
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
二
號

平
成
元
年
三
月

二
四

矢

島

道

彦

本
稿

で
取
り
上
げ
る
パ
ー
リ
仏
典
の
一
句
は
、
か
つ
て
 
O
l
d
e
n
b
e
r
g

の

「
A
k
h
y
a
n
a
 

理
論
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
、

一
度
議
論
の
対
象

と
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
そ
の
議
論
は
句
自
体

の
解
釈
等

を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
、
そ
の
句
の

「文
脈
上

の
整
合
性
」
と
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
以
下
で
は
、

先
ず
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

と
 
F
r
a
n
k
e
 

の
議
論
を
瞥
見
し
て
後
、
未
だ
決
着

の
つ
い
て
い
な
い
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

パ
ー
リ
 
J
a
t
a
k
a
 

は
、
韻
文
と
散
文
か
ら
成
る
古
代
イ
ン
ド
の
文
芸

を
往
時
の
形
態

の
ま
ま
に
伝
え
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

の

A
k
h
y
a
n
a
 

理
論
を
支
え
る
重
要
な
証
拠
資
料
と
な

っ
た
。
し
か
し
、

注
釈
書
が
伝
え
る

「散
文
」
の
成
立
は
遅
く
、
古

い
 
A
k
h
y
a
n
a
 

の
そ

れ
を
保

っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
も
 
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

に
と

っ
て
は

自
明
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、

し
か
し
 
F
r
a
n
k
e
 

は
、
そ
の
よ
う
な
韻
文

と
散
文

の
時
代
的
隔
絶
を
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、

む
し
ろ
両
者

の
関

係
を
極
め
て

「
緊
密
な
も
の
」
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
緊
密
性
を

明
示
す
る
具
体
例
と
し
て
掲
げ
た
の
が
、
「
問
題
の
句
」
を
含
む

二

つ

の
 
J
a
t
a
k
a
 

(J
 
5
3
9
:
 
M
a
h
a
a
j
a
n
a
k
a

-
j
a
t
a
k
a
 
と

J
5
0
7
:
 

M
a
h
a
p
o
l
a

-

(2
)

J
 
5
3
9
 
上

で
は
、
主
人
公
が
 
T
h
u
n
a
 

の
町
に
入
り
、
行
乞
し
つ
つ
矢
作

り
の
家
の
戸
口
に
至
る
。

こ
の
く
だ
り
は

「散
文
」
で
あ
る
。
次
に

一

つ
の

「韻
文
」
(
v
 
1
6
3
)

が
来
て
、
そ

の
第

一
行

に

「矢
作

り

の
家

に
お
い
て

(
k
o
t
t
h
a
k
e
 
u
s
u
k
a
r
s
s
s
a
)
、

食
事

の
時
間
が
来

た
時

に

(b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
)
」
と

言
わ
れ
る
。

こ
れ
は

「従
属
節
」

の
よ

う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
主
文
は
見
当
た
ら
ず
、
全
く
文
を
な
し
て
い
な

い
。
F
r
a
n
k
e
 

が
問
題
に
し
た
の
は
こ
の

「
不
完
全
さ
」
で
あ
る
。
か

(3
)

た
や
 
J
5
0
7
の
場
合
を
見
る
と
、
b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 

云
々
の
句
が
、
先
行
す

る
句
 
(
s
o
 
t
a
s
s
a
 
g
e
h
a
m
 
p
a
v
e
k
k
h
i
)

と
共
に

一
つ
の
完
全
な
文
を

作

っ
て
い
る

(「彼
は
食
事
の
時
間
が
来
た
時
に
、
か
の
者
の
家
に
入
っ
た
」
)
。

(1
)

そ

こ
で
、
F
r
a
n
k
e
 

は
両

者

を

比

較

し

て
、
前

老

の

不
完

全

な

行

は
、
実

は

韻

文

に

で

は
な

く
、

散

文

の
中

に
そ

の
主

文

な
 p
v
isi
tv
a…
g
e
h
a
d
v
a
r
am

p
a
t
t
o
)
 

