
武
士
の
政
治
権
力
は
確
立
し
た
。
こ
れ
は

例
え
ば
、
13
世
紀
の
70
年
代
と
80
年
代
に
お
け
る
蒙
古
の
脅
威

に
対
す
る
京
都
の
朝
廷
と
［
鎌
倉
の
］
幕
府
の
対
応
が
は
っ
き

り
と
異
な
っ
た
こ
と
に
も
明
白
に
現
れ
た
。
天
皇
は
平
和
的
な

対
応
を
望
ん
だ
が
、
幕
府
は
蒙
古
の
使
者
を
拒
絶
し
、
武
力
を

も
っ
て
応
じ
た
。

２
　
宗
教
の
根
本
的
変
化

　

右
に
述
べ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
変
化
は
互
い
に
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
が
、
次
の
い
く
つ
か
の
点
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
構
造
的
に
よ
く
似
た
宗
教
的
プ
ロ
セ
ス
を
伴
っ
て
も
い
た
。

○
独
身
制
修
道
生
活
の
枠
組
み
の
解
体
の
始
ま
り

○
原
典
へ
の
よ
り
強
い
志
向
性

○
仏
教
の
伝
統
的
諸
宗
派
の
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
対
す
る
弾

劾
○
大
衆
へ
の
接
近
、
つ
ま
り
聖
職
者
と
在
俗
信
徒
の
乖
離
の

克
服

　

こ
れ
ら
の
変
化
を
示
す
代
表
的
な
人
物
が
、
日
本
で
は
も
と

は
天
台
宗
の
僧
で
あ
っ
た
日
蓮
で
あ
り
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
し
て
修
道
士
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
な
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
、
こ
の
二
人
の
生
涯
と
基
本
的
な
思
想
を
解
説
し
、

比
較
し
て
み
た
い
。
こ
の
比
較
の
際
に
は
、
全
く
異
な
る
歴
史

状
況
を
生
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
的
伝
記
の
視
点
か
ら

見
て
も
、
ま
た
そ
の
実
質
か
ら
見
て
も
、
構
造
的
類
似
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
比
較
そ
の
も
の
を
妨
げ
る
よ
う

な
対
立
点
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
こ
と
も
心
に
留
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
日
　
蓮

　

通
説
で
は
、
日
蓮
は
１
２
２
２
年
２
月
16
日
、
房
総
半
島
︵
安

房
の
国
︶
の
太
平
洋
岸
に
あ
る
村
・
小
湊
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
日
付
は
太
陰
暦
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
太
陽
暦
［
ユ

リ
ウ
ス
暦
］
で
は
１
２
２
２
年
の
３
月
30
日
だ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
彼
の
出
自
は
、
他
の
宗
教
の
始
祖
た
ち
と
同
様
に
、
伝
説

の
と
ば
り
に
包
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
聖
人
伝
に
よ
れ
ばか
、
彼
の

両
親
の
結
婚
も
、
彼
の
誕
生
が
母
親
の
夢
の
中
で
告
げ
ら
れ
た

こ
と
も
、
彼
の
誕
生
が
永
遠
の
仏
の
発
現
で
あ
る
こ
と
も
、
す

べ
て
前
も
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
彼
の
幼
少
時
代
や
青
年
時
代
に
は
驚
く
べ
き
側
面

が
い
く
つ
も
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
本
当
に
貧
し
い
漁
師
の
家
の

息
子
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
12
歳

ま
で
に
受
け
た
伝
統
的
な
教
育
、
故
郷
か
ら
離
れ
た
様
々
な
寺

に
お
け
る
研
鑽
、
有
力
な
家
の
支
持
、
武
士
や
領
主
階
級
や
幕

府
の
役
人
た
ち
か
ら
も
弟
子
や
支
持
者
を
得
た
こ
と
な
ど
で
あ

るき。
日
蓮
は
い
く
つ
か
の
著
作
の
中
で
︵
１
２
７
２
年
の
佐
渡
御
書
、

１
２
７
１
年
の
佐
渡
御
勘
気
抄
︶、
自
身
は
旃せ
ん

陀だ

羅ら

の
家
の
出
だ
と

述
べ
て
い
る
。
旃
陀
羅
と
は
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
言
葉
で
低

い
カ
ー
ス
ト
、
さ
ら
に
は
カ
ー
ス
ト
制
度
か
ら
も
排
除
さ
れ
た

＂
不
可
触
＂
の
身
分
、
つ
ま
り
社
会
の
最
底
辺
の
人
々
を
意
味
す

るく。［
伝
承
で
は
］
彼
は
養
父
母
で
あ
る
貫
名
重
忠
と
梅
菊
か
ら
、

貴
族
的
な
善
日
麿
と
い
う
名
と
共
に
薬
王
丸
と
い
う
名
を
授
か

り
、
11
歳
の
時
に
は
僧
と
な
る
た
め
に
天
台
宗
に
属
す
る
清
澄

寺
に
預
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
15
歳
で
得
度
し
て
是
生
房
蓮
長
と

の
名
を
受
け
たけ
。
日
蓮
が
天
台
宗
の
寺
院
で
教
育
を
受
け
た
こ

と
は
当
時
に
お
い
て
は
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
彼

は
他
宗
派
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
修
行
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
へ
の

マ
ン
ト
ラ
の
祈
祷
［
称
名
念
仏
］
に
も
親
し
ん
で
い
たこ
。
す
で

に
も
っ
と
若
い
こ
ろ
か
ら
真
理
に
対
す
る
強
烈
な
渇
望
に
突
き

動
か
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
渇
望
は
何
年
も
の
の

ち
に
法
華
経
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
るさ
。
こ
こ
に
ル

タ
ー
と
の
比
較
が
一
つ
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
ー
も
ま

た
エ
ア
フ
ル
ト
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
隠
修
士
会
の
修

道
士
で
あ
っ
た
こ
ろ
︵
１
５
０
５
―
１
５
０
８
︶、﹁
ど
う
す
れ
ば
恵

み
の
神
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
の
問
い
に
苦
し

め
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
神
学
の
流
行
に
逆
ら
う
よ
う
な
こ
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の
問
い
こ
そ
が
、
真
理
を
求
め
る
神
学
的
闘
争
の
中
心
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
日
蓮
は
手
紙
の
中
で
、
若
き
日
に
仏
教
の
僧
と

