
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第
二
号

平
成
十
八
年
三
月

二
七
四

親
鸞

の
仏
身
論

は

「基
体
説
」

で
は
な
い

宇

野

恵

教

親
鸞
の
仏
身
論
は

「基
体
説
」
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、

ま
ず

「基
体
説
」
の
概
念
を
規
定
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
周
知
の

よ
う
に
、

こ
の
語
は
、
松
本
史
朗
博
士
が

「如
来
蔵
思
想
は
仏
教
に
あ

ら
ず
」
「縁
起
と
空
」
等

の
諸
論
文
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ぼ
、

「基
体
説
」
と
は
、
「第

二
の
原
理
的
な
も
の
」
か
ら

「第
二
の
派
生
的
な
も
の
」
が
出
さ
れ
る
構
造
を
有
す
る
説
を
、
す
べ
て

「基
体
説
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

ま
た
こ
こ
で
仮
に
仏
身
論
と
い
わ
れ
る
も
の
の
領
域
を
三
つ
に
分
類

し
て
考
え

て
み
る
。
そ
れ
は
、
①
有
な
る
第

一
の
も
の
か
ら
有
な
る
第

二
の
も
の
が
出
さ
れ
る
場
合
、
②
空
な
る
第

二
の
も
の
か
ら
有
な
る
第

二
の
も
の
が
出
さ
れ
る
場
合
、
③
衆
生
の
内
に
お
け
る
迷
と
悟

の
同
時

(-
)

併
存
説
も
し
く
は
同
時
因
果
説
で
あ
る
。
①

の
典
型
は
た
と
え
ぼ
サ
ー

ン
キ
ヤ
の
哲
学
や
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
造
物
主
の
理
念

で
あ
る
。

こ
れ
が
仏

教
的
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
②

は
た
と
え
ぼ
、

言
説

(
)

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
な
い
真
実
が
、
言
説
と
し

て
形
を
と

っ
て
表
わ
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な

け
れ
ぼ
大
乗
仏
教
の
仏
身
論
は
成
立
し
な
い
と
思
う
。
③
は
、
仏
身
論

の
範
囲
か
ら
は
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
最
も
重
要
で
あ
り
、
松

本
氏
や
袴
谷
憲
昭
氏
が
最
も
嫌
う
思
想
で
あ
る
。
た
だ
②
と
③
は
全
く

別
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
混
同
す
る
と
、
大
乗
仏
教
の
中
心
概
念
を

根
こ
そ
ぎ
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
思
う
。

次
に
、
親
鸞
の
仏
身
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、
ま
た
右
の
①
②

③
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。

ま
ず
①
に
関
し
て
は
、
『法
華
経
』
「寿
量
品
」

の
経
説
に
代
表
さ
れ
る

久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
仏
説
を
、
親
?
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
久
遠
実
成
説
を
①
と
み
な
す

の
は
少
々
乱
暴
か
も
し

れ
な
い
が
、
有
な
る
第

一
の
も
の
と
し
て
無
始
無
終
の
阿
弥
陀
仏

の
実

在
を
強
調
す
る
点
で
、
①
②
③

の
分
類
を
前
提

と
す
れ
ぼ
、
そ
の
中

で

は
①
に
最
も
近
い
。

結
論
的
に
言
え
ぼ
、
親
鸞
が
久
遠
実
成
説
を
受
容
す
る
の
は
、
あ
く

ま
で
も
部
分
的
、

一
時
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
部
分
的
と
は
、
親
鸞

の

仏
身
論
は

「真
仏
土
文
類
」
に
示
さ
れ
る
報
身

説
が
中
心
で
あ
る
が
、
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そ
の
報
身
説
の
普
遍
性
を
、
別
の
言
葉

で
仮
に
示
し
た
の
が
久
遠
実
成

説
で
あ
っ
て
、
両
者
は
対
立
概
念
で
は
な
く
、
『和
讃
』
に
お
い
て
、
部

分
的
に
久
遠
実
成
説
を
取
り
入
れ
た
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
意
味

