
印
度
學
佛
敏
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

一
五
七

親

鸞

の
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高
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秀

嗣

親
鸞
の
生
涯
全
体
を
論
じ
て
い
こ
う
と
し
た
場
合
、
そ
れ
を
行
う
た

め
に
は
東
国
に
お
け
る
彼
の
伝
道
活
動
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
研

究
は
親
鸞

の
東
国
伝
道
が
、
親
鸞
の
思
想
的
生
涯
に
お
い
て
い
か
な
る

意
味
を
も

っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
史
料
を

あ
げ

つ
つ
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
回

の
発
表
は
そ

の
出
発
点
を
な
す
も
の
と
し
て
あ
る
。

さ
て
親
鸞
が
伝
道
を
行
う
根
底
に
は
、
「自
信
教
人
信
」
と

い
う
自

分
の
信
じ
た
教
え
を
広
め
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
が
あ
っ
た
。
親
鸞
は

そ
の
立
場

に
立
脚
し
た
う
え
で
、教
化
の
実
践
活
動
を
行

っ
て
い
っ
た
。

親
鸞
自
身

は
、
法
然

の
弟
子
で
あ
る
と
の
姿
勢
を
生
涯
貫

い
て
い
て
、

あ
く
ま
で
法
然

の
正
し
い
教
え
を
広
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、

越
後
か
ら
東
国

へ
と
移
住
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
東
国
に
お

け
る
伝
道

が
そ
の
よ
う
な
意
識
と
姿
勢
か
ら
行
わ
れ
た
が
故
に
、
自
然

と
人
心
を
掴
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
自
身
は
、
東
国
で
ど
の
よ
う
な
伝
道
活
動
を
行

っ
て

い
た
か
を
ほ
と
ん
ど
具
体
的
に
述
べ
て
は
い
な

い
。
そ
の
た
め
周
囲

の

人
達
の
残
し
た
記
録
か
ら
、
親
鸞
の
伝
道
活
動

が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ

て
い
た
か
を
探

っ
て
い
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
ま
ず
そ
の
た
め
に

『恵
信

尼
消
息
』
に
描
か
れ
た
、
教
化
者
と
し
て
の
親
鸞
の
態
度
を
窺

っ
て
い

こ
う
。
こ
の

「恵
信
尼
消
息

・
三
」
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
衆
生
利
益

観
の
変
化
が
物
語
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
は
、
親
鸞
が
四
二
歳
の
時
に
越

後
か
ら
常
陸
に
移
住
す
る
途
中
、
佐
貫
に
お
い
て
飢
饅
や
疫
病
に
苦
し

む
人
達
を
見
兼
ね
て
、
衆
生
を
利
益
す
る
た
め
に

『
三
部
経
』
を
千
部

読
諦
し
よ
う
と
し
て
、
「名
號

の
外

に
は
な
に
ご
と
の
不
足
」
が
あ
る

だ
ろ
う
か
と
思
い
返
し
て
止
め
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

意
識
は
親
鸞
の
中
で
、

一
七
年
後

の
五
九
歳

の
時
点
に
お
い
て
も
ま
だ

完
全
に
払
拭
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
消
息
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
、
親
鸞

の
伝
道
に
関
す
る

迷
い
の
思
い
や
そ
の
す
が
た
が
私
達
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に

親
鸞
の
衆
生
利
益
観
は
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
せ
ね
ぼ
な

ら
な

い
の
で
あ
る
と
い
う
使
命
感
か
ら
、
他
力

の
教
え
の
正
し
さ
の
確
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へ
と
次
第
に
変
化
を
遂
げ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

