
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月

サ

ン
ジ

ャ
ヤ
説

の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

考

茨

田

通

俊

D
i
g
h
a
-
n
i
k
a
y
a
 

第
二
経
の

『沙
門
果
経

(
S
a
m
a
n
n
a
p
h
a
l
a
-
s
u
t
t
a
)

』

に
見
ら
れ

る
サ
ン
ジ
ャ
ヤ

・
ヴ

ェ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
プ

ヅ
タ

(
S
a
n
j
a
y
a
 
B
e
-

l
a
t
t
h
i
-
p
u
t
t
a
)
 

の
説

の
中
で
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
死
後
の
存
在

の
有
無
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
四
句
分
別
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a

の
死
後
存
在
に
関
す
る
定
型
句
は
、
仏
陀
の
十
無
記
の
中
に
も
見
出
だ

さ
れ
る
な
ど
、

パ
ー
リ
仏
典
中
に
散
在
し
て
い
る
。
通
例
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a

は

「如
来
」
と
訳
さ
れ
、
悟

っ
た
人
、
証
悟
者
の
意
に
解
す
る
が
、
ブ

ヅ
ダ
ゴ
ー
サ
等
の
注
釈
に
ょ
れ
ば
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
死
後
存
在
に
関
す

る
定
型
句
に
つ
い
て
は
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

は
有

情

(
s
a
t
t
a
)
 

も
し
く
は
我

(
1
)

(
a
t
t
a
n
)
 

の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
解
釈
を
巡

っ
て
既
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
近
年
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
か
ら

(
2
)

の
検
証
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
文
脈
を
整
理
し
な
が
ら
、
今

一
度
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

サ
ン
ジ

ャ
ヤ
説
で
は
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
死
後

の
存
在
の
他
に
、

他
世

(
p
a
r
o
 
l
o
k
o
)
、

化
生
の
有
情

(
s
a
t
t
a
 
o
p
a
p
a
t
i
k
a
)
、

善
悪
業

の
異
熟
果

(su
k
a
t
a
-
d
u
k
k
a
t
a
n
a
m
 
k
a
m
m
a
n
a
m
 
p
h
a
l
a
m
 
v
i
p
a
k
o
)
 

の
存
在

の
有
無

が
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
化
生

の
有
情

(
satta
 
o
p
a
p
a
t
i
k
a
)

に
注
視
す
れ
ぽ
、
有
情

(
s
a
t
t
a
)
 

と
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
。

こ
こ
で

問
題
視
さ
れ
る
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

が
単
な
る

一
般
の
有
情
の
意
味
な
ら
ぽ
、

「化
生
の
」
と
限
定
さ
れ
た
有
情
の
存
在
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
さ
ら

に

一
般
の
有
情
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
、

一
般
の
有
情
を
表
す
用
語
と
し
て
は
。
・鉾
雷

で
充
分
な
は
ず
で
あ
る
。

や
は
り
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
死
後
存
在
の
問
題
に
お
い
て
、
あ
え
て
 tath
a
-

g
ata
 と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
は
、
こ
の
語
は
単
な
る
有
情
を
表
す
の

で
は
な
く
、
何
か
特
別
な
意
味
合
い
を
示
唆
す

る
も
の
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
他
世
の
存
在
等

の
問
題
は
、
当
時

の
思
想
界
に
あ

っ
て
は
、
共
通

の
思
索
の
対
象
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
沙
門
果
経
』
の
六
師
の
所

説

の
う

ち

ア
ジ

タ

・
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
リ
ン
 (
A
j
i
t
a
 
K
e
s
a
-
k
a
m
b
a
l
i
n
)
 

の
説
に
、

サ

ン

ジ
ャ
ヤ
説
に
も
見
ら
れ
る
他
世
、
化
生

の
有
情
、
善
悪
業
の
異
熟
果
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
が
思
想
的
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
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共
通
な
思
想
の
対
象
を
も

っ
て
い
た
こ
と
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
ひ
ア
ジ

タ
説
に
見
ら
れ
る

「
正
し
く
行
じ
、
正
し
い
智
慧
を
得
て
、
現
世
と
他

(3
)

世
を
自
ら
知
り
、
悟

っ
て
、
(他
人
に
)
知
ら
し
め
る
沙
門
婆
羅
門
」
は

当
然
証
悟
者
、
解
脱
者
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
証

悟
者
に
関
す
る
問
題
も
ま
た
、
当
時

の
思
想
界
で
は
重
要
視
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
サ
ソ
ジ
ャ
ヤ
に
お
い
て
も
、
証
悟
者
に
関
連