な
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
決
意

を
、
偉
大
な
賢
人
や
聖
人
た
ち
が
、
救
済
の
状
態
に
あ
る
と
い

わ
れ
な
が
ら
、
死
に
際
し
て
平
穏
で
は
な
く
苦
し
み
に
満
ち
た

表
情
を
示
し
た
こ
と
に
対
す
る
衝
撃
に
よ
る
も
の
と
し
て
説
明

し
て
い
る
。
こ
の
洞
察
か
ら
生
ま
れ
た
疑
念
の
結
果
と
し
て
、

僧
と
し
て
生
き
る
た
め
に
安
房
の
家
を
出
る
こ
と
を
彼
は
決
意

し
た
と
い
うし
。
こ
の
生
涯
を
仏
教
に
捧
げ
る
と
の
決
意
は
、
当

初
、
彼
を
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
に
向
か
わ
せ
た
よ
う
だ
が
、
こ

れ
は
ル
タ
ー
が
お
そ
ら
く
は
猛
烈
な
雷
雨
に
襲
わ
れ
た
経
験
か

ら
１
５
０
５
年
に
修
道
士
に
な
る
と
決
意
し
た
こ
と
と
比
較
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
研
鑽
を
積
む
た
め
、
日
蓮
は
鎌
倉
へ
赴
き
、
そ
し
て

清
澄
寺
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
の
間
、
彼
は
浄
土
仏
教
の
教
え
か

ら
離
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
教
え
は
、
法
華
経
を
人
々
に
と
っ

て
難
し
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
斥
け
て
い
た
か
ら
だ
。
１
２
４
３

年
、
21
歳
の
時
、
日
蓮
は
天
台
宗
の
古
く
か
ら
の
修
行
の
中
心

地
で
あ
っ
た
京
都
の
北
東
に
あ
る
比
叡
山
へ
赴
い
た
。
そ
こ
で

彼
は
十
年
間
さ
ら
に
研
鑽
を
積
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
宗
派

の
教
え
や
実
践
の
方
法
を
学
ん
だ
。
そ
こ
に
は
苦
行
や
瞑
想
、

ま
た
い
く
つ
か
の
密
教
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。
日
蓮
は
地

の
利
を
生
か
し
て
、
他
の
仏
教
の
重
要
拠
点
︵
華
厳
宗
の
奈
良
、

真
言
宗
の
高
野
山
︶
に
も
足
を
運
ん
で
学
ん
だ
。
そ
し
て
比
叡
山

に
い
る
間
に
天
台
宗
に
お
い
て
も
様
々
な
も
の
が
入
り
混
じ
っ

た
た
め
に
法
華
経
に
対
す
る
独
自
の
崇
拝
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

と
い
う
印
象
を
も
っ
た
彼
は
、
天
台
大
師
本
来
の
教
え
に
、
さ

ら
に
は
そ
の
天
台
よ
り
も
徹
底
的
に
、
法
華
経
の
み
に
集
中
す

る
こ
と
を
求
め
たす
。

４
　
日
蓮
の
運
動
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事

　

１
２
５
３
年
、
日
蓮
は
清
澄
寺
に
戻
り
、
近
く
の
森
に
七
日

間
籠
っ
た
の
ち
、
４
月
の
28
日
の
昼
に
僧
や
村
人
を
呼
び
集
め

た
。
そ
う
す
る
前
、
日
蓮
は
太
平
洋
か
ら
昇
る
太
陽
を
見
な
が

ら
法
華
経
の
題
目
︵
南
無
妙
法
蓮
華
経
︶
を
唱
え
て
い
た
。
そ
こ

で
彼
は
、
自
身
の
教
え
を
宣
言
し
た
。
つ
ま
り
仏
教
の
全
て
の

教
え
は
法
華
経
に
含
ま
れ
て
お
り
、
法
華
経
こ
そ
仏
の
唯
一
で

最
も
正
し
い
教
え
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
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う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
法
華
経
の
題
目
・
妙
法
蓮
華
経
は

そ
の
教
義
の
象
徴
的
な
要
約
で
あ
り
、
こ
れ
を
唱
え
る
こ
と
が

完
全
に
正
当
な
仏
教
の
実
践
で
あ
る
と
し
た
。
日
蓮
は
、
浄
土

宗
と
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え

る
念
仏
の
実
践
に
は
っ
き
り
と
距
離
を
置
い
た
。
い
や
む
し
ろ

念
仏
は
無
間
地
獄
へ
の
道
で
あ
っ
て
救
済
へ
と
至
る
道
で
は
な

か
っ
たせ
。
こ
の
機
会
に
彼
は
日
蓮
と
名
乗
っ
た
。
そ
の
名
は
太

陽
と
蓮
華
を
表
わ
す
字
か
ら
成
っ
て
い
る
。
日
蓮
は
説
教
に
お

い
て
誰
を
も
除
外
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

─
﹁
彼
の
大
胆
な

宣
言
や
激
し
い
攻
撃
を
聞
い
て
憤
慨
し
な
い
者
は
い
な
か
っ

たそ
﹂。
そ
の
地
域
を
治
め
て
い
た
東
条
景
信
は
、
浄
土
仏
教
の
信

奉
者
で
あ
り
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
激
昂
し
て
日
蓮
を
捕
え
よ

う
と
し
た
。
か
つ
て
師
で
あ
っ
た
道
善
に
助
け
ら
れ
た
がた
、
そ

れ
以
来
、
日
蓮
は
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、

日
蓮
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
宗
教
革
命
の
出
発
点
と
見
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ル
タ
ー
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
城

教
会
の
扉
に
95
箇
条
の
提
題
を
掲
示
し
た
出
来
事
と
構
造
的
に

比
較
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
関
し
て
、
我
々
は
同
じ

よ
う
な
二
段
階
の
過
程
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神

学
と
修
道
生
活
に
人
生
を
捧
げ
る
と
い
う
選
択
︵
１
５
０
５
︶
と

１
５
１
７
年
以
来
発
展
し
続
け
た
改
革
へ
の
洞
察
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
非
妥
協
的
な
法
華
経
の
選
択
お
よ
び
題
目
の
解
釈
と
、

ル
タ
ー
の
＂
聖
書
の
み
＂＂
キ
リ
ス
ト
の
み
＂　

に
は
、
比
較
で

き
る
も
の
が
あ
る
。
最
終
的
に
よ
り
詳
し
く
ル
タ
ー
を
見
て
い

く
前
に
、
大
乗
仏
教
の
重
要
作
品
に
つ
い
て
の
日
蓮
の
哲
学
と

そ
の
題
目
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

日
蓮
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
は
信
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹁
仏

