
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
二
巻
第
二
号

平
成
六
年
三
月

二
三
二

日
蓮

『注
法
華
経
』
の
特
質

関

戸

堯

海

一
、
親

鸞

自
筆

覚
書

に

つ
い
て

親
鸞
の
自
筆
覚
書
が
西
本
願
寺
の
宝
物
庫
か
ら
発
見
さ
れ
、
『
教
行

信
証
』
な
ど
の
著
作
の
た
め
の
資
料
と
推
定
さ
れ

て

い
る
。
『続
高
僧

伝
』
『浄

土
論
』
か
ら
道
緯
の
伝
記
を
抜
粋
し

て
お
り
、
日
本
の
年
号

に
換
算
し
た
年
表
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
日
蓮
の
真
蹟
の
中
に
も
涅
槃

経

『
一
乗
要
決
』
な
ど
の
諸
経
論
疏
か
ら
抜
き
書
き
し
た

「要
文
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
著
作
の
た
め
の
準
備
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
従
来
、
末
法
と
い
う
時
代
性
を
共
有
し

て

い
る

こ
と
以

外
、
教
義
的
に
は
全
く
正
反
対
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
注
意
が
払

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
親
鸞
と
日
蓮
と
の
関
係
に
お
い
て
、
著
作

の
た
め

の
準
備
作
業
と
し
て
諸
経
論
疏
か
ら
必
要
な
部
分
を
抜
き
書
き
す
る
と

い
う
同
様
な
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
著
作
の
た
め
の
準
備
作
業
は
、
現
代
で
は
書
物
を
コ
ピ

ー
し
て
資
料
を
集
め
、
そ
れ
を
分
析
し
て
執
筆
に
そ
な
え
る
と

い
う
よ

う
な
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
必
要
な
部
分
を
筆
写
し
執
筆
に
そ
な
え

る
と
い
う
作
業
は
親
鸞
と
日
蓮
だ
け
に
限
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
な
る
両
者

の
共
通
項

と
し
て
親
鸞

の

『
観
無
量

寿
経
註
』
『
阿
弥
陀
経
註
』
と
日
蓮

の

『注
法
華
経
』
の
存
在
が
指
摘

で
き
る
の
で
あ
る
。

『観
無
量
寿
経
註
』
『
阿
弥
陀
経
註
』
は
、
宮
崎
圓
遵
師
に
よ
れ
ば
註

記
は
諸
書
か
ら
の
引
抄
ば
か
り
で
、
親
鸞
の
解
釈
の
よ
う
な
も
の
は
な

く
、
お
そ
ら
く
研
学
の
た
め
の
備
え
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞
の
関
心
の
所
在
を
窺
う
こ
と
が
で
き
教
学
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
見
過
ご
す

こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ

る
。
(『親
鸞
聖

人
真
蹟
集
成
』
解
説
参
照
)
ま
た
日
蓮
の

『
注
法
華
経
』
は
春
日
版
の
法

華
経
の
行
間

・
天
地

・
紙
背
な
ど
の
余
白
に
諸
経
論
疏
か
ら
の
注
記
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
山
中
喜

八
師
に
よ
れ
ば
日
興
の
筆

と
思
わ
れ

る
三
章
を
除
け

ぽ
、
す

べ
て
日
蓮

の
自
筆
の
引
用
文
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
日
蓮
の
解
釈
な
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ

て

い
な

い
。
(『定
本
注
法
華
経
』
解
説
参
照
)
そ
し
て
注
記
の
目
的
に
つ
い
て
も

諸
説
あ
る
が
、
現
在
で
は
著
作
の
た
め
の
準
備
と
み
る
考
え
方
が
定
着
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日
蓮

『
注
法
華
経
』

の
特
質

(
関

戸
)

二
三
三

し
つ
つ
あ
る
。

さ
ら

に
、
肥
前
国
河
上
宮
旧
蔵
と
思
わ
れ
る
平
安
中
期
書
写
の
法
華

経
の
行
間
に

『
法
華
文
句
』
が
朱
書
き
さ
れ
、
紙
背
に
は
湛
然
の

『
法

華
文
句
疏
記
』
が
註
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
点
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
親
鸞
や
日
蓮
の
行
な