を
持

っ
て

い

る
と

考

え

た
。

そ

し

て

こ
れ

は
、

散

文

に
結

び

つ

b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
-

パ

ー

リ
仏

典

に

お
け

る

「
誤

訳
」

の

一
例

b
h
a
n
a
j
a
t
a
k
a
)

で
あ
る
。
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く
要
素
が
韻
文

の
中

に

「
場
違

い
に
」
置
か
れ
て
い
る

一
つ
の
事
例
で

あ
り
、
J
a
t
a
k
a
 

の
韻
文
が
現
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
散
文

の
影

響
下

に

あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
と
し
た
。

(4
)

こ
れ
に
対
し
て
 
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

は
、
J
 
5
3
9
に
お
け
る
問
題
の
箇
所
は

散
文

の
影
響
下
に

「場
違
い
」
に
置
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
反
論

す
る
が
、

そ

の
言

い
分
は
大
略
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
ず
、
主
人
公
が

そ
こ
で
矢
作
り
の
家
を
訪
れ
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
苦
行
者
の

一
般
的
風

習
に
な
ら

っ
て

「食
物
を
乞
う
目
的
で
訪
れ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

た
と
い
表
現
は
不
完
全
で
も
、
何
ら
韻
文
の
中
の
表
現
と
し
て
不
自
然

な
も
の
で
は
な
い
。
更

に
、
沙
門
や
バ
ラ
モ
ン
が

「食
事
の
時
間
が
来

た
時
に
」
(
b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
)
 

在
家
に
物
乞

い
に
行
く
こ
と
は
、

(
5
)

S
u
t
t
a
n
i
p
a
t
a
 

(
S
n
 
1
3
0
)
 

に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ
、
そ

の

有
名
な

く
 
V
a
s
a
l
e
-
s
u
t
t
a
 

の
詩
文
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
場
面

の
こ
こ
へ

「引
用
」
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
不
完
全
な
表
現
も
、
「引
用
」

に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
し
た
。

二
人

の
主
張
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
先
ず
 
F
r
a
n
k
e
 

の
見

方
が
、
J
a
t
a
k
a
 

の
韻
文
の
二
次
的
性
格
を
考
え
る
場
合
に
は
、
あ
る
重

要
性
を
持
ち
得
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
韻
文
は
時
と
し
て
物
語

の
変

更
な
ど
に
伴
う
改
変
を
受
け
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
韻
文
は
明
ら
か

に
散
文

の
影
響
下
に
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
今

の
場

合
は
果
た
し
て
ど
う
か
。

一
方
 
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

は
、
J
a
t
a
k
a
 

の
散
文

の

新
し
さ
を
確
信
し
て
 
F
r
a
n
k
e
 

の
所
論
を
斥
け
た
も
の
の
、
そ
の
説
明

は
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
。
文
と
し
て
の
不
完
全
さ
の
理
由
を
、

よ
く
知
ら
れ
た
古
い
詩
句
の

「引
用
」
に
求
め
る
と
い
う
説
明
の
仕
方

に
、
万
人
を
納
得
さ
せ
る
だ
け

の
も
の
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
問
題
の
句
は
、
文
法
的
に
は
 
b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 

と
 u
p
a
t
t
h
i
t
e

の
二
語
が
共
に

「
処
格
」
で
、

い
わ
ゆ
る
 
L
o
c
a
t
i
v
e
 
a
b
s
o
l
u
t
e
 

を
形

成
す
る
。
訳
せ
ば

「食
事

の
時
間
が
来
た
時
に
 (w
h
en
 
m
e
a
l
t
i
m
e
 

h
as

com
e
)」
と
い
う
程

の
意
味
で
あ
る
。
F
ra
n
k
e
 も
 
O
ld
e
n
b
erg
 も
、

詩
句
の
解
釈
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
も
問
わ
ず
、

こ
の
よ
う
な
理
解

を
共
通
の
前
提
と
し
て
議
論
し
た
。
確
か
に
、
句

の
解
釈
に
は
全
く
問

題
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
唯

一
無
二
の
解
釈
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
。
が
し
か
し
、
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
文
言

