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正

晃

一

印
度

の
浄
土
思
想
と
信
仰
は
、
漢
魏
晋
六
朝
の
時
代
を
通
じ
て
、
大

乗
仏
教

の
伝
来
と
と
も
に
各
種
の
浄
土
経
論
に
漢
訳
さ
れ
、

そ
の
研
究

と
成
果
が
教
学
的
体
系
を
整
え
る
階
唐
時
代
に
な
つ
て
、
中
国
に
お
け

る
浄
土

の
解
明
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
唐
宋

の
各
時
代
に
現
れ
た
道
緯
、
善
導
、
懐
感
、
遵
式
、
元
照
な
ど
の
浄
土

章
疏
で
あ
つ
た
。

こ
れ
ら
は
言
わ
ぱ
中
世
に
お
け
る
浄
土
の
中
国
的
受

容
の
解
明
と
見
倣

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
近
世
の
中
国
的

(
1
)

展
開
の
実
体

で
は
な
か
つ
た
。
こ
と
に
不
立
文
字
、

教
外
別
伝
を
標
榜

す
る
祖
師
禅
は
、
晩
唐
か
ら
五
代
に
か
け
て
南
北
二
宗
か
ら
五
家
七
宗

へ
の
発
達
に
伴
な
い
、
教
学
を
中
心
と
す
る
諸
宗
派

と
の
対
立
と
な

り
、
遂
に
は
浄
土
を
問
題
と
し
て
、
籍
教
悟
宗
を
宗
風
と
す
る
如
来
禅

と
対
決
し
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
禅
浄
習
合
の
形
態
を
と
る
こ
と
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
祖
師
禅

の
新
し
い
動
向
は
、
浄
土
の
近
世

的
受
容

の
実
体
を
解
明
す
る
面
か
ら
、
な
お
検
討

す

べ
き
も

の
が
あ

り
、
と
り
わ
け
禅
浄
習
合

の
形
態
に
つ
い
て
も
、
五
代
の
永
明
延
寿

の

思
想
と
行
動
に
結
び
つ
け
て
考
察
す
べ
き
も

の
が
あ
る
と
思
う
。

二

中
国
仏
教
史
上
、
実
際
に
禅
と
浄
土
が
結
合
し
、
禅
浄
双
修

の
形
態

を
も
つ
て
顕
著
に
実
践
さ
れ
た
の
は
、
宋
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
る
に
そ
の
相
関

の
風
潮
は
、
唐
代
に
新
し
く
教
団
を
形
成
し
た
禅
宗

の
四
祖
道
信
、

五
祖
弘
忍

の
師
弟
と
そ
の
門
下

に
胚
胎
し
た
と
見
ら
れ

る
。
浄
覚

の
撰
し
た
樗
伽
師
資
記
に
よ
れ
ば
、
道
信
の
思
想
は
天
台
止

観
の
影
響
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
仏
心
を
知

る
た
め
の
五
種

の
禅
要

を
説
く
に
あ
た
つ
て
、
観
経
の
是
心
是
仏
の
説
を
引
証
し
、
そ
の
仏
心

の
実
践
的
体
得
の
手
段
と
し
て
、
文
殊
般
若
経

の

一
行
三
昧

(念
仏
即

念
心
)
を
依
用
し
、
独
自
の
念
仏
禅
を
提
唱
し
た
。
ま
た
弘
忍
は
そ

の

修
心
要
論

(最
上
乗
論
)
に
、
初
心
者
が
坐
禅
を
学
ぶ
に
際
し
て
観
経
に

(2
)

よ
る
観
法

(日
想
観
)
を
用
い
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
坐
禅
の
中
に
こ
う

し
た
観
法
を
功
夫
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
守
真

心
を
完
う
し
よ
う
と
す
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る
と
こ
ろ
は
師
道
信
の
思
想
禅
風
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