が
き
っ
ぱ
り
と
方
便
の
教
え
を
捨
て
た
法
華
経
で
は
、﹃
信
の
み

に
よ
っ
て
入
る
こ
と
が
で
き
る
﹄
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

仏
が
最
期
の
日
々
に
沙
羅
双
樹
の
下
で
説
い
た
と
い
う
涅
槃
経

に
は
、﹃
悟
り
へ
と
至
る
修
行
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
っ
た
と

し
て
も
、
信
を
教
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
そ
れ
ら
す
べ
て
の

修
行
が
含
ま
れ
る
﹄
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
信
が
、
仏
の

道
へ
入
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
根
本
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

五
十
二
段
階
の
菩
薩
の
修
行
の
う
ち
、
最
初
の
根
本
的
な
十
段

階
は
、
信
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
十
段
階
の
最
初
の
も

の
は
純
粋
な
信
を
呼
び
覚
ま
す
も
の
で
あ
るち
﹂。
法
華
経
に
説
か

れ
る
仏
へ
の
熱
情
の
こ
も
っ
た
信
仰
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、
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日
蓮
は
人
々
が
他
の
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
へ
と

向
か
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
。﹁
仏
は
大
き
な
雲
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
説
教
は
大
雨
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
衆
生
は
枯
れ
た
草
木
に
譬
え
ら
れ
る
。
仏
の
教
え
の

雨
に
浴
し
、
五
戒
・
十
善
・
禅
定
な
ど
の
功
徳
を
修
め
る
こ
と

は
、
花
が
咲
き
実
が
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
るつ
﹂。
日
蓮
の
宗
教

哲
学
で
は
、
圧
倒
的
に
巧
み
な
方
便
︵upaya

︶
の
意
味
と
、︵
肥

沃
な
大
地
に
降
る
大
雨
の
よ
う
な
︶
仏
の
教
え
の
成
果
と
、
そ
し
て

仏
の
す
べ
て
の
教
え
を
象
徴
的
に
包
含
す
る
題
目
を
唱
え
る
成

果
が
、
法
華
経
の
仏
へ
の
信
に
集
約
さ
れ
る
。
し
か
し
、
マ
ン

ト
ラ
の
力
を
信
じ
る
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
方
法
的
に
は
、

彼
は
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
念
仏
の
称
名
と
近
か
っ
た
。
彼
は
、
厳

格
に
法
華
経
の
︵
歴
史
上
の
︶
釈
尊
に
帰
依
し
な
い
よ
う
な
す
べ

て
の
仏
教
は
、
混
淆
し
た
も
の
と
し
て
斥
け
、
唯
一
真
実
の
仏

へ
の
信
仰
を
国
の
安
寧
の
た
め
の
た
だ
一
つ
の
基
準
と
し
た
。

彼
の
新
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
主
題
と
し
た
最
初
の
著
作
で
あ
り
、

１
２
６
０
年
７
月
16
日
に
北
条
時
頼
に
提
出
さ
れ
た
﹃
立
正
安

国
論て
﹄
は
、
主
人
と
客
の
対
話
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の

中
で
日
蓮
は
、
国
家
の
問
題
と
ま
す
ま
す
進
む
仏
教
の
崩
壊
に

対
す
る
彼
の
考
え
を
展
開
し
、
そ
れ
ら
と
宗
教
、
社
会
、
政
治

の
現
状
が
因
果
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
冒
頭
の
文
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。﹁
近
年
、
今
日
に
至
る

ま
で
天
変
地
異
や
飢
饉
・
疫
病
が
国
土
全
体
に
現
れ
、
街
で
は

牛
や
馬
が
倒
れ
、
通
り
に
は
そ
の
骸
骨
が
溢
れ
て
い
る
。
す
で

に
死
者
は
人
口
の
大
半
に
上
り
、
悲
し
ん
で
い
な
い
者
な
ど
一

人
も
い
な
いと
﹂。
日
蓮
は
、
法
の
最
後
の
時
代
︵
末
法
︶
の
兆
候

を
見
て
取
っ
て
い
る
が
、
彼
は
仏
教
の
教
え
へ
の
接
近
が
よ
り

複
雑
に
、
い
や
む
し
ろ
不
可
能
と
い
え
る
事
態
と
な
っ
た
こ
と

を
示
す
兆
候
を
見
定
め
る
だ
け
で
な
く
、
国
全
体
が
そ
の
影
響

下
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
彼
は
自
分
の
洞
察
を
経
文

に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
中
で
大
集
経
を
引
用
し
て
い

る
。﹁
大
集
経
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。﹃
仏
の
教
え

が
失
わ
れ
る
時
に
は
、
僧
た
ち
は
髭
・
髪
・
爪
を
伸
ば
し
、
法

も
忘
れ
去
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
時
に
は
、
空
中
に
大

き
な
音
が
轟
き
、
大
地
が
揺
れ
る
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
す
べ
て

は
水
車
の
よ
う
に
動
き
、
城
壁
は
崩
れ
、
家
屋
は
倒
れ
る
で
あ

ろ
う
﹄な﹂。
こ
こ
に
、
仏
教
の
崩
壊
と
自
然
や
社
会
に
お
け
る
出

来
事
と
の
緊
密
な
つ
な
が
り
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
ま
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た
﹃
立
正
安
国
論
﹄
の
中
で
、
日
本
人
の
宗
教
的
混
乱
の
結
果

と
し
て
外
国
か
ら
武
力
に
よ
る
侵
入
を
受
け
る
こ
と
を
予
言
し

て
い
た
が
、
こ
の
予
言
は
１
２
６
８
年
に
蒙
古
の
使
者
が
初
め

て
日
本
を
訪
れ
、
日
本
人
に
服
従
を
迫
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実

現
し
た
と
日
蓮
に
は
思
わ
れ
たに
。
仏
法
の
広
が
り
と
自
然
や
政

治
の
過
程
と
の
緊
密
な
つ
な
が
り
は
、
国
の
安
寧
を
願
う
愛
国

的
な
預
言
者
で
あ
っ
た
日
蓮
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル

テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
関
心
は
、
何
よ
り
も
神
学
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
と
日
蓮
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
個
人
の
性