で
あ

り
、

二
時
的
と
は
、
親
鸞
の
久
遠
実
成
説
の
受
容
は

一
時
的
な
も
の
で
、

後
に
は
そ
れ
が

『論
註
』
の
二
種
法
身
説

の
受
容
に
と

っ
て
替
わ
ら
れ

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

次
に
②

に
関
し
て
は
、
親
鸞

の
著
作

の
中

で
、
随
所
に
こ
の
考
え
方

が
認
め
ら
れ
る
。
松
本
氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

『唯
信
抄
文
意
』
の

「こ
の

二
如

よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
」
の
箇
所
も
こ
れ
に
当
る
。
ま

た
そ
の
も
と
に
な

っ
て
い
る

『論
註
』
の

「二
種
法
身
説
」
の

「広
略

相
入
」
の
考
え
方
も
こ
れ
に
当
る
。
し
か
る
に
松
本
氏
は
、
こ
の
②
の

領
域
を
認

め
な
い
で
、
こ
こ
で
い
う

「
一
如
」
や

「法
性
法
身
」
を
も

「基
体
」

(

)
と
呼
ん
で
、
実
体
的
な
も

の
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
そ

こ
か
ら
現

し
出
さ
れ
る
諸
法

(

)
と
の
二
重
構
造
を
有
す
る
説

を
す
べ
て

「基
体
説
」
(

)
と
呼
ん
で
批
判
さ
れ
る
。
ま
た
松

本
氏
は
、
こ
の

「基
体
説
」
を
、
イ
ン
ド
中
観
派

の
空
の
思
想

(

)
と
は
対
立
す
る
思
想
で
あ
る
と

い
わ
れ

(『縁
起
と
空
』

)、

あ
る
い
は

「空
の
思
想
は
、
縁
起
を
指
示
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
仏

教
的
意
義

を
も

つ
」
(同

)
と
い
わ
れ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、

「空
」
も

「縁
起
」
も
、
単
に
迷
い
の
現
実
に
関
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る

用
語
で
は
な
く
、
迷
い
と
さ
と
り
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
用
い
ら
れ
る

用
語

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
、
中
観
派
の
仏
教
、
あ
る
い
は
そ
の
仏

親
鸞

の
仏
身
論
は

「基
体
説
」
で
は
な
い

(宇

野
)

身
論

の
上

で
、
「さ
と
り

(仏
と

か
ら

「迷

い

(衆
生
)」

の
方
向

へ

「は
た
ら
き
か
け
る
」
意
味
合

い
で
語
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
②

で
い
う
言
語
表
現
さ
れ
な
い
真
実
と

い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

こ
と
を
指
し
て
い
て
、
そ
れ
を
い
ま
仮
に

「縁
起
」
と
の
み
表
現
し
た

と
し
て
も
、
そ
の

「仏
」
か
ら

「衆
生
」

へ
と

い
う

「は
た
ら
き
か
け
」

の
意
味
合

い
に
変
り
は
な
い
し
、
そ
れ
が
時
に
は

「真
如
」
と
か

「法

性
」
と
呼
ぼ
れ
て
、
「如
来
蔵
思
想
的
」
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「真
如
」
「法
性
」
も
実
体
的
に
捉
え
れ
ぼ
①
と

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
空
や
縁
起
で
解
せ
ぼ
②
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
こ
の
②
は
大
乗
仏
教
に
非
常
に

二
般
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
を

直
ち
に
実
在
論
的
な

「基
体
説
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

以
上
は
、
親
鸞
に
お
け
る

「二
種
法
身
説
」

の
受
容
に
関
連
し
て
で

あ
る
が
、
②
に
関
し
て
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
親
鸞

の
仏
身
論
は
、
「真

仏
土
文
類
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
因
願
酬
報
の
報
身
思
想

が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
願
酬
報
説
は
、
仏
身
の
常
住

を
説
く
た
め
の
教
え
で
は
な
く
、
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
を
み
そ
な
わ
し
て

発
願
し
た
ま
い
、
時
を
経
て
そ
の
願
に
報

い
て
衆
生
救
済
の
主
体
た
る

報
身
が
成
就
す
る
と
い
う
異
時
因
果
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
報
身
思
想

と
は
、
時
間
の
観
念
を
取
り
入
れ
た
仏
身
論
で
あ
り
、
弥
陀
成
仏
の
因

果
異
時

の
過
程

の
上
に
、
衆
生
に
対
す
る
仏
の
救
済
の
実
現
の
あ
り
よ

う
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
報
身
思
想
は
、
松
本
氏
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
単
に

二
七
五
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親
鸞
の
仏
身
論
は

「基
体
説
」
で
は
な
い

(宇

野
)