し
た
事
柄

は
、
重
要
な
思
索

の
対
象
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

サ

ソ
ジ
ャ
ヤ
説
の
中
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
を

証
悟
者

の
意

に
解
す
る
の
は
、
決

し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
に
み
ら
れ
る
 
t
a
h
a
g
a
y
a
 
も
、

一
般
に
証
悟
者
の

(4
)

意
味
に
解
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、

そ
の
注
釈
で
再
生
せ
ず
に
解
脱
し
た
者

(5
)

と
解
さ
れ

る
の
は
、
「最
後
の
身
体
を
保

つ
者
 (
a
n
t
i
m
a
d
e
h
a
d
h
a
r
i
n
)

」

(
S
u
t
t
a
-
n
i
p
a
t
a
 
4
7
1
)
 

等
の
仏
典

の
表
現
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
と
し
て

無
視
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
最
後
身
を
保
ち
、
再
生
し
な
い
者
の
死

後
の
存
在
が
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
の

死
後
存
在

に
関
す
る
定
型
句
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
が
、

証

悟
者
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る

一
例
と
し
て
、
S
a
m
y
u
t
t
a
-
n
i
k
a
y
a

の
第
二
十

二
の
八
十
六
経
に
お
い
て
、
外
道
遊
行
者
た
ち
が
尊
者
ア
ヌ

ラ
ー
ダ

(
A
n
u
r
a
d
h
a
)
 

に
尋
ね
る
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

は
最
上
人
で
あ
り
、
最
勝
人
で
あ
り
、
最
勝
の
獲
得
を
得

て
い
る
が
、
そ
れ
(
t
a
t
h
a
g
q
a
t
a
)
を

施
設
し

よ
う
と

し
て
、
t
a
t
h
a
g
q
a
t
a

(ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ヅ
ダ
)
は
こ
れ
ら
四
つ
の
根
拠
に
お
い
て
施
設
す
る

(Sa-

m
y
u
t
t
a
-
n
i
k
a
y
a
,
 

V
o
l
.
 
I
I
I
,
 

p
.
 
1
1
6
)

こ
の
直
後
に

t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
の

死
後
存
在
に
関
す
る
定
型
句
が
続
く
わ

け
で
あ
る
。
文
脈
上
死
後
の
存
在
を
問
う
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
は

「最
上
人
で

あ
り
、
最
勝
人
で
あ
り
、
最
勝
の
獲
得
を
得
た
」
と

い
う
形
容
が
さ
れ

(6
)

て
い
る
以
上
、
明
ら
か
に
証
悟
者
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

箇
所
を
ブ

ヅ
ダ
ゴ
ー
サ
は
、
「汝

の
師

(ア
ヌ
ラ
ー
ダ
の
師
で
あ
る
ゴ
ー
タ

マ
・
ブ
ヅ
ダ
)
で
あ
る
 
t
a
t
a
h
a
g
a
t
a
 

が
、
有
情
で
あ
る
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
を

(施
設
す
る
)」
(S
aratth
a
-pak
as
i
n
i
,
 

V
o
l
.
 
I
I
,
 

p
.
 
3
1
2
)
 

と
注
釈
し
て
い

る
。
む
ろ
ん
死
後

の
存
在
が
問
題
と
さ
れ
る
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

は
、
有
情
の

意
に
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
注
釈
者

の
意
図
は
ど
こ
に

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

パ
ー
リ
仏
典
中
に
お
い
て
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
を

有
情

の
意

に
解
す
る
箇

所
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

執
着
を
超
え
、
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
慢
心
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
者
の
中
に

あ
っ
て

(
m
a
n
s
s
a
t
t
e
s
u
)
 

慢
心
す
る
こ
と
な
く

(
a
m
a
n
a
s
a
t
t
o
)
、

苦
し
み

を
そ
の
原
因
と
共
に
よ
く
知
っ
て
い
る
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

は
、
献
菓
を
受
け
る
に

ふ
さ
わ
し
い
 
(
S
u
t
t
a
-
n
i
p
a
t
a
 
4
7
3
)