思
う
に
こ
う
し
た
観
経
に
よ
る
観
法
が
坐
禅
法
と
し
て
初
心
者
の
た

め
に
説

か
れ
た
の
は
、
羅
什
、
達
摩
多
羅
以
来
さ
か
ん
に
伝
訳
さ
れ
た

禅
経
典

に
、
五
停
心
観
の
中
の
念
仏
観
が
と
く
に
重
要
な
観
法
と
し
て

取
り
あ

げ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
類
す
る
観
経
の
中
に
観
無
量
寿
仏
法

が
有
力
に
な
つ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
場

合
に
は
初

心
者
も
し
く
は
機
根
怯
弱
の
者
が
入
禅
の
た
め
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

中
唐

の
法
照

・
飛
錫
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
四
川
省
成
都
の
近
接
地
方

で
は
、

弘
忍
門
下
か
ら
分
出
し
た
智
読
の
門
流
に
あ
た
る
処
寂

・
無
相

の
一
派

あ
る
い
は
宣
什
の
法
系
が
伝
え
弘
め
た
と
い
う
南
山
念
仏
門
禅

宗
に
お
い
て
、
引
声
念
仏
が
さ
か
ん
に
流
行
し
て
い
る
。
暦
代
法
宝
記

や
宗
密

の
円
覚
経
大
疏
砂
三
ノ
下
に
伝
え
ら
れ
る
浄
衆
寺
無
相
の
大
衆

教
化
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
ま
ず
初
め
に
引
声
念
仏
を
称
え
さ
せ
、

一
気

を
尽
し
て
念
じ
、
声
を
絶
ち
念
を
停
め
て
の
ち
、
無
念
の
境
地
に
入
ら

し
め
、

心
外
の
仏
を
心
中
に
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ

つ
た
。

こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
北
宗
禅
系
統
に
お
い
て
、
観
経
に
よ
る
坐
禅

観
法
と
し
て
、
観
想
念
仏
も
し
く
は
称
名
念
仏
を
摂
取
す
る
に
至
つ
た

こ
と
は
、
恰
も
こ
の
こ
ろ
に
慈
慰
三
蔵
の
流
れ
を
く
む
法
照
や
飛
錫
が

念
仏
三
昧

を
以
て
無
上
深
妙
禅
門
な
り
と
し
て
、
頻
り
に
念
禅

三
致
双

修
を
説

き
、
五
会
念
仏

(高
声
念
仏
)
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ

て
、
や

が
て
禅
浄
習
合
の
形
態
を
と
る
べ
き
要
因
と
必
然
性
を
胚
胎
し

て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
唐

の
開
元
天
宝
以
来
、
浄
土
教
の
思
想
と
信
仰
に
対
し
正

面
か
ら
批
判
論
難
を
加
え
た
の
は
、
主
に
神
秀

一
派
の
北
宗
禅

で
あ
つ

た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
秀
の
観
心
論
に
、
経
に
至
心
に
念
仏
す

れ
ば
必
ら
ず
解
脱
を
得
る
と
説
い
て
い
る
の
は
、
心
に
仏
を
正
念
す
る

こ
と
で
あ

つ
て
、
念
と
諦
と
は
懸
か
に
異
な
り
、

口
に
仏
名
を
諦
す
る

が
如
き
は
、
徒
念
、
虚
切
、
邪
道
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
、
念
は
心
念
で
あ

(3
)

つ
て
声
に
あ
ら
ず
、
相
に
執
着
し
て
理
を
求
め
る

の
を
排
斥
し
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
善
導
ら
の
念
声
是

一
あ
る
い
は
廃
観
立
称
の
説
を
論
難
攻
撃

す
る
も
の
で
あ

つ
た
。
然
る
に
こ
う
し
た
浄
土
往
生
の
念
仏
に
対
す
る

排
撃
は
、
ま
た
当
時
の
禅
宗

一
般
の
所
説
と
し
て
、
慧
能
系
統
の
南
宗

禅

の
主
張
に
も

一
致
す
る
も
の
が
あ

つ
た
。
六
祖
壇
経
の
疑
問
第
三
に

よ
れ
ば
、
「但
心
清
浄
即
是
自
性
」
と
言
い
、
維
摩
経
の
心
浄
則
土
浄
の

説
に
も
と
づ
き
、
直
ち
に
心
性
を
看
了
す
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
浄
土