を
、
「
パ
ー

リ
語
」
と

い
う
枠
の
中
で
考
え
れ
ば
の
話
で
あ

っ
て
、
も
し
も
そ
の
よ
う
な
枠
を

取
り
外
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
か
つ
て

一
度

も
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
の
場
合
、
実
は
問
題
の
解
決
の
た
め
に

極
め
て
重
要
な
問
い
掛
け
で
あ
る
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

は
、
F
ra
n
k
e
 へ
の
回
答
に
当
り
、
「
つ
い
で
な
が
ら
」

(6
)

と
注
記
を
付
し
て
次
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
問
題
の
箇
所
に

は

「
元
来
は
 k
o
tth
ak
e
 の
語
が
構
文
上
属
す

る
よ
う
な
 
h
em
isti
ch

(例
え
ば
注
釈
書
が
補
う
 
a
t
t
h
a
s
i
 

の
如
き
)
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
。
思
う
に
、
そ
う
し
た
別
の
文
要
素
を
想
定
す
る
こ
と
は
自
由

で
あ
る
。
し
か
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
文
要
素
が

本
来
有

っ
た
と

し
て

も
、
確
認
の
手
だ
て
が
有
る
訳
で
は
な
い
し
、
所
詮
は
全
く
の
想
像
に

b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 
 

u
p
a
t
t
h
i
t
e
 

(矢

島
)
 

二
五
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b
h
a
t
t
a
k
a
l
e
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
 

(矢

島
)
 

二
六

過
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
我

々
は
む
し
ろ
、
失
わ
れ
た
何

ら
か
の
文
要
素
を
求
め
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
次
の
よ
う
な
推
理
を
行

っ
た
方
が
よ
り
現
実
的
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
問
題
の
箇
所
の
不
完
全
さ
は
、
パ
ー
リ
語

へ
の
翻
訳
の
過
程
で
の

誤
り
、

つ
ま
り

「誤
訳
」
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

(7
)

仏
教

の
原
聖
典
の
言
語
の
問
題
を
扱

っ
た
 
L
u
d
e
r
s
 

の
研
究
書
に

は
、
東
方

の
言
語
か
ら
パ
ー
リ
語

へ
、
主
格
単
数
の
-
e
が
誤

っ
て
写

し
替
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
が
列
挙
さ
れ
る
(
§
§
1
2
-
1
9
)
。

今
、
問

題
の
句
の
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
の

語
も
、
東
方
の
言
語
に
お
け
る

「主
格
」
単
数

の

-
e
が
誤

っ
て

「
処
格
」
と
取
ら
れ
、
パ
ー
リ
語

へ
誤
訳
さ
れ
た
例

の
一
つ
と
見
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
、
語
末

の

-
e

は
本
来

は
主
格
単
数
だ
が
、
誤

っ
て
処
格

と
解

さ
れ
、
そ

の
結
果

u
p
a
t
t
h
i
t
e
 

の
形
が
残

っ
た
と
い
う
見
方

で
あ
る
。
仮
に
こ
う
考
え

る

な
ら
、

問
題
の
句
は
も
と

「
(か
れ
は
矢
作
り
の
家
に
)
食
事

の
時
間

に

近
付
い
た
」
と
訳
す
べ
き

二

つ
の
完
全
な
文
」

で
あ

っ
た
こ
と
に
な

り
、
表
現
の
不
完
全
さ
も
無
理
な
く
説
明
出
来
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
動
詞
u
p
a
-
s
t
h
a
の