法
身
の
上
に
仮
立
せ
ら
れ
た
仏
身
で
は
な
い
。
善
導
は
、
曇
鸞
の
二
種

法
身

の
思
想
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を

「是
報
非
化
」
と
い
う
言
い
方

で
強
く
表
現
し
た
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
親
鸞

は
こ
の
考
え
を
も
受

け
継

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
③
は
最
も
重
要
で
、
袴
谷
氏
の
批
判
の
要
点
は
こ
の
③
に
あ
る
。

あ
る
い
は
②

の
思
想
を
認
め
ず
、
②
を
、
①
の
実
在
説
か
③
の
内
在
説

ど
ち
ら
か
に
み
な
し
て
批
判
す
る
の
が
、
松
本
氏

の
立
場
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。

こ
の
③
は
仏
身
論
の
領
域
に
は
留
ま
ら
な
い
が
、
こ
の
考
え

方
が
親
鸞

に
お
い
て
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
を
問
題
に
し
て
お
か
ね
ぼ

な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
親
鸞
は
衆
生
に
内
在
す
る
仏
、
あ
る

い
は
衆
生

の
内
に
あ
る
さ
と
り
と
迷
い
の
並
存
お
よ
び
同
時
因
果
を
認

め
て
い
な

い
。
た
と
え
ぼ

「己
心
の
弥
陀
」
「唯
心
の
浄
土
」
と
い
っ
た

考
え
を
親
鸞
は

二
切
認
め
ず
、
「信
文
類
」
の
序
で
は
、
「然
る
に
末
代

の
道
俗
、
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
て
、
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」

と
述
べ
て
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
他
者
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
本

願
に
よ
っ
て
、
衆
生
に
信
心
が
廻
向
さ
れ
る
と

い
う
の
が
、
親
鸞
の
他

力
廻
向

の
思
想
の
骨
子
で
あ
る
が
、
信
心
が
因
と
な

っ
て
往
生
の
果
が

得
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
廻
向
の
主
体
は
、
あ
く
ま
で
衆
生
の
外

に
他
者
と
し
て
い
ま
す
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
ま
た
衆
生
が
往
生
の
果
を

得
る
の
は
、
あ
く
ま
で
命
終
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
因
果
異
時
で
あ
る
。

そ
し
て
往
生
成
仏
以
後
は
、
往
生
人
が
従
果
降
因

の
仏
菩
薩
の
衆
生
救

済
の
た
め

の
相
状
を
取
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
因
果
の
相
が
混

一
七
六

在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
衆
生
の
内
な
る
迷
と
悟
の
併
存
と
は
い
え
な

い
。
あ
る
い
は

「煩
悩
即
菩
提
」
「生
死
即
涅
槃

」
と
い
う
よ
う
に
、
仏

の
側
で
、
迷
と
悟

の
併
存
、
同
時

・
同

二
性
が
主
張
さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
、
何
ら
批
判
に
は
当
ら
な
い
。

こ
こ
で
松
本
氏

『法
然
親
鸞
思
想
論
』
(

)
の
第
三
章

「『捨
子

問
答
』
と

『後
世
物
語
』
」

か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
氏
は

親
鸞
が

「『唯
信
鈔
文
意
』
(専
修
寺
正
月
二
十
七
本
)
で
、
「法
身
は
い

う
も
な
し
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」
と
述
べ
て
、
無
色
無
形
な
る
常

住
の

「法
身
」
の
存
在
を
認
め
る
如
来
蔵
思
想

を
説
く
こ
と
と
、
同
書

の
記
述
で
、
「煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら

(不
断
煩
悩
)、
無
上
大
涅
槃
に

い
た
る
な
り
」
と
説
く
こ
と
に
は
、
論
理
的

二
貫
性
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。」
(同
上

)
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
右

の
①
と
③

に

「論
理
的

二
貫
性
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
と
思

う
。し

か
し
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る

「論
理
的

一
貫
性
」
と
い
う
の
は
ど
の

よ
う
な

こ
と
を
指
し
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
色
無
形
な
る

「法
身
」
が
形
を
あ
ら
わ
し
て
報
身
と
な
る
の
は
、
仏
か
ら
衆
生

へ
の

「は
た
ら
き
」
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
仏

の
側
の
こ
と
で

あ
る
。

一
方

「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得

」
と
は
、
衆
生
の
側
で

の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
こ
で
の

「煩
悩
具
足
の
信
心
」
(機
の
深

信
)
と

「涅
槃
を
得
」
と
の
関
係
は
、
松
本
氏

が
常
に
主
張
さ
れ
る
よ

う
に
、

一
対

二
の
縁
起
で
あ
り
、
異
時
的
な
因
果
関
係
を
有
す
る
も
の
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で
あ
る
。

