
ど

ど

ど

ど

ど

ど

ど

ど

ど

仏
教
学
専
攻

～

～

～

～

～

～

～

～

～

摩

訶

僧

祗

律

の
研

究吉

元

正

信

律
蔵

の
文
献

は
梵
漢
巴
等
多
種
多
横
で
あ
る
が
、
資
料
と
し
て

完
全

に
整

つ
た
も
の
と
し
て
漢
訳
の
四
分
律
、
五
分
律
、
十
誦
律

と
本
論
で
あ

つ
か
う
摩

訶
僧
祇
律
及
び
南
伝
巴
利
律
で
あ
り
、
又

こ
の
外
に
漢
訳
十
八
部
九
九
巻

に
及
ぶ
根
本
有
部
毘
奈
那
が
あ
り

そ

の
多
少
欠
け
た
る
部
分

は
、
西
蔵
訳

の
完
全
な
も
の
が
あ
り
、

補

い
得
.る
の
で
あ

る
。
し
か
し
本
論
で
あ

つ
か
う
摩
訶
僧
祇
律
を

の
ぞ
い
て
は
他

の
五
律

は
全
て
上
座
部
系
統

の
部
派

に
伝
承
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
摩
詞

僧
祇
律

は
ど
の
部
派

に
属
す
る
も

の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

一
般

の
定
説
と
し
て
大
衆

部

で
あ
る
と
す
る
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本

律

に
関
し
て
述

べ
る
前
に
、
そ
れ
が
本
当
に
大
衆
部
系
統
部
派

に

属

す
る
事
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
太
律
大
衆
部
外

の
部
派
に
伝
持
さ
れ
た
と
思
わ
せ
る
伝
承
を
、
見

つ
け
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
こ
で
第

一
章

に
於

て
、

「出
三
蔵
記
集
」

に
そ

の
焦
点

を
お

い
て
、
太
律
が
大
衆
部
系
統
部
派
に
伝
持
.さ
れ
た
律
蔵

で
あ
る
こ

と
を
述

べ
、
そ
の
後
に
律
蔵
自
身
に
大
衆
部
系
統

の
部
派
の
群
格

と
の
共
通
絆
を
述

べ
て
冕
た
の
で
あ
る
。
第
二
章

に
於

て
は
、
本

律
が
大
衆
部
系
統

の
部
派
で
あ
る
こ
と

を
思
わ
せ
る
、
七
百
会
議

の
記
事
、

一
般

に
第
二
結
集
と
呼
ば
れ

る
記
事

で
徳
蔵
の
撻
度
部

中
に
存
す
る
。
僧
祇
律

で
は
、
こ
の
記
事
に
関
し
て
述

べ
て
い
る

所

は

「
七
百
築
法
藏
」
と
題
し
て
、い
る

の
で
あ

る
。
そ
こ
で
そ
の

時
、
会
羲

の
中
心
議
題

で
あ

つ
た
と
患

わ
れ
る
、
受
蓄
金
銀
に
関

し
て
、
本
律
部
派

の
特
色
を
さ
ぐ

つ
て
見
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
第

二
章
に
於

て
復
蔵
の
成
立
年

代
は
浄
法

(律

に
制
定
さ

れ
た
規
則
の
解
釈

の
幅

を
広
げ
よ
う
と
す
る
便
法

の
事

)
と

の
関

係
に
於

て
も
解
明
で
き
る
事
を
発
見

し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

本
卒
論
に
於
.て
、
本
律
の
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
出
来
な
か