っ
て

い
る
よ
う
な
経
巻

へ
の
註
記
と
い
う
作
業
が
、
当
時
の
比
叡
山
の
天
台

僧
の
学
習
の
方
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
(高

木
豊

『日
本
を
創
っ
た
人
々
8

親
鸞
』
参
照
)。

か
つ
て
、
親
鸞
と
日
蓮
、
そ
し
て
道
元
と
に
お
い
て

『涅
槃
経
』
が

思
想
的
な
共
通
項
と
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

考
察
し
、
『
涅
槃
経
』
の

「雪
山
求
法
」
「阿
闇
世
王
」
「善
星
比
丘

(知

諸
根
力
)
」
「転
重
軽
受
」
な
ど
の
思
想
に
特
に
着
目
す
べ
き

と

の
結
論

に
達
し
た
が

(拙
著

『日
蓮
聖
人
教
学
の
基
礎
的
研
究
』、
石
川
力
山

「鎌
倉

新
仏
教
に
お
け
る
涅
槃
経
受
容
の
諸
相
」
等
を
参
照
)
、
さ
ら

に
ま

た
、
経

典
に
註
記

を
ほ
ど
こ
し
著
作
の
た
め
の
準
備
作
業
と
す
る
と
い
う
共
通

項

と

し

て

『観
無
量
寿
経
註
』
『
阿
弥
陀
経
註
』
と

『
注
法
華
経
』
の

重
要
性

つ
い
て
指
摘
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
も
、
も
と
よ
り
親
鸞

・
道
元
に
つ
い
て
は
論
じ
る
力
を
持
た
な

い
の
で
、
日
蓮

の

『注
法
華
経
』

の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
、
鎌
倉
新
仏

教
の
思
想
的
な
特
徴
の

一
端
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
一
、
日
蓮

遺
文

と

『
注
法

華
経

』

『注
法
華
経
』
が
何
故
に
日
蓮
に
よ

っ
て
製
作
さ
れ
た
の
か
と

い
う

点
に
つ
い
て
、
古
来
よ
り
様

々
な
意
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経

開
結
十
巻
に
あ
ら
ゆ
る
経
論
疏
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る

『注
法
華
経
』

が
携
帯
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
公
場
対
決

に
備
え
て
製
作

さ
れ
た
と
見
る
意
見
も
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
筆
蹟
鑑
定
と
詳
細
な

引
用
経
論
の
精
査
が
な
さ
れ
て
い
る
昨
今
で
は

(山
中
喜
八
編
著

『定
本

注
法
華
経
』)
公
場
対
決
の
準
備
と
い
う
考
え
方
に
は
疑
義
が
提
示
さ
れ

て
お
り
、
や
は
り
著
作
、
執
筆
の
た
め
の
準
備
作
業
と
み
る
考
え
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
日
蓮
遺
文
と

『
注
法
華
経
』

の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
注
記
の
目
的
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

『注
法
華
経
』
に
注
記
の
経
論
疏
を
分
析
し

遺
文
と

の
関
連
を
探
る
と

い
う
研
究
方
法
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
さ
れ
る
経
論
疏
が
あ
ま

り
に
広
範
な
た
め
注
記
の
傾
向
が
分
析
し
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
例
え
ば
日
蓮
が
最
重
要
視
し
た
天
台
大
師
智
顎
の
法
華
三

大
部
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
場
合
で
も
、
日
蓮
遺
文
と

『
注
法
華
経
』

と
に
重
複
す
る
例
は
数
多
く
み
ら

れ
る

が
、
『注
法
華
経
』
か
ら
日
蓮

遺
文
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
は
判
然
と
せ
ず
、
む
し
ろ
日
蓮

遺
文
中
の
天
台
三
大
部
の
引
用
の
特
徴
が
解
析
さ
れ

る

こ
と
が
侯

た

れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
逆
に

『
注
法
華
経
』
の
注
記
の
特
性
が
明
ら
か
に
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日
蓮

『
注
法
華
経
』

の
特
質

(
関

戸
)

二
三
四

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
、
筆
者
は
法
華
経
の
経
文
を
軸
と
し
て
日
蓮

遺
文
と

『注
法
華
経
』

の
関
連
を
考
察
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た
。

す
な
わ

ち
日
蓮
遺
文
中

の
法
華
経
の
引
用
文
と
、
そ
の
前
後
に
引
用
さ

れ

る

(法
華
経
も
含
め
た
)
諸
経
論
疏
の
引
用
文
を
取
り
上
げ
、
『注
法

華
経
』

の
同
じ
法
華
経
文
の
前
後
に
遺
文
と
同
様
な
引
用
が
集
ま

っ
て

い
る
部
分
を
見

つ
け
出
す
と

い
う
手
法
で
あ

る
。
こ
の
結
果
と

し

て

『秀
句
十
勝
抄
』
な

ど

の
遺
文
と

『
注
法
華
経
』
に
顕
著
な
共
通
項
が

存
在
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が

(「注
法
華
経
と
秀
句
十
勝
抄
の
共
通

項
に
つ
い
て
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
十
一
巻
二
号
所
収
)
、
特
に
日
蓮