ま
た
氏
は

『高
僧
和
讃
』
「善
導
讃
」
の

「煩
悩
具
足
と
信
知
し
て
」

以
下
を
問
題
に
さ
れ
て
い
る

(同
上

)
。
「煩
悩
具
足
」
と
い
う
表

現
は
、
確
か
に
親
鸞
が
頻
繁
に
用
い
る
表
現
で
あ
り
、
「煩
悩
具
足
と

信
知
し
て
」
と
は
、
ま
さ
に
機
の
深
信
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
機

の
深
信
と
は
、
決
し
て

「煩
悩
即
菩
提
」
と
信
知
す
る
の
で
は

な
い
。
氏
は

「親
鸞
に
と
っ
て
の

"信
"
が

"煩
悩
即
菩
提
"
と
い
う

如
来
蔵

思
想
的
な

"同

一
性
"
の
哲
学
を
内
容
と
し
て
い
る
と
い
う
側

面
を
も

つ
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」
(同
上

)
と
い

わ
れ
る
が
、
親
鸞
に
お
い
て
は

「煩
悩
即
菩
提
」
が

「信
」
の
内
容
で

あ
る
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

「煩
悩

即
菩
提
」
と
信
知
せ
よ
と
勧
め
る
の
は
、
源
信
作
と
さ
れ
て

い
る

『
真

如

観

』

等

の
天

台

本

覚

法

門

の
書

で

あ

る
。

『
真

如

観

』
(
2
)

に

は

以
下

の
よ

う

に
言

わ
れ

て

い
る
。

万
法

に
自
性
な

し
。
亦

心
が
思

ひ
な
す

に
随

て
と
も

こ
う

も
成

也
。
煩
悩
を

菩

提
な
り
と
思

へ
ぼ

則
ち
菩
提
な
り
。
我
を
真
如

と
思

へ
ぼ
真

如
な
り
、
仏

な
り
。

こ
れ

は
、

ま

さ

し

く

こ
れ

ま

で
述

べ
て

き

た

と

こ

ろ

の
、

③

「衆

生

に
内

在

す

る

迷

悟

の
併

存

の
認

知

」

で
あ

り

、

し

か

も

「思

へ
ぼ

菩

提

な

り

」

「思

へ
ぼ

真

如

な

り

」

と

い
う

よ
う

に
、

認

知

す

る

こ
と

と
実

際

の
さ

と

り

と

の
間

に
因

果

関

係

を
認

め

て

い
る

の
で
あ

る
。

親

鸞

は
決

し

て

こ
ん
な

言

い
方

は

し
な

い
。

親
鸞

の
仏
身

論

は

「基
体
説
」

で
は
な

い

(宇

野
)

し
た
が
っ
て
、
松
本
氏
の
こ
と
ば

(同
上

)
を
借
り
る
な
ら
ば
、

"他
力
た
る
本
願
が
煩
悩
具
足

(不
断
煩
悩
)

の
凡
夫

(悪
人
)
を
す
く

う
"
と
い
う

"信
"
(機
の
深
信
)
の
内
容
と
、
"煩
悩
即
菩
提
"
と
い

う
同

一
性
の
テ
ー
ゼ
を
信
じ
る
こ
と
と
は
、
「完
全
に
異
な
る
も
の
」
な

の
で
あ
る
。

最
後
に
結
論
的
に
要
約
す
れ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

A

仏

の
他
力
廻
向

(外
在
)
↓
衆
生
に
廻
向
さ
れ
た
信
心

(内
在
)
、

外
か
ら
内

へ
の
因
果
。

B

衆
生
に
廻
向
さ
れ
た
信
心

(現
在
)
↓
衆
生
命
終
後

の
さ
と
り

(未

来
)、
衆
生
の
往
生
の
因
果
異
時
。

C

「煩
悩
即
菩
提
」
に
つ
い
て
。
こ
の
語
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
使
用
さ