つ
た

こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

以
下
、
添
卒
論
の
構
成
を
述

ぺ
る
と
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
篇

一
章
、
摩

訶
僧
祇
律

の
伝
持
部
派

に
つ
い
て
」

と
題
し
本

章
は
三

つ
の
角
度
か
ら
本
律

の
伝
持
部
派
に

つ
い
て
述

べ
た
見
た
.
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第

一
は
、
前
述
し
た
が

「出
三
藤
記
集
」
に
よ

つ
て
示
さ
れ

た
闇

題

に
対
す
る
検
討

で
あ
る
。

「出
三
蔵
記
集
」

の

「新
集
律
来
準

地

四
部
序
・録
」

に
よ
る
之
、
本
律
を

「本
律
」
を

「
婆
鹿
蜜
羅
律
」

と

題
し
、
本
律

に
対
し
て
次

の
ご
と
き
説
明
を
加
え
て
い
る
。

「

婆
鹿
富
羅
と
は
、
経
典
を
受
持
し
、
皆
有
我
を
説
き
、
空
想
を
説

か
ず
、
猶
お
小
児

の
如
し
、
故

に
婆
鹿
窯
羅
と
な
す
。
此

の

一
名

に
僧
祇
律
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「出
三
蔽
記
」
に
よ
る
之

太
律
を
伝
持

し
た
の
は
、
上
嘩
部
系
統

の
部
派
で
あ
る
犢
羊
部
を

さ

し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ζ
の
間
題
に
対
し
棆

il#c

　
°加
え
冖、

「出
三
藏
記
簍
」

の
本
律

に
対
す
る
見
解

は
明
ら
か

に
僧
祥

の
誤
解

か
ら
生
じ
た
事
を
述

べ
、
本
律
が
大
衆
部
に
伝
持

さ
れ
た
と
す
る
事
に
矛
盾
が
生
じ
な
い
と
の
結
論
に
達
す
ゐ
の
で

あ

る
..
第
二
は
本
律
自

身
の
内
容
が
大
衆
部

の
艀
格

」
又
伝
承
と

一
致
す
る
か
ど
う
か
と

「
七
百
会
議

の
記
事

に
焦
点
を
し
ぼ
つ
て

述

べ
た
。
そ
の
結
果
、
本
律
の
七
百
会
議

の
記
述
が
南
伝
文
献
が

述

べ
る
部
派
分
裂
の
記
述

の
七
百
会
議
を
も

つ
て
大
衆
、
上
座
の

根

本
分
裂
が
あ

つ
た
と
す
る
、

一
つ
の
資
料
と
な
る
と
共
に
、
本

律

を
縮
集

し
た
部
派
が
大
衆
部

で
あ
ろ
と
の
想
像

を
、
そ
の
記
事

の
他
律
と
の
相
異
や
特
巽
性
よ
り
可
能
に
す

る
。
第
三
に
大
衆
部

系
統
の
部
派

で
あ
る
説
出
財
部

の
仏
伝

で
あ
る

「大
事
」
と
本
律

の

「
受
戒

鍵
彫
」
と

の
共
通
点
を
発

見
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ

り
、
そ
の
共
通
点
は
他
律

に
は
見
な

い
も
の
で
あ
惹
事
よ
り
、
本

律
が
大
衆
部

で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
達
す

る
の
で
あ
る
。
以
上
三

つ
の
方
面
よ
り
検
謬
の
結
果
、
本
律

の
伝
挿
部
派
を
大
衆
部
と
す

る
事

は
妥
当
で
あ
る
と

の
結
論
を
出
す

。

『
篤
二
章
、

「
七
百
集
法
蔵
」
と

「受
蓄
今
鈩
」
に
闘
す
る
浄

法

に

つ
い
て
』
と
題
し
、
本
章
も
三

つ
に
分
け
て
論
じ

た
、
第

一

は
、
本
律
の

「
七
百
集
法
蔵
」
そ
の
も

の
に
つ
い
て
分
析

を
し
、

第

二
に
は
、
他
律

の
第

二
結
集
記
事
と

の
比
較
に
よ
り
、
第
二
結

簗

の
年
代
に
関
し
て
論
じ
、
そ
の
結
果

、
太
律
に
は
七
百
会
講

の

任
代
は
旧
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
七
百
全
講
.の
伍
代
は
仏
減

一
〇

〇
葎
前
後

で
あ
る
と

の
結
論
存
も
ち
、
第
三
に
は
、
本
会
議
の
中

心
誘
題
と
思
わ
れ
る
。

「受
蓄
金
銀
」

に
関

し
て
、
波
羅
木
又
中

に
出
る

「蓄
銭
宝
戒
」
を
中
心
に
、
金
銭
に
関
す
る
浄
法

に
っ
い

て
述

べ
、

こ
こ
に
於

て
、
浄
法
と
の
閣
係
に
於
て
も
律

の
成
立
鉦

代

の
鯉
が
可
能
な
る
事
を
発
見
す

る

の
で
あ
る
。
以
上
で
私

の
卒

論
は
終
る
。
本
卒
論
を
書
き
な
が
ら
、

本
篠

の
研
究
が
他
律
に
く

ら

べ
極
め
て
初
期
に
あ
る
事

を
知

つ
た
と
共

に
、
部
派
仏
教
分
析
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の

一
つ
の
か
ぎ
を
に
ぎ

つ
て
い
る
大
衆
部

の
性
格
が
、

い
ま
だ
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
本
律

の
研
究

は
き
わ
め
て
重
要
で

あ

る
事
を
感
じ
た
次
第

で
あ
る
。
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