親
鸞

が
東
国
で
、
何
か
特
別
の
方
法
や
独
自

の
や
り
方
を
用

い
て
伝

道
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
親
鸞
に
は
法
然
の
弟
子
で

あ
る
と

の
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
東
国
の
伝
道
に
お

い
て
も
根
底
に

あ
っ
た
。
そ
め
様
子
は
、

『御
伝
鈔
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「幽

棲
を
占

と
い
へ
ど
も
、
道
俗
あ
と
を
た
つ
ね
、
蓬

戸
を
閉
つ
と
い
へ
ど

も
、
貴
賎
ち
ま
た
に
あ
ふ
る
。
佛
法
弘
通
の
本
懐
こ
こ
に
成
就
し
、
衆

生
利
益

の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
」
や
、
『報
恩
講
私
記
』
に
書
か

れ
た

「藪
祖
師
為
弘
西
土
之
教
文
、
遙
肢
東
關
之
斗
藪
。
暫
逗
留
常
州

筑
波
山
北
邊
、
封
貴
賎
上
下
示
末
世
相
鷹
之
要
法
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
自
身
が
積
極
的
に
伝
道
を
行

お
う
と
し
な
く
と
も
、
教
え
は
自
然
と
広
ま
っ
て
い
く
と
い
っ
た
状
況

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
既
に
多
少
は
み
ら
れ
た

念
佛

の
教
え

の
広
ま
り
を
基

に
し
て
、
自
分

の
草
庵
を
訪
れ
て
く
る

人
々
に
対
し
て
、
対
話
的
な
伝
道
を
行

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
時
々
は
教
え
を
説
く
と
い
う
目
的
で
、
東
国
各
地
を
歩

い
て
回

る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
教
え
が
広
ま
っ
て

い
く
と

い
う
事
実
は
、
親
鸞
に
法
然

の
教
え
の
正
し
さ
を
確
信
さ
せ
る

こ
と
と
も
な
っ
た
。
ま
た
当
時
か
ら
、
東
国
に
お
い
て
道
場
と
い
う
存

在
は
あ
り
、
そ
こ
で
は
親
鸞
が
中
心
と
な
っ
て
法
然
の
命
日
で
あ
る
毎

月
二
五

日
に
は
集
ま
り
が
も
た
れ
、
念
佛
会
が
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

場
に
お

い
て
も
教
え
が
説
か
れ
、
人
々
に
念
佛

の
縁
を
結
ぼ
せ
る
機
会

と
な
っ
て
い
た

(
「御
消
息
集

・
八
」
)。
そ
し
て
、
当
時
の
東
国

の
修
験

道
的
な
立
場
の
宗
教
者
に
も
、
親
鸞

の
教
え

の
正
し
さ
は
次
第
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

(「御
伝
鈔

・
下
-
三
」)。

親
鸞
が
教
え
を
説

い
た
念
佛
集
団
の
中
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
佛

の

前
で
は

一
切
衆
生
は
平
等
で
あ
る
か
ら
、
身
分
的
な
差
別
は
全
く
な
い

と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
親
鸞
が
門
弟
に
対
し
て
、
自
分
か
ら
御
同
朋

・

御
同
行
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
親
鸞

の

門
弟
に
つ
い
て
の
記
録

で
あ
る

『親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
の
、
東
国

の
門
弟

の
人
数
が
他

の
地
域
と
比
べ
て
格
段

に
多
い
こ
と
か
ら
も
、
親

鸞
の
伝
道
が
東
国
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
よ
う
。

東
国
と
い
う
地
域
は
、
親
鸞
が
越
後
流
罪
以
降
、
農
民
に
交
じ
っ
て

生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、、
彼
自
身

の
思
想

の
深
ま
り
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
の
予
測
が
可
能

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
点
に
お
い
て
意
味

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
京
都

と
い
う
地
に
お
い
て
、
自

分
が
僧
侶
で
あ
る
と
の
意
識
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
現
実
に
は
不
可
能
で

あ
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
流
罪
に
よ
っ
て
自
分
が
置
か
れ
た
環
境
の
変

