
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

日
蓮

に
お
け

る

「病
」
と

「臨
終
」

二
四
六

野

口

真

澄

古
代

よ
り
現
代
に
至
る
ま
で
普
遍
的
に
存
在
し
て
き
た

「病
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

・
社
会

・
宗
教

・
文
化
な
ど
の
価

値
観

の
も

と

で

は
、
多
様
な
意
味
に
捕
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
日
蓮

に
限

っ
て
み
て
も
、

「病
」

は
い
く

つ
か
の
意
味

に
お
い
て
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
本
稿
で
は

「臨
終
」
、
す
な
わ
ち
死
に
至
る

「
病
」
、
死

へ

の

「
な
げ
き
」
と
し
て
の

「病
」、
と
い
う
点
に
的

を
絞

り
、
日
蓮
の

消
息
に
よ
る
檀
越
教
化
に
お
い
て
、
そ
れ
が
い
か
に
克
服
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

病
者

に
対
す
る
日
蓮

の
教
導
の
根
本
は
、
法
華
経
に
帰
す
る
こ
と
に

よ
る
宗
教
的
な
救
済
が
示
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
説
き
方

は
、
相
手
の
信
仰
の
あ
り
方
や
、
病
状
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
延
命
の
希
望
が
あ
る
場
合
と
、
ま
さ
に
臨
終
の

迫

っ
た
場
合
の
説
き
方
に
注
意
し
て
つ
ぎ

に
確
認
し
て
み
た
い
。

①
富
城
尼

へ
の
教
導
を
通
し
て

有
力

檀
越
の

一
人
で
あ
る
富
城
常
忍
の
夫
人
で
あ
る
富
城
尼
は
、
病

に
際
し
て
日
蓮
の
教
導
を
受
け
て
い
る
。
文
永

一
二
年
二
月
七
日
の
富

城
尼
宛
の
消
息

(『可
延
定
業
御
書
』
昭
和
定
本
八
六
一
～
四
頁
)
で
は
、
法

華
経

へ
の
帰
依
、
医
術
に
よ
る
治
療
、
法
華
経
に
よ
る
祈
疇
と
、
治
病

の
方
策
が
多
方
面
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。
富
城
尼
に
と

っ
て
死
に
至
る

恐
れ
が
あ
る
病
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
延
命

・
延
寿
が
強
調

し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
し
、
約

一
年
後
の
建
治
二
年
三
月

二
七
日
の
消
息

(『富
城
尼
御
前
御
書
』
昭
和
定
本
一
一
四
七
～
九
頁
)
に
至

る
と
、
病
は
な
お
も
快
癒
せ
ず
、
死

へ
の
な
げ
き
が
深
ま
っ
た
こ
と
が

伺
わ
れ
る
。
ま
ず
始
め
に
、
文
永

一
二
年
の
消
息
と
同
様
に
医
術
に
よ

る
治
療

(灸
治
)
と
、
法
華
経

へ
の
帰
依
が
勧
奨
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、

こ
の
教
導
に
続
き

「な
げ
き
の
出
で
来
る
と
き
は
」
と
て
、
病
に
よ
る

死
の
な
げ
き

・
臨
終
の
心
構
え
が
教
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
異
国
警

固
番
役
に
動
員
さ
れ
た
人
々
が
蒙
古
の
責
め
を
受
け
る
様
子
を
示
し
、

こ
れ
を
法
華
経

の
行
者
日
蓮
を
理
由
も
な
く
迫
害
し
た
た
め
に
十
羅
刹

女
の
責
め
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
華
経

陀
羅
尼
品
で
、
十
羅
刹
女
が
仏
前
に
お
い
て
法
華
経
の
行
者
を
擁
護
す

る
こ
と
を
誓

っ
た
経
説
に
基
づ
き
、
蒙
古
襲
来
の
惨
状
を
、
法
華
経
の
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流
布
と
い
う
仏
意
に
違
背
す
る

「謗
法
」
に
よ
る
も

の
と
し
て
踏
ま
え

た
説

示
で
あ
る
。
こ
の
説
示
の
意
図
は
、
続
け
て

「
か
か
る
不
思
議
を

目
の
前

に
御
ら
ん
あ
る
ぞ
か
し
、
我
等
は
仏
に
疑
ひ
な
し

と
を
ぼ

せ

ぼ
、
な

に
の
な
げ
き
か
有
る
べ
き
。
(略
)
あ
ら
う
れ
し
。
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
唱

へ
さ
せ
給

へ
。」
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
々
が
法
華
経
に
違
背
し
て
苦
し
む
状
況
と
、
自
己
の
信