質
に
お
い
て
多
く
を
共
有
し
て
い
る
。

５
　
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

　

ト
マ
ス
・
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

︵
１
４
８
３
―
１
５
４
６
︶
は
改
革
の
過
程
に
お
け
る
唯
一
の
焦
点

で
は
な
い
が
、
そ
の
中
心
で
あ
り
、
彼
の
果
た
し
た
役
割
は
神

学
的
な
観
点
よ
り
も
教
会
社
会
学
的
な
基
準
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
うぬ
。
ル
タ
ー
は
１
４
８
３
年
に
ア
イ
ス

レ
ー
ベ
ン
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
家
は
﹁
豊
か
な
都
市
の
中
産
階

級
﹂
で
あ
っ
たね
。
彼
の
父
ハ
ン
ス
・
ル
ダ
ー
は
鉱
山
業
に
携
わ

っ
て
お
り
、
ル
タ
ー
に
は
高
等
教
育
と
有
力
な
専
門
職
へ
の
道

が
確
実
に
開
か
れ
て
い
たの
。
父
が
息
子
に
抱
い
て
い
た
期
待
は

法
学
方
面
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
１
５
０
５
年
に
ル

タ
ー
に
起
こ
っ
た
伝
説
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
。

ル
タ
ー
は
、
開
け
た
野
原
で
嵐
の
な
か
落
雷
に
遭
遇
し
、
そ
の

嵐
を
生
き
の
び
る
た
め
に
修
道
士
に
な
る
こ
と
を
そ
の
場
で
誓

っ
た
。
そ
れ
は
法
学
を
捨
て
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
根
本

的
な
回
心
の
あ
と
ル
タ
ー
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
隠
修
士
会

の
修
道
院
に
入
り
、
そ
の
会
の
中
で
神
学
を
修
め
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
ル
タ
ー
は
、
神
学
教
授
の
職
を
得
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
神
に
義
と
さ
れ
る
と
同

時
に
﹁
恵
み
の
神
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
神

学
探
究
と
相
容
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
贖し

ょ
く

宥ゆ
う

状
を
与
え
る
慣
習

へ
の
批
判
と
も
衝
突
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

１
５
１
７
年
10
月
31
日
に
贖
宥
状
の
売
買
に
つ
い
て
の
95
箇

条
の
提
題
を
公
表
し
た
の
ち
、
教
会
政
策
に
関
す
る
理
由
か
ら
、

１
５
１
８
年
の
10
月
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
隠
修
士
会
の
総
長

代
理
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
へ
の
服

従
の
誓
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
、
ル
タ
ー
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が
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
の
聖
書
講
義
の
後
任
と
な
っ
た
こ
と
だ
け

で
な
く
、
ル
タ
ー
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
神
学
研
究
や
１

５
１
２
年
の
博
士
号
取
得
も
、
み
な
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
の
強
い

後
ろ
盾
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
たは
。
１
５
１
４
年
に
は
、
修
道

会
の
管
区
の
助
任
司
祭
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
教
授
の
義
務
の

他
で
も
重
要
な
指
導
的
地
位
を
得
て
い
た
。
信
仰
の
み
に
よ
っ

て
人
は
神
に
義
と
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
神
の
恩
寵
を
得
る
と

い
う
改
革
の
洞
察
は
、
ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙
第
１
章
17
節
に

つ
い
て
の
深
い
思
索
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
正
確
な
日
付
に
つ
い
て
の
論
争
に
決
着
は
つ
い
て

い
な
い
。
そ
の
後
、
ル
タ
ー
の
神
学
の
幅
は
広
が
っ
て
い
く
。

ス
コ
ラ
神
学
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
論
駁
の
書
の
活
用
、
秘
蹟
へ
の
批
判
と
そ
れ
ら
の
洗
礼
と
聖

餐
へ
の
限
定
、１
５
２
０
年
の
﹃
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
﹄

に
お
け
る
﹁
キ
リ
ス
ト
者
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
あ
っ
て
自

由
で
あ
り
、
何
者
に
も
従
属
し
な
い
﹂
と
﹁
キ
リ
ス
ト
者
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
忠
実
な
僕し

も
べ
で
あ
り
、
何
者
に
も
従
属
す
る
﹂
と

い
う
弁
証
法
的
に
結
び
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
文
に
集
約
さ
れ
る

神
学
な
ど
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
彼
の
神
学
の
戦
い
や
教
会
と

の
戦
い
を
通
常
の
論
争
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
自

身
が
サ
タ
ン
に
対
す
る
福
音
の
黙
示
録
的
戦
い
の
只
中
に
あ
る

と
認
識
し
、
教
皇
を
反
キ
リ
ス
ト
と
み
な
し
て
い
たひ
。
こ
の
自

身
の
役
割
の
自
覚
に
お
い
て
、
自
身
の
宗
教
的
活
動
と
政
治
的

活
動
を
仏
法
の
最
後
の
時
代
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
の
中
に
置
い
て

い
た
日
蓮
と
ル
タ
ー
は
そ
う
遠
く
離
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

６
　
ル
タ
ー
の
主
要
関
心
事

　

人
が
神
に
義
と
さ
れ
る
の
は
、
神
の
恩
寵
と
神
へ
の
信
仰
の

み
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
人
間
自
身
の
功
績
に
よ
る
の
で
は
な

い
と
い
う
中
心
的
な
洞
察
に
準
じ
て
、
ル
タ
ー
は
基
本
的
に
次

の
問
題
を
探
究
し
た
。

①
人
文
主
義
的
な
関
心
と
並
行
し
て
、
ル
タ
ー
は
教
会
の
慣

習
よ
り
も
﹁
も
っ
と
古
い
﹂
権
威
の
名
の
下
に
当
時
の
教

会
の
形
式
を
批
判
し
た
。
こ
の
基
準
は
聖
書
の
み
に
よ
っ

て
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
後
の
進
展
の
要
所

要
所
に
お
い
て
聖
書
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
聖
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書
の
中
に
よ
り
古
い
伝
統
、
つ
ま
り
純
粋
で
よ
り
適
切
な

キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
実
践
を
見
出
し
た
。
彼
は
聖
書
の

証
言
と
両
立
し
な
い
当
時
の
実
践
の
諸
側
面
に
対
す
る
批

判
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
を
堅
持
し
た
。

②
﹁
聖
書
が
そ
れ
自
身
の
解
説
者
で
あ
る
﹂
と
い
う
原
理
。

も
し
ル
タ
ー
が
当
時
の
聖
書
解
釈
や
教
会
を
批
判
す
る
た

め
に
彼
自
身
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
神
の
啓
示
の
文
書
と

し
て
の
聖
書
を
用
い
る
な
ら
、
彼
の
聖
書
解
釈
は
同
時
代

の
重
要
な
権
威
た
ち
か
ら
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

公
会
議
や
教
皇
た
ち
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
き
た
教
会
の

教
え
は
不
可
謬
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
主
張

に
対
し
て
、
公
会
議
も
教
皇
も
間
違
い
得
る
と
し
て
対
抗

し
た
。
教
会
の
み
が
聖
書
を
解
釈
で
き
る
と
い
う
教
会
の

主
張
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
聖
書
と
は
啓
示
が
神
に
よ
っ
て

記
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
述
べ
て
、
神
学
的
に
異
議
を
唱

え
た
。
彼
の
主
張
は
﹁
聖
書
が
そ
れ
自
身
の
解
説
者
で
あ

る
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
聖
書
を
理
解
す
る
た
め
に
必

要
な
の
は
、
聖
書
の
内
在
的
な
解
釈
学
で
あ
っ
て
教
会
の

教
え
で
は
な
い
。
こ
の
原
理
は
次
の
問
題
を
導
く
。

③
﹁
一
人
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
が
解
釈
者
で
あ
る
﹂
と
い
う

原
理
。
も
し
聖
書
が
そ
れ
自
身
の
解
説
者
で
あ
る
の
で
あ

れ
ば
、
聖
書
を
注
意
深
く
読
み
、
聖
書
を
理
解
す
る
た
め

に
聖
霊
に
助
け
を
求
め
る
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、＂
そ

れ
ぞ
れ
独
立
に
＂
聖
書
の
文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
は
誰
も

が
解
釈
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
言
葉
は
、
人
為
的
な

位
階
秩
序
と
は
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
呼
び
か
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
こ
の
原
理
か
ら
万
人
祭

司
の
原
理
も
導
か
れ
る
。

④
聖
書
中
心
の
原
理
。
ル
タ
ー
自
身
が
聖
書
の
ど
の
文
書
も

そ
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要

で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈

学
は
文
献
学
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
ル

タ
ー
は
、
聖
書
に
は
聖
書
自
体
の
﹁
中
心
主
題
﹂
が
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
文
章
が
等
し
い
重
要
性
を
持
つ

わ
け
で
は
な
い
と
も
確
信
し
て
い
た
。
彼
が
総
合
的
な
原

理
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
は
、
旧
約
も
新
約
も
聖
書
は
そ

の
文
章
の
背
後
に
キ
リ
ス
ト
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
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と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
容

が
理
解
し
に
く
い
文
章
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

さ
ら
に
進
ん
で
﹁
暗
い
︵
理
解
で
き
な
い
︶﹂
部
分
は
、﹁
明

る
い
︵
理
解
で
き
る
︶﹂
部
分
の
光
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ

る
と
し
た
。

⑤
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
。
聖
書
解
釈
の
諸
原
理
は
ル
タ
ー
に

よ
っ
て
動
き
始
め
た
宗
教
改
革
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
利

用
に
つ
い
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
右
に
述
べ
た
よ

う
な
諸
原
理
か
ら
見
て
、
ル
タ
ー
が
聖
書
を
ド
イ
ツ
語
に

翻
訳
し
、
自
ら
読
む
に
し
て
も
他
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う

に
し
て
も
、
一
人
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
に
接
近
可
能
な
も

の
と
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
っ

た
。
宗
教
改
革
は
文
筆
の
新
し
い
形
式
の
創
出
と
普
及
の

大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
冊
子
、
説
教
、

檄
文
で
あ
る
。
教
育
は
改
革
派
諸
教
会
の
特
徴
と
な
り
、

礼
拝
は
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
ド
イ
ツ
語
、
他
の
地
域
で
は

他
の
言
語
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑥
精
神
的
な
影
響
。
ル
タ
ー
の
解
釈
の
原
理
が
社
会
的
に
も

た
い
へ
ん
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で

き
る
。
救
済
の
場
と
教
育
の
権
威
と
し
て
の
教
会
制
度
は

弱
ま
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
信
者
と
聖
書
の
関
係
や
理

解
の
独
立
性
は
、
個
人
化
を
大
き
く
推
し
進
め
た
。
フ
リ
ー

ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ラ
ー
フ
は
正
し
く
も
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
近
代
の
す
べ
て
の
個
人
化
の

推
進
の
始
ま
り
に
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
改
革
的

抗
議
に
根
を
持
つ
宗
教
的
主
体
性
文
化
が
あ
るふ
﹂。
学
問
的

研
究
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は

─

他
の
﹁
回
心
者
﹂
た
ち
同
様
に

─
自
分
自
身
の
思
想
の

来
歴
を
強
い
対
比
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た

と
く
に
自
身
と
教
会
︵﹁
教
皇
の
教
会
﹂︶
と
の
決
裂
を
、
純

然
た
る
聖
書
へ
の
洞
察
の
み
か
ら
生
じ
た
結
果
と
し
て
描

い
て
い
る
が
、
実
際
に
は
多
く
の
場
合
、
彼
は
教
会
に
関

わ
る
出
来
事
に
応
じ
て
行
動
し
た
。
ル
タ
ー
は
、
む
し
ろ

徐
々
に
進
ん
だ
彼
自
身
の
思
想
の
展
開
を
、
教
会
へ
の
対

処
と
同
様
に
歴
史
の
進
展
に
対
す
る
思
索
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
と
解
釈
せ
ず
に
、そ
の
過
程
を
短
期
的
な
﹁
突
破
口
﹂

と
し
て
狭
め
、
そ
の
＂
以
前
＂
と
＂
以
後
＂
を
際
立
た
せ

る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
るへ
。
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７
　
日
蓮
と
ル
タ
ー
を
対
話
さ
せ
る
試
み

　