で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
を
求
め
る
が
如
き

は
凡
愚
迷
人
の
な
す
こ
と
で
あ
り
、
禅
者
悟
人
に
と
つ
て
は
要
な
き
こ

と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
慈
慰
を
は
じ
め
法
照

・

飛
錫

・
延
寿
な
ど
は
、
こ
れ
ら
禅
宗
徒
の
主
張
は
浄
土
往
生
の
念
仏
の

本
意
を
誤
解
し
て
い
る
と
批
判
し
、
偏
禅
を
い
ま
し
め
、
事
理
双
修
を

勧
め
た
が
、
な
か
で
も
法
眼
禅
の
正
嫡
た
る
延
寿
は
、
禅
浄
双
修
の
形

態
を
も
つ
て
顕
著
に
実
践
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ

つ
た
の
で
あ

る
。

祖

師
禅
と

浄
土
教

(
中

山
)

 
二
六
七
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山
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二
六
八

三

永
明
延
寿
の
代
表
的
著
作
た
る
宗
鏡
録
百
巻
が
大
乗
経
論
六
十
余
部

と
印
度
中
国
の
聖
賢
三
百
家
の
言
を
綜
合
し
、
天
台
華
厳
法
相
三
宗
の

教
学
な
ら

び
に
禅
浄
と
の
融
合
を
企
て
て
、
唯
心
の
教
旨
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
鑑
の
釈
門
正
統

(巻
八
)
に
明
記
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
宗
鏡
録
巻
二
十
九
に
よ
れ
ば
、
延
寿
が
宗
と
な
す

一
心

は
、
華
厳

の
五
教
判
に
も
と
つ
く
万
有
を
総
該
す
る
円
教
の
一
心
で
あ

り
、
こ
れ

は
清
涼
澄
観
や
圭
峰
宗
密
の
教
禅

一
致

の
思
想
を
承
け
た
も

の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
澄
観
や
宗
密
の
思
想
は
教
禅

一
致
に
あ
る
と
言

つ
て
も
、

あ
く
ま
で
華
厳
の

二
心
を
第

一
義
と
し
、

こ
の

三
心
の
中
に

万
法
を
統
摂
す
る
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
の
教
判
に
お
い
て
禅
は
華
厳
を

中
心
と
す
る
教
内
に
数
え
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ゆ
え

延
寿
は
宗
密

の
影
響
を
受
け

つ
つ
も
、

こ
れ
を
不
満
と
し
て
祖
師
禅
の

伝
統
を
つ
ぐ
立
場
か
ら
、
法
相
、

起
信
、
華
厳
な
ど
に
説
く

一
心
を
榜

伽
経
の
如
来
蔵
唯
心
の
義
に
統
摂
し
、
 
一
心
為
宗
の
要
理
を
以
て
諸
宗

融
合
の
統

一
見
解
を
立
て
た
も
の
で
、
こ
の
唯
心
の
教
学
が
実
践
に
移

さ
れ
て
万
善
同
帰
と
な
り
、
事
理
双
修
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
延
寿
の
万
善
同
帰
集
三
巻
は
、
従
来
教
学
を
中
心
と
す
る
諸