の
重
要
著
作
で
あ
る

『開
目
抄
』
と

『観
心
本
尊
抄
』
に
『注
法
華
経
』

と

の
共
通
項
が
認
め
ら

れ
た
。
(「日
蓮
注
法
華
経
の
引
用
経
論
に
つ
い
て

(
一
)」

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
十

一
巻

一
号
所
収
)
そ

れ

は
、

『注
法

華
経
』

の

「巻

一
見
返
し
」
に
ま
と
ま
っ
て
注
記
さ
れ
て
い
る

『涅
槃

経
』
如
来
性
品
、

『法
華
経

』
方
便
品
、

恵
均

『無
依
無
得
大
乗
四
論

玄
義
』
、
吉
蔵

『
法
華
義
疏
』
な
ど
の
引
用
文
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら

の

文
は

『
開
目
抄
』
(昭
和
定
本
五
六
九
頁
)
『
観
心
本
尊
抄
』
(昭
和
定
本
七

一,
一
頁
)
の
短

い
部
分
に
ま
と
ま

っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
上
に
、
方
便

品
の

「
欲
聞
具
足
道
」

の
経
文
を
め
ぐ

っ
て
、
法
華
経
の
訳
名

「薩
達

磨
分
陀
利
迦
蘇
多
撹
」
に
つ
い
て
の
具
足
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
部
分

で
あ
り
、
引
用
さ
れ
て
い
る
経
論
疏
お
よ
び

「薩
」

の
字
に
具
足
の
義

を
見
出
す
と
い
う
論
点

に
お
い
て

『観
心
本
尊
抄
』
『
開
目
抄
』
と

『
注

法
華
経
』
の
注
目
す
べ
き
共
通
項
と
し
て
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に

『開
目
抄
』
『
観
心
本
尊
抄
』
を
検
討
し
て
み
る
と
、

『開
目
抄
』
に
は
重
複
す
る
部
分
が
非
常

に
多
く
認
め
ら
れ
る

の
で
あ

る
が

(別
表
参
照
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に

「注
法
華
経
と
開
目
抄
の
関

連
」
『宗
教
研
究
』
二
九
五
号
所
収
に
論
じ
ま
し
た
。)、
そ
の

一
方
で

『観

心
本
尊
抄
』
に
は
他
に
は
共
通
項
が
存
在
し

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
こ

と
も
わ
か
る
。

『
開
目
抄
』
(昭
和
定
本
五
四
三
～
五
頁
)
で

は
法
華
経
の
二
乗
作
仏
に

つ
い
て
論
じ
、
諸
経
に
二
乗
の
成
仏
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

『華

厳
経
』
『
大
集
経
』
『維
摩
経
』
な
ど
の
経
文
を
列
記
し
て
論
証
し
て
い

る
が
、
『注
法
華
経
』

の
讐
喩
品
か
ら
授
記
品
に
か
け

て
舎
利
弗

・
迦

葉
ら
の
二
乗
の
授
記
に
つ
い
て
説
か
れ
る
法
華
経
文
の
近
辺
に

『開
目

抄
』
と
同
様
の

『華
厳
経
』
『
大
集
経
』
『維
摩
経
』
な
ど
が
注
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
他
に
も

『開
目
抄
』
と

『注
法
華
経
』
の
間
に
は
顕
著

な
共
通
項
が
存
在
し
て
お
り
、
日
蓮
遺
文
と

『注
法
華
経
』

の
関
連
を

知
る
上
で
の
貴
重
な
事
例
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
以
上
の
よ
う
な

点
に
よ
っ
て
、
『
開
目
抄
』
『観
心
本
尊
抄
』
が
執
筆
さ
れ
た
佐
渡
期
か

ら

『
秀
句
十
勝
抄
』
執
筆
の
身
延
期
に
か
け

て

『
注
法
華
経
』
の
注
記

が
遺
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
、
要

文

の
集
成

か
ら

『
注
法

華
経
』

へ

日
蓮
遺
文
と

『注
法
華
経
』
の
関
連
に

つ
い
て
考
察
す
る
上
で
極
め
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日
蓮

『
注
法
華
経
』

の
特
質

(関

戸
)