過
去
分
詞
形
を
 
a
c
t
i
v
e
 

な
意
味
に
用
い

る
右
の
よ
う
な
用
法
が
、

問
題
の
句
に
と
っ
て
本
来
的
な
も

の
で
あ
る

こ
と
は
、
現
存
す
る
資
料
よ
り
充
分
確
認
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
O
l
d
e
n
b
e
r
g
の

触
れ
た
 S
n
 
1
3
0
で
は
、
そ
の
注
 
P
a
r
a
m
a
t
t
h
a
-

u
o
t
i
k
a
 
に

「
異
本
の
読
み
」
と
し
て
u
p
a
t
t
h
i
t
t
a
m
 

(「近
付
い
た
」
)が

(8
)

示
さ
れ
る
。
こ
の
方
が
構
文
上
も
理
に
叶

っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
漢
訳

(
9
)

の
諸
本
か
ら
も
そ
の
読
み
の
正
当
性
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
近

の
 
N
o
r
m
a
n
 
も
含
め
て
、
従
来
の
訳
書
は
い
ず
れ
も
 
u
p
a
t
t
h
i
t
e
 

の

読
み
に
従

っ
て
い
る
が
、
多
分
屈

の
異
本
に
よ

っ
て
、
「
バ
ラ
モ
ン
で

あ
れ
、
沙
門
で
あ
れ
、
食
事
の
時
間
に
近
付
い
て
き
た
も
の
を
」
云
々

と
訳
す
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
本
来

-a
m
 と
い
う

「
対
格
」
で

あ

っ
た
と
す
る
な
ら
、

一
体

S
n

の

-
e
と
い
う
読
み
は
何
処
か
ら
来

た
の
か
。
恐
ら
く
詩
句
の
貸
借
関
係
は
、
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 
の

考
え
た
の
と

は
逆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
s
n

に
お
け
る
二
次
的
な
-
e

の
形
こ
そ
、
J
a
t
a
k
a
 

の
偶
な
ど
か
ら
の

「引
用
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

思
い
浮
か
べ
た
伝
承
者
に
ょ
る

「
書
き
換
え
」

で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
出
家
が
食
事
の
時
間
に

「近
付

い
た

(
u
p
a
-
s
t
h
a
 

の
過

去
分
詞
形
)
」
と
い
う
表
現
は
、
J
a
i
n
aの
聖
典
文

献
に
も
散
見
さ
れ

(
1
0
)

る
。
し
か
も
韻
律

(
S
l
o
k
a
)
、

位
置

(
u
v
a
t
t
h
i
e
,
 
u
v
a
t
t
h
i
o
 

が
句
の
後
半
四

音
節
を
占
め
る
)
な
ど
、
パ
ー
リ
の
場
合
と
共
通
し
て
お
り
、
表
現
の
古

さ
を
窺
わ
せ
る
。

以
上
、

か
つ
て
 
A
k
h
y
a
n
a
 

の
論
争

の
中
で
議
論
さ
れ
た

一
句
に
つ

い
て
私
見
を
提
示
し
た
が
、
右
の
仮
説
が

正

し

い
も

の
と
す

れ
ば
、

O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

の
A
k
h
y
a
n
a
 

理
論
を
突
き
崩
す

べ
く
持
ち
出
さ
れ
た
議

論
の
種
も
、
実
は
全
く
的
外
れ
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

一
方
、
O
l
d
e
n
b
e
r
g
 

の
理
論
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
か
え

っ
て
よ
り
強

固
に
守
ら
れ
る
結
果
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

1
 
Z
D
M
G
 
6
3
.
 
1
3
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9
 
(
1
)
 
沙
門
婆
羅
門

如
法
来
乞
求

呵
責
而
不
与

当
知
領
群
特

(「雑
阿
含
」
一
〇
二

大
正
二
・
二

九
上
)

(
2
)
沙門
及
与
婆
羅
門

貧
窮
乞
勾
請
向
家

不
与
飲
食
亦
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