宗
派
が
相
反
す
る
思
想
と
し
て
争

つ
て
き
た
も
の
を

一
元
化
し
、
戒
定

慧
の
三
学

を
以
て
実
践
仏
教

へ
の
綜
合
帰

三
化
を
は
か
つ
た
も
の
で
あ

る
が
、
嘗

て
は
法
眼
禅
の
正
嫡
た
る
延
寿
が
天
台
山
に
お
い
て
二
本
の

圓
を
作

つ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
も
、
要
は
万
善

の
帰

一
を
求
め
た
の
に

外
な
ら
な
か
つ
た
。
延
寿
は
万
善
同
帰
集
下
巻
に

一
代
仏
教
に
お
け
る

す
べ
て
の
菩
薩
行
を
分
け
て
十
義
と
な
し
、
理
事
双
修

・
権
実
双
行

・

二
諦
井
陳

・
性
相
融
即

・
体
用
自
在

・
空
有
相
成

・
正
助
兼
修

・
同
異

一
際

・
修
性
不
二

・
因
果
無
差

の
十
門
を
立
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
当
時

の
禅
宗
失
意
の
徒
が
唯
だ
理
に
執
し
て
事
に
迷
い
、
ま
た
教
家

の
人
が

唯
だ
事
に
執
し
て
理
に
迷
つ
て
い
る
の
を
見
て
、
両
者
と
も
偏
見
に
堕

す
る
も
の
と
な
し
、
理
事
合
行

・
禅
浄
双
修
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

舷
に
お
い
て
延
寿
は
こ
の
中
で
最
も
重
要
な
理
と
事
の
関
係
を
禅
と
浄

土
の
関
係
に
結
び
つ
け
、
禅
と
念
仏
の
双
修
を
勧
め
た
の
が
参
禅
念
仏

(
4
)

四
料
棟
偶
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち

「
有
禅
無
浄

土
、
十
人
九
蹉
路
、
陰

境
若
現
前
、
瞥
爾
随
他
去
。
無
禅
有
浄
土
、
万
修
万
人
去
、
但
得
見
弥

陀
、
何
愁
不
開
悟
。
有
禅
有
浄
土
、
猶
如
戴
角
虎
、
現
世
為
人
師
、
来

生
為
仏
祖
。
無
禅
無
浄
土
、
鉄
床
井
銅
柱
、
万
劫
与
千
生
、
没
個
人
依

帖
」
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
延
寿
が
と
く
に
有
禅
有
浄
土
を

離
る
べ
か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
、
禅
浄
双
修
を

勧
め
た
根
拠
は
、
た
と
い
転
迷
開
悟
す
る
と
い

つ
て
も
禅
に
は
な
お
退

堕
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
、
そ
れ
よ
り
も
仏
願
力
の
加
被
に
ょ

つ
て
速
や
か
に
生
死
を
は
な
れ
、
見
仏
し
て
不
退
の
位
を
得
れ
ば
、
こ

れ
に
理
性
を
明
か
す
禅
を
加
え
て
虎
角
の
如
く
、
現
世
に
は
禅
智
を
得

て
人
天
の
師
と
な
り
、
来
世
に
は
念
仏

の
功
徳
に
よ
つ
て
仏
祖
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
浄
土
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
宗
鏡
録
巻
十
七
に

「
心
外
無

仏
自
心
是
仏
」
と
言
つ
て
本
性
弥
陀
唯
心
浄
土
を
説
き
な
が
ら
、
し
か

も
本
願
功
徳
力
を
認
め
て
、
有
縁
の
時
機
正
合
す
る
と
き
、
去
あ
り
来

あ
り
と
し
た
。
し
た
が
つ
て
万
善
同
帰
集
上
巻
に
も
、
と
く
に
自
力
に

堪
え
ざ
る
根
機
怯
弱

の
衆
生
は
他
力
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
旨
を
強
調

し
、
末
世
に
お
け
る
時
機
相
応
の
法
と
し
て
は
ま
さ
に
浄
土
の
二
門

こ

そ
通
入
す

べ
き
路
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
る
。

こ
と
に
念
仏
の
実
修
に

つ
い
て
は
、
諸
経
を
引
い
て
声
の
価
値
を
説
き
、
懐
感

の
群
疑
論
や
飛

錫
の
念
仏
三
昧
宝
王
論
を
取
り
あ
げ
て
高
声
念
仏
に
そ
の
三
昧
を
成
就

す
る
功

の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
理
に
即
し
た
事
の
方
面
か
ら

称
名
念
仏
を
修
し
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
説
し
て
い
る
。

 