れ
ず
、
「煩
悩
菩
提
体
無
二
」
(曇
鸞
讃
)
、
「煩
悩
菩
提

一
味
」
(正
像
末

和
讃
23
)
に
置
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

は
迷
と
悟
の
衆
生
内
で

の
同
時
並
存
認
知
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
が
、
煩
悩
と
菩
提
の

「体
無

二
」
一

味
」
は
、
仏
果

の
上
で
言
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
あ
く
ま
で
B

の
異
時
因
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
現
生
で
菩
提
を
得
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
こ
こ
で
い
う
煩
悩
と
菩
提

の
間
に
因
果

の
関
係
は
な

い
。
し
た

が
っ
て
、
「悪
人
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
」
や

「悪
人
で
あ
る
こ
と
自
体
」

を
、
往
生
の
因
の
よ
う
に
捉
え
て
、
「悪
人
だ
か
ら
救
わ
れ
る
」
と
考
え

る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
右

の
③
と
な
り
、
文
字
通
り
の

「悪
人

正
因
説
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

よ
っ
て
結
論
的
に
言
え
ぼ
、
C
は
A
の
表

現
を
変
え
た
も
の
に
す
ぎ

二
七
七
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親
鸞

の
仏
身
論

は

「基
体
説
」
で
は
な

い

(宇

野
)

な

い
。

す
な

わ

ち

、・
親
鸞

に

お

い
て
、

「煩

悩

即
菩

提

」

と

い
う

よ

う

な

こ

と

が

も

し

三三口
わ

れ

得

る

と

す

れ

ぼ
、

そ

れ

は
、

仏

の
他

力

廻

向

に

よ

っ
て
、

煩

悩

具

足

の
凡
夫

に
信

心

が

廻
向

さ

れ

る

と

い
う

こ
と

、

す

な

わ

ち

「
法

の
深

信

」

と

「機

の
深
信

」

の
二
種

二
具

で

あ

る

と

い
う

場

合

に

限

っ
て

で
あ

る

と
思

わ

れ

る
。

「曇

鸞
讃
」

の

「
さ

は
り

お
ほ

き

に
徳

お

ほ
し

」

な

ど

も

こ
れ

と

同

じ
よ

う

に
解

し

た

い
と

思

う

。

そ

し

て

こ

の
C

に
関

す

る
結

論

が
、

仏

身

仏

土

論

の
上

で
も

言

え

る

た

め

に

は
、

「
正

像

末

和

讃

23

」

「真

実

報

土

の
な

ら

ひ

に

て
、

煩

悩

菩

提

一
味

な

り

」

の

「真

実

報

土

の
な
ら

ひ

に

て
」

が

、

「真

仏

土

文

類

」

の

『
論

註

』

上

巻

の
引
文

、

「
必
然

・
不

改

の
義

」

に
拠

っ
て

い

る

こ
と

を
知

ら

ね

ぼ

な

ら

な

い
。

1

仏
身
論

の
上

で
は
、
①

は
実
在

説
、
②

は
垂
名

示
形

の
救

済
論
、
③

は

衆
生

に
内

在
す

る

「仏
」

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん

こ
の
①
②
③

は
発
表
者

の

勝
手

な
試

み
と
し

て
分
類

し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を

お
断

り
し

て
お
か
ね

ぼ
な

ら
な

い
。
親
鸞

の
仏
身
論

は
②

が
中

心
で
、
①

は
本
文

に
述

べ
る
よ

う

に
②

と
関
連
し

て

の
み
部

分
的
に
述

べ
ら
れ
、
③

は
否
定

さ
れ

る
。
他

方
、
松
本
氏

は
、

そ
も
そ

も
仏
身
論

に
お
け
る
②

の
領
域

を
認
め

て
お
ら

れ
な

い
と
思

う
。

し
た
が

っ
て
親
鸞

の
仏
身

に
関

す

る
論
述
、

『
唯
信
鈔

文

意
』

の

「法
身

は

い
う
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」

の

「法
身
」

も
す

べ
て
実

在
と

み
な
し
、

こ
れ
を

「典

型
的

な
如
来
蔵

思
想
」

(
『法
然

親

鸞
思
想

論
』

)
と
し

て
批
判

さ
れ
る
。

ま
た
松
本

氏

が
は

っ
き
り

と

「親
鸞

の
仏

身
論

は
基
体
説

で
あ
る
」

と
述

べ

て
お
ら

れ
る
わ
け

で
は

な

い
が
、
氏

の

『
唯
信
鈔

文
意

』

に
関

す

る
右

の
よ

う
な
論

述

(同
上

二
七

八

)