ま
ず
日
蓮
と
ル
タ
ー
が
共
有
し
て
い
な
い
側
面
か
ら
始
め
よ

う
。
ル
タ
ー
の
生
涯
は
、
ま
ず
修
道
士
と
し
て
、
後
に
神
学
の

教
授
と
し
て
、
大
半
は
静
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
向
け
ら

れ
た
︵
と
き
に
物
理
的
な
︶
敵
対
心
の
た
め
に
、
ル
タ
ー
は
限
ら

れ
た
行
動
範
囲
し
か
持
た
な
か
っ
た
。
１
５
１
４
年
か
ら
最
期

の
１
５
４
６
年
ま
で
、
彼
は
つ
ね
に
学
者
と
し
て
働
い
た
。
ル

タ
ー
と
は
違
っ
て
日
蓮
は
当
局
に
迫
害
さ
れ
、
生
涯
の
あ
る
時

期
を
追
放
さ
れ
た
身
と
し
て
佐
渡
の
島
で
過
ご
し
、
幾
度
か
死

を
宣
告
さ
れ
も
し
た
。
支
配
権
力
の
誤
っ
た
信
念
と
日
本
の
人
々

や
自
然
災
害
や
政
治
的
命
運
と
の
間
に
日
蓮
が
見
た
業
の
直
接

的
つ
な
が
り
は
、
ル
タ
ー
に
は
な
じ
み
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。

ル
タ
ー
の
政
治
的
な
問
題
へ
の
介
入

─
農
民
戦
争
、
ウ
ィ
ー

ン
に
迫
る
オ
ス
マ
ン
帝
国

─
に
は
、
異
な
る
背
景
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
日
蓮
は
、
宗
教
共
同
体
を
、
中
世
後
期
の
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
国
家
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
扱

わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
有
力
な
領
主
た
ち
の
支
持
を
受
け
13

世
紀
の
間
に
ま
す
ま
す
勢
力
を
大
き
く
し
て
い
た
阿
弥
陀
仏
信

仰
と
彼
は
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
こ
に
こ
の
二

人
の
共
通
の
土
台
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
際
立
つ
点
と
し
て
、
中

心
的
な
聖
典
へ
の
関
心
で
あ
る
。
日
蓮
に
は
、
釈
迦
仏
の
優
位

と
法
華
経
が
あ
り
、
ル
タ
ー
に
は
、
教
会
の
す
べ
て
の
伝
統
の

上
に
立
ち
、
す
べ
て
の
文
章
の
背
後
に
キ
リ
ス
ト
を
見
出
す
と

の
原
理
で
解
釈
さ
れ
る
聖
書
が
あ
る
。
ま
た
、
阿
弥
陀
仏
信
仰

に
よ
っ
て
は
決
し
て
到
達
で
き
な
い
と
す
る
唯
一
絶
対
の
仏
へ

の
帰
依
を
日
蓮
は
説
き
、
教
会
の
伝
統
が
持
っ
て
い
た
様
々
な

逸
脱
を
ル
タ
ー
は
批
判
し
た
。
二
人
と
も
二
つ
の
段
階
を
経
て

い
る
。
出
家
や
修
道
士
と
し
て
宗
教
的
生
活
に
入
る
段
階
と
、

そ
の
生
活
が
も
た
ら
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
共
同
体
の
徹
底

的
な
分
析
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
、
自
身
が
本
質
的
な
も
の

と
み
な
し
た
も
の
へ
の
回
心
の
段
階
で
あ
る
。
そ
の
回
心
に
は
、

新
た
な
水
準
の
改
革
思
想
が
伴
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日

蓮
に
お
い
て
は
１
２
５
３
年
の
清
澄
寺
で
の
説
教
に
、
ル
タ
ー

に
お
い
て
は
１
５
１
７
年
か
ら
１
５
２
０
年
の
間
に
進
ん
だ
考

え
方
の
変
化
に
認
め
ら
れ
るほ
。
両
者
共
に
黙
示
録
的
な
思
想
の

影
響
を
受
け
て
お
り
、
確
信
に
溢
れ
、
言
語
能
力
の
才
に
恵
ま

れ
、
論
争
す
る
力
に
も
満
ち
て
い
た
。
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独
身
か
ら
結
婚
へ
、
つ
ま
り
教
会
の
最
初
の
﹁
牧
師
﹂
へ
の

道
は
、
日
蓮
は
進
ま
ず
、
天
台
宗
の
僧
と
し
て
の
規
則
に
死
ぬ

ま
で
従
っ
た
。
独
身
生
活
を
捨
て
た
僧
に
、
日
蓮
の
少
し
前
の

同
時
代
人
の
親
鸞
が
い
る
。
彼
は
寺
を
離
れ
、
結
婚
し
て
俗
人

と
僧
の
中
間
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
日
蓮
よ
り

も
親
鸞
の
方
が
し
ば
し
ば
ル
タ
ー
と
比
較
さ
れ
る
が
、
他
の
理

由
と
し
て
、
純
粋
な
信
心
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
恩
寵
に
与

あ
ず
か
る

と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
るま
。

日
蓮
に
お
い
て
も
、︵
浄
土
系
の
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
︶
真
実
の
仏

へ
の
信
仰
は
、
信
仰
者
の
業
の
結
果
に
と
っ
て
中
心
的
な
問
題

で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
親
鸞
に
お
い
て
も
、
称
名
念
仏
の
形
に

表
現
さ
れ
る
信
仰
は
、
信
仰
者
の
業
に
影
響
を
与
え
る
有
効
な

振
る
舞
い
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
恩
寵
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
罪
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
慈
悲
深

い
阿
弥
陀
仏
が
本
当
に
外
的
・
超
越
的
な
力
を
表
わ
し
て
い
る

の
か
、
人
間
の
内
的
な
力
が
外
在
化
さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い

る
の
か
、
疑
い
が
残
る
。
後
者
の
場
合
、
親
鸞
は
仏
教
の
本
来

の
思
想
か
ら
そ
う
遠
く
な
く
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
か
ら
は
離
れ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
上
の
仏
に
依
拠
す
る
日
蓮
の
方
が
、

よ
り
容
易
に
ル
タ
ー
の
対
話
の
相
手
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
比
較
に
お
い
て
は
、
不

確
か
な
＂
歴
史
の
比
較
可
能
性
＂
に
ま
つ
わ
る
数
多
く
の
解
釈

上
の
障
害
を
無
視
し
て
、
ご
く
わ
ず
か
に
選
ば
れ
た
特
徴
の
み

が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
化
的
に

も
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
文
脈
の
異
な
る
二
つ
の
世
界
全
体

に
つ
い
て
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
過
去
に
対
す
る
よ
り
包
括

的
な
見
通
し
を
可
能
に
し
、
現
在
に
お
け
る
異
文
化
間
と
宗
教

間
の
交
流
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
対
話
と
な
り
う
る
叙
述
を

あ
え
て
用
い
た
の
で
あ
る
。

※
原
文
は
ド
イ
ツ
語
。
執
筆
者
か
ら
提
供
さ
れ
たA

ndrea Ehlers

氏

に
よ
る
英
訳
か
ら
邦
訳
し
た
。［　

］
は
訳
注
。

注︵
１
︶
以
下
を
参
照
。Jürgen O

sterham
m

el, D
ie Verw

andlung der 
W

elt-eine G
eschichte des 19. Jahrhunderts, M

ünhen 2011 , 
Introduct ion. 