こ
の
よ
う
に
延
寿
は
唯
心
の
教
学
を
根
抵
と
し
て
理
事
合
行

・
禅
浄

双
修
を
説
く
と
と
も
に
、
理
に
即
し
た
事
の
方
面
か
ら
称
名
念
仏
を
修

し
、
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
が
、
ま
た
と
く
に
高

声
念
仏
を
策
励
し
、
而
も
万
行
を
廃
す
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
を
廻
向
し

て
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
の
が
正
し
き
禅
定
で
あ
り
、

こ
れ
が
聖
教
に

契
合
し
た
仏
の
禅
定
で
あ
る
と
し
て
、
禅
定
と
称
名
念
仏
の

一
致
双
修

を
説
く
と

こ
ろ
は
彼
延
寿
の
禅
浄
融
合
の
思
想
に
お
け
る
根
本
的
立
場

を
示
す
も

の
で
あ
つ
た
。

四

我
国
の
法
然
上
人
源
空
は
、
中
国
の
浄
土
教
を
三
流
に
藪
別
し
て
偏

依
善
導
の

一
流
を
撰
択
す
る
立
場
を
と
つ
た
。

こ
の
こ
と
が
我
国

の
浄

土
教
信
仰
が
二
者
択

二
の
純
粋
化
の
一
路
を
た
ど
り
、
浄
土
宗
か
ら
諸

派
に
分
裂
し
て
い
く
傾
向
を
と
り
、
中
国
の
浄
土
教
が
宋
代
以
後
蓮
社

と
し
て
、
諸
宗
の
実
践
行
儀
と
し
て
諸
宗
の
中
に
融
合
し
て
い
く
大
き

な
分
岐
点
と
な
つ
て
い
る
。

延
寿
の
浄
土
思
想
は
、
そ
の
著
万
善
同
帰
集
に
し
ば
し
ば
浄
土
慈
悲

集
を
引
い
て
、
禅
浄
融
合

・
諸
行
往
生
の
論
旨
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、

唐
の
慈
慰
三
蔵
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ

つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
彼
延
寿
は
、
宗
鏡
録
に
お
い
て
、
天
台
、
華
厳
、
法
相
な
ど
の
各

宗
教
学
と
の
融
合
を
企
て
て
い
る
が
、

こ
れ
は
階
唐
諸
宗
派
の
分
立
が

戒
定
慧
の
三
学
に
よ
つ
て
実
践
仏
教

へ
と
綜
合
帰

一
化
さ
れ
て
い
く
時

代
の
推
移
に
応
え
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
諸
宗
融
合
の
統

一
的
見
解
が

や
が
て
近
世
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
時
代
思
潮
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ

れ
は
教
禅

一
致

・
禅
浄
融
合

・
諸
行
往
生
の
思
想
教
学
が
仏
教
で
説
く

さ
ま
ざ
ま
の
実
践
行
儀
に
優
劣
是
非
の
価
値
判
断
を
く
だ
さ
ず
、

こ
れ

ら
す
べ
て
を
浄
土
往
生
の
実
践
行
儀
と
し
て
み
と
め
て
い
く
と
こ
ろ
に

浄
土
教
が
諸
宗

の
実
践
行
儀
と
し
て
禅
教
律
の
三
宗
に
共
通
す
る
基
盤

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

1
 
小
川
貫
弍
教
授

「浄
土
」
の
シ
ナ
的
受
容
の
問
題

(
『仏
教
文
化
史
研

究
』
所
収
)

2

敦
(煙
出
土
修
心
要
論

(『禅
思
想
史
研
究
』
第
二
・
三
二
〇
頁
所
載
)

3
「
観

心
論
」
(「校
刊
少
室
逸
書
解
説
」
附
録
・
第
二
篇

・
二
二
四
頁
)

4
「
浄

土
指
帰
」
巻
上

・
法
相
門
第
三
、
永
明
料
棟

祖
師
禅

と
浄

土
教

(
中

山
)
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