を

つ
な
ぎ

合

せ
る
と
、
上

の
②
を
①
と

み
な
し

て
批

判
し
、

あ

る
い
は

「
こ

の

「法
身
」

が
凡
夫

の
為

に

「相
」

を
取

っ
た
と

さ
れ
る

「報
身
」
た
る
阿
弥
陀
仏
を
、
絶
対

に
外
的
な
も

の
と
し

て
、
「絶
対

他
者

」

と
呼
び
得

る
で
あ

ろ
う
か
。
」

(
同
上

)

と

い
わ
れ
て
、

「報

身

た
る

阿
弥
陀
仏
」
を

あ
る
種

の

「内
在
的

な
仏
」

す
な
わ
ち
③

と
見

て
批

判
し

て
お
ら
れ

る
。

こ
れ
ら

の
点

で
、
親
鸞

の
仏
身
論

が

「如
来
蔵

思
想

的
基

体
説
」

に
基
づ

く
も

の
と

み
な

し
て
お
ら
れ

る
と
考

え

て
よ

い
と

思
う
。

ま
た
松
本
氏

は
、

因
果

に
お

い
て
、

因
果
異
時

の
み
を
認

め
、
同
時

因
果

を
認
め
な

い
。

(『
縁
起
と
空

』

等
)

2

『
天
台
本
覚
論
』

(岩
波

日
本
思
想
体
系
)
℃
」
と
。

こ
の
書

の
存

在
を
知

り
え
た

の
は
、
梯
實

圓
氏

の
ご
教

示
に
よ
る
。

氏
は
、
法
然

が

こ

の
書
に

対
し

「
こ
れ

は
恵
心

の
と
申

し

て
候

へ
ど
も
、
わ
ろ
き
物

に
て
候
也

」

「往

生

の
た
め

に
も
お
も
わ
れ

ぬ

こ
と
に

て
候

へ
ぼ

、
無
益

に
候
」

(
「百

四
十

五
箇
条
問
答

」
『
和

語
灯
』

五
、
真
聖
全

)
と
厳

し
く

批
判

し

て

い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
。

〈キ
ー

ワ
ー
ド
〉

親
鸞
、
仏
身
論
、
基
体
説

(本
願
寺
派
宗
学
院
研

究
員
)
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(198) Abstracts

(funi-mon) for practitioners, while non-dual Mahayana is static and has no 

entrance in the Shi moheyan lun. 

133. Shinran's View of Buddhakaya is not Applicable to "Dhatuvada" 

Ekyo UNO 

The term "dhatuvada"(j. kitai-setsu) was invented by Dr. Shiro Matsumoto 

in order to develop his critical examination of Buddhist thought in general. 

In this paper, I would like to claim that Shinran's view of buddhakaya is not 

applicable to the notion of Matsumoto's "dhatuvada". For that purpose, I clas-

sified the view of buddhakaya from three standpoints, i.e., 1) buddhakaya as 

the ultimate reality, 2) Buddha's saving work as manifested in Buddha's 

Name and Buddha-body, 3) buddhakaya as immanent in all beings. In Shin-

ran 's view of buddhakaya, the second standpoint is most prominent, the first 

being mentioned only in relation to the second, and the third standpoint is 

totally ignored. 

Matsumoto does not admit the second standpoint, but identifies it with the 

first or third one. Shinran's view of buddhakaya, however, is mainly based 

on it. Especially the notion of sambhogakaya, or Amida Buddha as the ful-

fillment of his causal Vow, is crucial. This sambhogakaya is not such a Bud-

dha-body transformed tentatively from dharmakaya, as Matsumoto states, 

but rather a manifestation of Amida's saving workon all sentient beings. 

Concerning the third standpoint stated above, Buddha-nature is not that 

which beings originally possess, but is endowed to them through Other Pow-

er of Amida. 

134. Several Remarks on the Terms of Shinran's Instructive Writings 

Tesshin KADOKAWA 

This paper represents an attempt at the textual criticism of several of Shin-

ran 's writings. As the result of this attempt I found that he rewrote some 

works in his last year, for example, changing certain terms from Tenjin “V•e
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