仰
の
在

り
よ
う
と
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
信
仰
を
確
認
し
よ
り

強
固
な
も
の
と
し
、
成
仏
を
確
信
す
る
よ
う
に
促
し
、
富
城
尼
の
な
げ

き
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

高
橋
入
道

へ
の
教
導

高
橋

入
道
も
日
蓮
の
有
力
檀
越
の

一
人
で
あ
り
、
病
に
際
し
て
の
教

導
を
受

け
て
い
る
。
建
治
元
年
七
月

一
二
日
の
高
橋

入
道
宛

の
消

息

(『高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
昭
和
定
本
一
〇
八
三
～
九
一
頁
)
で

は
、
仏
滅
後

三
時
に
お
け
る

一
代
聖
教

の
付
嘱
を
医
師
の
投
薬
に
な
ぞ

ら

え

て
説

き
、
こ
と
に
末
法
に
つ
い
て
は
衆
生
の
病
が
重
い
の
で
上
行
菩
薩
が
出

現
し
て
妙
法
蓮
華
経

の
五
字
を

一
閻
浮
提
の

一
切
衆
生
に
授
け
る
の
で

あ
る
と
、
法
華
経
寿
量
品
の
良
医
喩

・
同
薬
王
品
等

の
経
説

に
基

づ

き
、
良
薬
た
る
法
華
経
の
題
目
を
開
示
し
、
さ
ら
に
末
法

に
良
薬
た
る

法
華
経

を
弘
め
る

「法
華
経
の
行
者
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
疑
う
こ
と

な
く
法
華
経

に
帰
依
す
べ
き
こ
と
を
教
導
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
病

は

「大
事
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
阿
闍
世
王
の
延
命
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
さ
ら
に

「
一
身
い
か
で
か
た
す
か
ら
ざ
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ

日
蓮
に
お
け
る

「病
」
と

「臨
終
」
(野

口
)

て
お
り
、
さ
ほ
ど
臨
終
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
延
寿

・
延
命

へ
の
望

み
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
四
日
後

の
同
月
二
六
日
に
そ
の

夫
人
に
宛
て
ら
れ
た
消
息

(『高
橋
殿
御
返
事
』
昭
和
定
本

一
〇
九
三
～
四

頁
)
に
至
る
と
、
病
状
が
悪
化
し
た
ら
し
く
、
臨
終
を
意
識
し
た
教
導

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
消
息
は
、
夫
人
か
ら
の
食
物

の
供
養

に
対
す

る
礼
状
で
あ
る
。
法
華
経
法
師
品
の
経
説
を
文
拠
に
法
華
経

の
行
者
を

供
養
し
た
高
橋
夫
妻
の
功
徳
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
功
徳

に
対
比
し

て
、
日
本
国
の
人

々
は
、

一
人
も
残
さ
ず
日
蓮
の
敵
と
な
り
、
仏
天
の

責
め
を
受
け
て
、
壱
岐

・
対
馬
が
蒙
古
襲
来
を
受
け
た
よ
う

に
苦
し
ん

で
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
考
え
て
み
る

よ
う
説
い
て
い
る
。
①
で

富
木
尼
に
説
示
さ
れ
て
い
た
と
同
様
に
、
人

々
は
法
華
経
に
違
背
す
る

た
め
に
苦
を
受
け
て
い
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
に
高

橋
入
道
の
病
に
つ
い
て

「な
に
よ
り
も
入
道
殿
の
御
所
労
な
げ
き
入
て

候
。
し
ば
ら
く
い
き
さ
せ
給
ひ
て
、
法
華
経
を
謗
ず
る
世
の
中
御
覧
あ

れ
と
候

へ
」
と
の
教
導
が
な
さ
れ
て
い
る
。
夫
人
を
通
し
て
の
教
導
で

あ
る
こ
と
と
、
「
し
ば
ら
く
い
き
さ
せ
給
ひ
て
」
と
の
説
示

か
ら

確
実

に
死
期
が
迫

っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
、
臨
終
に
際
す
る
教
導
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
確
認
し
た
富
木
尼

へ
の
教
導
と
併
せ
て
考
え
る

な
ら
ば
、
法
華
経
を
謗
ず
る
世
の
中
に
お
け
る
自
己
の
存
在
を
認
識
せ

し
め
、
強
固
な
信
心
と
救
済
の
確
信
を
促
し
た
説
示
と
考
え
ら
れ
る
。

③
疫
病
流
行
に
際
し
て
の
教
導

日
蓮
在
世
中
に
お
い
て
建
治
三
年
よ
り
弘
安
元
年

に
か
け
て
疫
病
が

二
四
七
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日
蓮
に
お
け
る

「病
」
と

「臨
終
」
(野

口
)