し
か
し
な
が
ら
、
文
脈
か
ら
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

は
証
悟
者
、
解
脱
者
を
意

味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a

は
も
ち
ろ
ん

一
般
の
有
情
を
指
し
は
し
な
い
が
、
有
情
な
る
存
在
と
し

て
の
証
悟
者
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
ょ
う
。

こ
の
点
を

考

慮

す

れ

ば
、

サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
等
で
死
後
の
存
在

の
有
無
が
問
わ
れ
る
定
型
句
の

サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
考

(茨

田
)
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サ
ソ
ジ

ャ
ヤ
説

の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

考
 
(茨

田
)

t
a
t
h
a
g
a
t
a
 
は
、

証
悟
者
と
い
え
ど
も
有
情
な
る
存
在

で
あ
る
以
上
死

は
免
れ
な

い
が
、

一
般
有
情
と
は
異
な
る
解
脱
者
が
、
そ
の
死
後
ど
う

な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
D
i
g
h
a
-
n
i
k
a
y
a
 

第

一
経
の

『梵
綱
経
 (
B
r
a
h
m
a
j
a
l
a
-
s
u
t
t
a
)

』

で
紹
介
す

る
四
種

の
誰
弁
論

(
v
a
c
a
-
v
i
k
k
h
e
p
a
)
 

の
う
ち
第
四
番
目
の

思
想
は
、
『
沙
門
果
経
』
に
お
け
る
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
と
全
同
で
あ
る
。
六

十
二
見
で
は
、
全
体
を
通
じ
て
我

(
a
t
t
a
n
)
 

の
問
題
が
、
世
界
(
l
o
k
a
)
と

共
に
思
索

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
が
、
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
と
考
え
ら
れ
る

諦
弁
論

の
箇
所
で
は
、
全
く
我
を
示
す
語
が
見
当
た
ら
な
い
。
六
師
の

一
人
と
し
て
、
当
時
か
な
り
の
勢
力
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
サ
ン
ジ
ャ
ヤ

が
、

思
想
界

の
中
心
課
題
で
あ
る
我
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
な
か

っ
た

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説

の
t
a
t
h
a
g
a
t
a
 

の
死
後
存

在

の
問
題

は
、
証
悟
者
と
い
え
ど
も
肉
体
は
死
と
共
に
消
滅
す
る
が
、

解
脱
し
た
者
の
場
合
そ
の
輪
廻
の
主
体
た
る
我
は
死
後
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
問
い
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
等
の
t
a
t
h
a
g
a
t
a
=
s
a
t
t
a
,
 
 
a
t
t
a
n

の
解
釈
も
首
肯
で
き
ょ
う
。
こ
の
点
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
文
献
の
 
V
i
y
a
h
a
p
a
n
n
a
t
t
i
 
1
7
-
2

に
お
い
て
 
t
a
h
a
g
a
y
a
 

が(
7
)

j
i
v
a
 

を
形
容
し
、

一
種
の
解
脱
し
た
霊
魂
の
状
態
を
示
す
と
す
る
用
例

と
も
矛
盾

し
な
い
。

サ
ソ
ジ

ャ
ヤ
説
等
に
見
ら
れ
る
死
後
存
在
を
問
題
と
す
る
定
型
句
の

t
a
t
h
a
g
a
t
a
の

意
味
を
、

証
悟
老
あ
る
い
は
有
情

(我
)

の
ど
ち
ら
か

に
限
定
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
有
情

一
般
を
示
す

の
で
は
な

い
が
、
有
情
な
る
存
在
と
し
て
の
証
悟
者
を
意
味

し
、
根
底
に
輪
廻
の

主
体
た
る
我
の
存
在
に
関
す
る
問
い
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。2

渡
辺
研

二

「
サ
ソ
ジ

ャ
ヤ
説
の
 
t
a
t
h
a
g
a
t
-
再

考
ー

ジ

ャ
イ

ナ
教
文

献
か
ら
み
た

『
沙
門
果
経
』

の
六
師

(
二
)
1

」
(
『
大
正
大
学
総
合
仏
教

研
究
所
年
報
』

4

一
九

八
二
)
等

5

渡
辺
研

二

「
ジ

ャ
イ
ナ
教
文
献

に
お
け
る
t
a
t
h
a
g
a
t
a
-
(
一
)

」

(
『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』

27
t

2

一
九
七
九
)

参
照

6
 
D
i
g
h
a
-
n
i
k
a
y
a
 
第
二

十
九
経

『
清
浄
経
(
P
a
s
a
d
i
k
a
-
s
u
t
t
a
)
』

に
お

い
て
も
文
脈
上
t
a
t
h
a
g
a
t
h
は

証
悟
者

の
意
味

に
解
せ
る
。

7

渡
辺
氏
前
掲
論
文
参
照

く
キ
ー
ワ
ー
ド
V

サ

ン
ジ

ャ
ヤ
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
、
如

来
、
有

情
、

我

(
大
谷
大
学
大
学

院
)
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