化
は
戸
惑
う
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
貴
族
文
化
が
中
心

で
あ
っ
た
京
都
と
、
鎌
倉
武
士

の
住
む
東
国
と
の
間
に
は
、
い
く

つ
も

の
点

で
大
き
な
違

い
が
あ
っ
た
。
京
都

で
は
自
分
の
志
を
十
分

に
果
た

せ
な
か
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
東
国
と
い
う
新
進
地
域
は
大
変
魅
力
的

で
あ
っ
た
。
当
時

の
東
国
は
、
か
な
り
文
化
程
度
は
高

い
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
主
著

『教
行
信
証
』
も
、
東
国
に
お
い
て
そ
の
原
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型
は
形
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

し
、
東
国
が
親
鸞
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で

に
な
い
か
た
ち
で
の
新
し
い
脱
皮
の
場
所
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
親
鸞

が
法
然
と
は
異
な

っ
て
、
東
国
を
体
験
的
に
知

っ
て
い
た
こ

と
か
ら
も

い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
々
の
東
国
民
衆
と
の
交
流

の
中

で
の
み
成
就
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
「弟
子

一
人

も
も
た
ず

さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
親
鸞
に
お
い
て

一
貫
し
て
い
る
考
え
方

も
、
東
国

の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
分
的
な
差
は
全
く
問
わ
な
い
と
す
る
親
鸞

の
教

え
は
、
当
時
の
社
会
状
況
と
も
関
連
し
て
、
多
く
の
民
衆
を
惹
付
け
て

い
っ
た
。

六
〇
歳
す
ぎ
に
帰
洛
し
て
以
降
の
親
鸞
は
著
述
活
動
に
終
始
し
、

一

見
伝
道
活
動
ら
し
き
こ
と
は
行

っ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
こ
の
ふ

み
を
も
て
ひ
と
び
と
に
も
み
せ
ま
い
ら
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
く

候
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
が
、
親
鸞

の
消
息
中
に
度
々
み
え
て
い
る
こ

と
や
、
明
ら
か
に
個
人
で
は
な
く
門
弟

の
集
団
に
対
し
て
出
さ
れ
た
消

息
も
残

っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に

つ
い
て
は
、
自
分

の
消
息
が
東
国
の

念
佛
集
団
に
お
け
る
疑
義

へ
の
応
答

で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
う

え
で
、
用

い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
時
折
東
国
か
ら

上
洛
し
て
く
る
門
弟

の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
活
動
も
行

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
も
、
東
国
で
の
伝
道
活
動
が
帰
洛
後

の
親
鸞
に

と

っ
て
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
億
連
関
性
が
感
じ
ら

れ
る
。
ま
た
、
『唯
信
鈔
文
意
』
・
『
一
念
多
念
文
意
』
に
も

「
ゐ
な
か

の
ひ
と
び
と
の

…

や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ
む
」
と
あ
り
、
親
鸞
の

意
識
が
そ
の
よ
う
な
人
々
を
も
含
む
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き

よ
う
。
こ
の
他
、
親
鸞
が
語
っ
た
言
葉
の
記
録

で
あ
る

『歎
異
鈔
』
製

作

の
背
景
に
は
、
親
鸞
帰
洛
以
降
に
東
国
に
お
い
て
起
こ
っ
て
き
た
異

義
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。、
ま
た
東
国
伝
道
は
親
鸞
に
、

一
般

の
人
々
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
乏
の
配
慮

か
ら
和
語
聖
教
の
著
作

が
多

い
こ
と
や
、
多
様
な

『和
讃
』
が
作
成
さ
れ
た
理
由
の

一
つ
に
も

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
親
鸞
の
東
国
伝
道
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
伝
道

活
動
が
親
鸞
の
生
涯
全
体
に
と
っ
て
も
様
々
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
し
て
別
の
角
度
か
ら
も
、
親
鸞
の
東
国
伝
道
に

つ
い
て
は
み
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
回
の
発
表
で
は
多
少
あ
い
ま

い
な
問
題
提
起
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
も
あ

る
が
、
今
後
さ
ら
に
考

察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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