オ
ス
タ
ー
ハ
ン
メ
ル
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の

懐
疑
主
義
に
対
し
て
、
歴
史
記
述
の
最
終
的
︵conclusive

︶
解
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釈
を
容
易
に
す
る
た
め
、
意
図
的
に
﹁
支
配
的
な
語
り
﹂︵m

as-
ter narrative

︶
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。

︵
２
︶
以
下
を
参
照
。G

eorge Sansom
, A H

istory of Japan to 1334 , 
R

utland/Tokyo: Tuttle 1974  (1963 ), 139 -177 .

︵
３
︶
以
下
を
参
照
。O

liver Freiberger/C
hristoph K

leine, Buddhis-
m

us. H
andbuch und K

ritische Einführung, G
öttingen 2011 , 

151 .

︵
４
︶W

ilhelm
 G

undert, Japanische Religionsgeschichte, Stuttgart 
1943  (Tokyo 1935 ), 82 .

︵
５
︶
以
下
を
参
照
。C

hristoph K
leine, D

er Buddhism
us in Japan, 

Tübingen 2011 , 232 . ［
本
論
文
執
筆
者
に
よ
る
英
訳
に
基
づ

く
］

︵
６
︶
以
下
の
文
献
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。Yukio M

atsudo, N
ichiren, 

der Ausübende des Lotos-Sūtra, N
orderstedt: B

ooks on D
e-

m
and 2004 , 48 . 

日
蓮
自
身
に
よ
る
伝
記
的
文
書
は
彼
の
最
も

重
要
な
弟
子
・
日
興
に
渡
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

︵
７
︶M

atsudo 2004 , 48 f.

︵
８
︶
佐
渡
御
書
に
は
﹁
日
蓮
今
生
に
は
貧
窮
下
賤
の
者
と
生
れ
旃
陀

羅
が
家
よ
り
出
た
り
﹂︵﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会

９
５
８
頁
︶、
佐
渡
御
勘
気
抄
に
は
﹁
日
蓮
は
日
本
国
・
東
夷
・

東
条
・
安
房
の
国
・
海
辺
の
旃
陀
羅
が
子
な
り
﹂︵
同
８
９
１

頁
︶
と
あ
る
。

︵
９
︶
以
下
を
参
照
。The Soka G

akkai D
ictionary of Buddhism

, 
Soka G

akkai, Tokyo, 2002 , 439 .

︵
10
︶
以
下
を
参
照
。M

argareta von B
orsig, Leben aus der Lotos-

blüte. N
ichiren Shōnin: Zeuge Buddhas, K

äm
pfer für das 

Lotos-G
esetz, Prophet der G

egenw
art, Freiburg i.B

r. 1976 , 
42 .

︵
11
︶von B

orsig 1976 . 

42
頁
以
下
を
参
照
。

︵
12
︶M

atsudo 2004

、
65
頁
以
下
を
参
照
。M

atsudo

は
日
蓮
の
妙
法

比
丘
尼
へ
の
返
事
を
示
し
て
い
る
が︵The W

ritings of N
ichiren 

D
aishonin, Soka G

akkai, Tokyo 1999 , 1105 f.

︶、
そ
の
中
に

は
言
及
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。［
訳

注
：
こ
れ
は
お
そ
ら
く
妙
法
比
丘
尼
御
前
御
返
事
と
妙
法
尼
御

前
御
返
事
と
の
混
同
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
原
注
に
示
さ
れ
て
い

る
英
訳
は
前
者
。
後
者
の
英
訳
は The Im

portance of the M
o-

m
ent of D

eath, The W
ritings of N

ichiren D
aishonin volum

e 
II, Soka G

akkai, Tokyo 2006 , 759 ff. 

し
か
し
出
家
の
決
意
と

の
関
連
は
後
者
に
も
明
確
な
言
及
は
な
い
］

︵
13
︶D

ictionary of Buddhism
 2002 , 

４
３
９
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

︵
14
︶
以
下
を
参
照
。M

atsudo 2004 , 90 .

︵
15
︶
以
下
を
参
照
。M

asaharu A
nesaki, N

ichiren the Buddhist 
Prophet, C

am
bridge: H

arvard U
niversity Press 1949 , 34 .

︵
16
︶
以
下
を
参
照
。von B

orsig 1976 , 64 f. ; M
atsudo 2004 , 89 -92 ; 

A
nesaki 1949 , 33 -35 .

︵
17
︶The D

aim
oku of the Lotus Sutra, in: The W

ritings, 141 -154 , 
141 . ﹁

正
直
捨
方
便
の
法
華
経
に
は
﹁
信
を
以
て
入
る
こ
と
を

得
﹂
と
云
い
雙
林
最
後
の
涅
槃
経
に
は
﹁
是
の
菩
提
の
因
は
復

無
量
な
り
と
雖
も
若
し
信
心
を
説
け
ば
則
ち
已
に
摂
尽
す
﹂
等

云
々
。
そ
れ
仏
道
に
入
る
根
本
は
信
を
も
て
本
と
す
五
十
二
位
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の
中
に
は
十
信
を
本
と
す
十
信
の
位
に
は
信
心
初
め
な
り
﹂︵
法

華
経
題
目
抄
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
９
４
０

頁
︶。

︵
18
︶
同
、The W

ritings, 148 . ﹁
仏
は
大
雲
の
如
く
・
説
教
は
大
雨
の

如
く
・
か
れ
た
る
が
如
く
な
る
草
木
を
一
切
衆
生
に
譬
え
た

り
、
仏
教
の
雨
に
潤
い
五
戒
十
善
禅
定
等
の
功
徳
を
修
す
る
は

花
さ
き
菓
な
る
が
如
し
﹂︵
法
華
経
題
目
抄
﹃
日
蓮
大
聖
人
御

書
全
集
﹄
創
価
学
会
９
４
６
頁
︶

︵
19
︶“ O

n Establishing the C
orrect Teaching for the Peace of the 

Land,”  the W
ritings, 6 -32 .