二
三
五

て
重
要
な
課
題
と
し

て
残
る

の
は
、
『
注
法
華
経
』
の
注
記
が
日
蓮
の

生
涯
の
ど
の
時
期
に
な
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が

『
立

正
安
国
論
』
執
筆
の
以
前
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ぽ
公
場
対
決
を
期

し
て

『
注
法
華
経
』
が
製
作
さ
れ
た
と
す
る
推
論
も
充
分
可
能
で
あ
ろ

う
が
、
最
近
で
は
筆
蹟
鑑
定
な
ど
の
面
か
ら
お
お
む
ね
身
延
期
を
中
心

に
注
記
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
み
る
考
え
方
が
定
着
し
つ
っ
あ
り
、
最

も
早
い
注
詑
で
も
佐
渡
期
以
前
に
は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
叙
上
の
よ
う

な

『開
目
抄
』
『観
心
本
尊

抄
』
な
ど
の
佐
渡
期
の
遺
文
と

『
注
法
華
経
』

の
関
連
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
執
行
海
秀
師
が

『
開
目
抄
』
と

『
注
法
華
経
』

の
引

用
文
が
重
複
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
現
存
の

『
注
法
華
経
』
よ
り
古

い

別
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に

象
徴
さ
れ
る
。
現
存
の

『
注
法
華
経
』
は
全
体
に
身
延
期
の
こ
ろ
の
筆

蹟
で
あ

る
が
、

一
方
で

『開
目
抄
』
な
ど
の
佐
渡
期

の
遺
文
と
の
明
確

な
関
連
を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
ひ
る
が
え
っ
て
日
蓮
の
遺
文
全
般
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は

「
要
文
」
と
称
さ
れ
る

『
涅
槃
経
』
『無
量
義
経
』
『
一
乗
要
決
』
な

ど
か
ら

の
日
蓮
の
手
に
よ
る
抜
き
書
き
の
存
在
に
注
目
す
べ
き
点
が
浮

び
上
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
文
は
日
蓮
が
修
学
の
過
程

や
執
筆

の
準
備
に
筆
写
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
充

分
な
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
ど
は
言
い
難
い
。
山
中
喜
八
師
の
御
教

授
に
よ

れ
ぽ
、
「天
台
肝
要
文
集
」
な
ど
の
要
文
と

『
注
法
華
経
』
の

関
係
な
ど
が
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
日
蓮
遺
文
と

『
注
法

華
経
』
の
関
わ
り
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
日
蓮
が
修
学
の
時
代
や
初
期
遺
文
執
筆
の

段
階
で
作
成
さ
れ
た

「要
文
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
第

に
集
成
さ
れ
て

い
く
過
程
に
お
い
て
、
最
終
的
に

『
注
法
華

経
』
と
い
う
形
に
整
理
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
現
存
し
て
い
る

『
注
法
華
経
』

の
注
記
の
年
代
が
筆
蹟
鑑

定
の
結
果
か
ら
身
延
期
の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

現
実
に
は

『開
目
抄
』
な
ど
の
佐
渡
期
の
遺
文
と
も
密
接
な
関
係
が
指

摘
で
き
る
の
で
あ

っ
て
、
執
行
師
は
こ
の
点

に
基
づ
き
別
本
の
存
在
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら

の

こ
と
を
踏
ま
え
て
現
実
に

『
開
目
抄
』
『観
心
本
尊
抄
』
に
反
映
し
て
い
る

『
注
法
華
経
』
の
原
型

の
よ
う
な
も
の
が
佐
渡
期
の
こ
ろ
に
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
現
存
の

『注
法
華
経
』
の
よ
う
に
整

束
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
要
文
を
必
要
に
応
じ
て
数
篇
集
め
た
程
度
の

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

要
文
が
集
束
さ
れ
て
次
第
に
要
文
集

の
形
態

と
な

り
、
最
終
的

に

『
注
法
華
経
』
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
く
途
中
の
そ
れ
ぞ
れ

の
段
階

に

781



日
蓮

『
注
法
華
経
』

の
特
質

(関

戸
)

二
三
六

お
い
て
、
数

々
の
遺
文
が
執
筆
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
に
、
『注
法
華
経
』

と
顕
著
な
関
連
を
示
す
遺
文
や
関
係
が
希
薄
な
遺
文
が
存
在
す
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

〈
キ

ー

ワ
ー

ド

〉
、

親

鸞

、

日
蓮

、
・
『注

法
華

経

』
、

『
開

目

抄

』

(
立

正

大

学

講

師

)

『
注
法
華
経
』
と

『
開
目
抄
』

の
関
連
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