大
流
行
し
て
い
る
。
弘
安
二
年
一
一

月
六
日
の
消
息

(『上
野
殿
御
返
事
』

昭
和
定
本
一
七
〇
七
～
九
頁
)
に

「去
年
去
々
年
の
や
く
び
や
う
に
死

し

人

々
の
か
ず
に
も
入
ず
。
」
と
あ
り
、
人
々
に
疫
病
に
よ
る
死
の
恐
れ

が
あ

っ
た
と
が
伺
わ
れ
る
。
弘
安
元
年
六
月
二
六
日
の
富
木
入
道
宛
の

消
息

(『富
木
入
道
殿
御
返
事
』
昭
和
定
本
一
五

一
七
～
二
二
頁
)
で
は
、
「御

消
息
日
、
凡
疫
病
弥
興
盛
等
云
云
。
」
と
疫
病
流
行
の
便

り
を
き

っ
か

け
に
法
門
が
開
示
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
臨
終
に
際
す
る
心
構
え
が
示
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
病
に
は
、
四
百
四
病
の
身

の
病
と
、
三
毒

.
八
万

四
千
の
心
の
病
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
心
の
病
に
は
仏
滅
後
の
三
時
に
従

っ
て
軽
重
が
あ
り
、
そ
の
軽
重
に
相
応
し
た
薬
と
し
て
の
教
法
が
用
い

ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
、
結
論
と
し
て
末
法
相
応
の
教
法
は

「
本

門

一
念
三
千
」
で
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で

「実

教
の
行
者
を
あ
だ
め
ば
、
実
教

の
守
護
神

の
梵
釈

・
日
月

・
四
天
等
其

国
を
罰
す
る
故
、
先
代
未
聞
の
三
災
七
難
起
る
べ
し
。
所
謂
去
今
年
、

去

正
嘉
等
の
疫
病
也
。
」
と
疫
病
の
原
因
は
法
華
経
違
背
に
あ
る
こ
と

を
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に

『
摩
訶
止
観
』
の

「行
解
既
に
勤
め
ぬ
れ
ば

三
障
四
魔
紛
然
と
し
て
競
い
起
こ
る
」
(会
本
第
五
ノ
一

三
左
)
と
の
説

示
を
も

と
に
、
三
障
四
魔
で
あ
る
修
行
者
の
難
の
大
小
を
も

っ
て
そ
の

行
法
の
勝
劣
を
決
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
台

・
伝
教
と
自
身
と
を
対

比
し

「
観
念
す
で
に
勝
る
故
、
大
難
又
色
ま
さ
る
。
彼
は
　
門
の

一
念

三
千
、

此
は
本
門

一
念
三
千
也
。
天
地
は
る
か
に
殊
也
こ
と
也
と
御
臨

終
の
御
時
は
御
心
へ
有
る
べ
く
候
。
」
と
消
息
を
結
ぶ
の
で
あ

る
。
疫

二
四
八

病
の
流
行
と
い
う
死
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
た
富
木
入
道
に
、
日
蓮
を
非

難
す
る
人
々
の
あ
り
方
か
ら
、
逆
に
自
身
が
帰
依
し
て
い
る
教
法
が
非

常
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
死
に
臨
む
よ
う
教
導
し
た
説
示
と

い
え
よ
う
。

以
上
、
「病
に
よ
る
臨
終
」
に
対
す
る
日
蓮

の
教
導
に

つ
い
て
、
三

つ
の
例
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教

の
大
目
的
で
あ
る
生
死
の

克
服
を
ど
う
踏
ま
え
て
い
た
か
と
い
う
範
疇
に
含
ま
れ
る
。
日
蓮
に
お

い
て
は
、
法
華
経
と
い
う
仏
陀
の
本
意
に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
と
、
そ

れ
に
と
も
な
い
臨
終
の
後
に
は
法
華
経
の
浄
土
に
詣
で
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
確
信
を
得
る
こ
と
が
生
死
の
超
克
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
病
に
際
し
て
は
、
①

で
の

「
か
か
る
不
思
議
を

目
の
前

に
御
ら
ん
あ
る
ぞ
か
し
」、
②
で
の

「法
華
経
を
謗
ず

る
世

の

中
御
覧
あ
れ
、
」、
③
で
の

「天
地
は
る
か
に
殊
也
と
、
御
臨
終

の
御
時

は
御
心
へ
有
る
べ
く
候
」
と
い
う
説
か
れ
方

を
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

死
に
臨
む
た
め
の
教
導
は
、
状
況
認
識
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共

通
す
る
。
日
蓮
に
お
い
て
は
、
謗
法
が
充
満
す
る
状
況

に
お
け
る
自
己

の
信
仰
を
確
信
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
、
臨
終

に
際
す
る
覚
悟
と
後
生
に

向
け
て
の
安
心
を
与
え
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
蓮
、
病
、
臨
終

(
肩
蓮
教
学
研
究
所
研
究
員
)
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