︵
20
︶The W

ritings, 6 . ﹁
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
天
変
地
夭
・
飢

饉
疫
癘
・
遍
く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
迸は

び
こる
牛
馬
巷
に
斃
れ

骸
骨
路
に
充
て
り
死
を
招
く
の
輩

と
も
が
ら
既
に
大
半
に
超
え
悲
ま
ざ
る

の
族や

か
ら
敢
て
一
人
も
無
し
﹂︵
立
正
安
国
論
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書

全
集
﹄
創
価
学
会
17
頁
︶

︵
21
︶The W

ritings, 8 . ﹁
大
集
経
に
云
く
﹁
仏
法
実
に
隠
没
せ
ば
鬚
髪

爪
皆
長
く
諸
法
も
亦
忘
失
せ
ん
、
当
の
時
虚
空
の
中
に
大
な
る

声
あ
つ
て
地
を
震
い
一
切
皆
遍
く
動
か
ん
こ
と
猶
水
上
輪
の
如

く
な
ら
ん
・
城
壁
破
れ
落
ち
下
り
屋お

く

宇う

悉
く
圮や
ぶ

れ
坼さ

け
﹂﹂︵
立

正
安
国
論
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
18
頁
︶

︵
22
︶
以
下
を
参
照
。The Postscript to O

n Establishing the C
orrect 

Teaching for the Peace of the Land, The W
ritings, 31  :

︵
立

正
安
国
論
奥
書
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
33
頁
︶; 

M
atsudo 2004 , 96 f.

︵
23
︶﹁
私
は
、
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
の
意
識
的
な
離
反
と
そ
の
教
会
法

の
法
的
基
礎
と
の
断
絶
を
通
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
＂
宗
教
改

革
＂
と
い
う
も
の
を
、
都
市
と
領
地
の
文
脈
に
お
け
る
教
会
の

本
質
の
認
識
の
過
程
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
部
分
的

に
は
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
公
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
行
為
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
過
程

を
主
導
し
あ
る
い
は
付
随
し
た
い
わ
ゆ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
、
こ
れ
ら
の
過
程
に
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
結
び

つ
い
た
帝
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
・
領
地
・
地
方
に
お
け
る

様
々
な
段
階
と
レ
ヴ
ェ
ル
で
起
こ
っ
た
政
治
的
、
法
的
、
軍
事

的
闘
争
で
あ
る
。
ゆ
え
に
＂
宗
教
改
革
＂
と
は
何
よ
り
も
一
つ

の
過
程
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
神
学
の
展
開
に
お
け
る
ル
タ
ー

の
神
学
的
洞
察
を
示
す
も
の
で
な
い
⋮
⋮
﹂［
本
論
文
執
筆
者

自
身
に
よ
る
英
訳
よ
り
］︵Thom

as K
aufm

an, G
eschichte der 

Reform
ation, Frankfurt a.M

./Leipzig 2009 , 22

︶.

︵
24
︶K

aufm
an 2009 , 128 .

︵
25
︶Luther

と
はLuder

と
い
う
名
の
別
形
で
あ
る
。

︵
26
︶
以
下
を
参
照
。O

tto H
erm

ann Pesch, H
inführung zu Luther, 

M
ainz: G

rünew
ald 1982 ; K

aufm
an 2009 , 130 f.

︵
27
︶
以
下
を
参
照
。Volker Leppin, M

artin Luther, D
arm

stadt: 
W

iss. B
uchgesellscha ft 2006 ; D

ietrich K
orsch/Volker Leppin 

(eds.), M
artin Luther – Biographie und Theologie, Tübin-

gen: M
ohr Siebeck 2010 ; Volker Leppin, M

artin Luther, in: 
M

arkus V
incent (eds.), M

etzler Lexikon C
hristlicher D

enker, 
Stuttgart/W

eim
ar: M

etzler 2002 , 446 -451 . 

︵
28
︶Friedrich W

ilhelm
 G

raf, D
er Protestantism

us, in: H
. Joas/K

. 
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W
iegandt (eds.), Säkularisierung und die W

eltreligionen, 
Frankfurt a.M

. 2007 , 78 -124 , 99 . 

本
文
右
に
述
べ
た
六
つ
の
特

徴
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
従
っ
て
い
る
。H

enning 
W

rogem
ann, Eine islam

ische “ R
eform

ation” ? – Islam
ische 

D
ebatten um

 R
eligion und Zivilgesellschaft und die Frage 

der Schriftherm
eneutik, in: M

ichael B
iehl/U

lrich D
ehn, Re-

form
ationen – M

om
entaufnahm

en aus einer globalen Be-
w

egung, H
am

burg 2015 , 157 -172 , here 159 -161 .

︵
29
︶
以
下
を
参
照
。K

aufm
ann 2009 , 131 f.; Leppin 2000 , 447 .

︵
30
︶
私
は
こ
こ
で
敢
え
て
ル
タ
ー
が
１
５
１
７
年
10
月
31
日
に
贖
宥

状
の
販
売
に
関
す
る
95
箇
条
の
提
題
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の

教
会
の
扉
に
貼
り
出
し
た
と
い
わ
れ
る
事
件
に
は
言
及
し
な
か

っ
た
。
こ
の
事
件
の
史
実
性
に
つ
い
て
は
ま
だ
論
争
の
余
地
が

あ
る
し
、
ル
タ
ー
の
改
革
思
想
の
内
実
の
真
の
焦
点
と
見
る
よ

り
も
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
よ
り

正
確
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

︵
31
︶Tatsuo O

guro, D
er Rettungsgedanke bei Shinran und Luther 

– eine religionsvergleichende U
ntersuchung, H

ildesheim
: 

O
lm

s 1985 ; M
artin K

raatz (ed.), Luther und Shinran – Eck-
hart und Zen, K

öln: B
rill 1989 ; Jan van B

ragt, B
uddhism

us, 
Jō do Shinshū , C

hristentum
. Schlägt Jō do Shinshū  eine 

B
rücke zw

ischen B
uddhism

us und C
hristentum

?, in: Elisa-
beth G

össm
ann/G

ünter Zobel (eds.), D
as G

old im
 W

achs 
(C
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