
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
二
巻
第
二
号

平
成
六
年
三
月

一
六
八

真
宗
教
学
の
方
法
論
的
課
題

桃

井

信

之

「真
宗
学
」
を
営
む
者
に
と

つ
て
常

な

る
重
要
課
題
は
、
親
鸞
が
明

か
し
た

「浄
土
真
宗
」
の
仏
道

の
本
質

・
内
実

(信
念
体
系
)
を
抽
出

し
、
現
代
人
の
成
仏
道
と
し
て
再
構
築
す
る
こ
と
を
、
未
来
社
会
を
も

射
程
に
い
れ
な
が
ら
考
究
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

「
真
宗
学
」
の
現
状
を
鑑
み
る
時
、
そ
の
教
学
を
考
究
し
構

築
す
る
営
為
に
お
い
て
、
多
く
の
方
法
論
的
な
課
題
が
あ
る
と
考
え
る

の
で
、
そ

の
い
く
つ
か
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、、
整
理
し
て
み
よ
う
と
い

う

の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

《「
教
義
」
と

「
教
学
」
の
混
同
》

第

一
点

は
、
「
教
義
」
と

「教
学
」
の
混
同
の
問
題
で
あ
る
。

「教
学
」
と
い
う
用
語
は
、
そ

の
概
念
が
不
明
瞭
の
ま
ま
漠
然
と
使

用
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ

の
た

め

「
教
学
」
に

つ
い
て
論
じ
る

際
、
誤
解
や
弊
害
が
あ

っ
た
こ
と

は
否
め
な
い
。
殊
に
本
願
寺
派
の
伝

統
的
な
宗
学

の
立
場

(江
戸
宗
学
に
つ
い
て
は
大
谷
派
の
場
合
も
同
様
)

が
、
先
達
が
宗
学
者
と

し

て

の
生
命
を

か
け

て

「
微
に
入
り
細
を
穿

つ
」
と
評
さ
れ
る
程
周
到
緻
密
に
大
成
さ
せ
た
に
も
拘
ら
ず
、
徳
川
幕

藩
体
制
化
に
お
け
る
封
建
的
性
格
を
有
し
た

「
訓
詰
注
釈
学
」
的

「
会

通
学
」
と
し
ば
し
ば
酷
評
さ
れ
て
き
た
の
は
、
畢
寛

「
教
学
」
と
い
う

概
念
を

「
教
義
」
と
混
同
し
て
い
る
点
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

大
谷
派
近
代
教
学
の
祖
と
称
さ
れ
る
清
沢
満
之
は
、
明
治
期
に
西
洋

よ
り
移
入
さ
れ
た
近
代
の
学
的
方
法
を
逸
速
く
修
得
し
、
こ
の
問
題
に

(
1

)

関
し
て
極
め
て
示
唆
的
な
主
張
を
し
て
い
る
。

即
ち
そ
の
意
は
、
親
鸞
が
明
か
し
た

「浄
土
真
宗
」
の

「
教
義
」
と

現
代
真
宗

「教
学
」
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
ず

、
両
者
は
明
確
に
区
別

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
「
教
学
」
は
末
学
の
私
見
学
説

と
い
う
分
限
に
止
ま
り
、
そ
の
是
非
の
基
準

は
あ
く
ま
で

「
教
義
」
そ

の
も
の
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら

「
教
義
」
の
本
質
は
普
遍
的

で
あ
り
、
「教
学
」
は

「教
義
」
の
本
質
を
時

代

(或
は
社
会
)
的
に
弁

証
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
教
学

的
営
為
に

つ
い
て

は
自

由
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
だ
と
も
語

っ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

《
「真
宗
学
」
す
る
人
格

(主
体
的
領
解
)

の
問
題
》
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一
六
九

次
に

「真
宗
学
」
を
営
む
主
体

(人
格
)
の
問
題
を
取
り
上
げ

て
み

た
い
。

近
年

ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
真
宗
学
の
方
法
論
に
関
す
る
論
文
中

で
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
主
張
は
、端
的
に
言
え
ば
、
「真

宗
学
」

は

一
般
の
諸
学
同
様
、
客
観
的

・
実
証
的

「
科
学
」
と
い
う
側

面
を
持

つ
が
、

一
方
で

「真
宗
学
」
が
有
す
る
独
自
な
性
格
と
し
て
、

研
究
者
自
ら
の
宗
教
経
験
が
要
求
さ
れ
る
、
と

い
う
こ
と
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。

「教
学
」
を
創
造
し

て

い
く

「真
宗
学
」
の
研
究
者
に
求
道
心
が
不

可
欠
と
い
う
の
は
、
「
教
学
」
が
親
鸞
の
明
か
し

た
仏
道
の
本
質
を
抽

出
し
現
代
人
を
し
て
親
鸞
の
教
え
に
帰
せ
し
む
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
当
然
と
い
え
ぽ
当
然
で
あ
る
が
、

1

「
真
宗
学
」
が
親
鸞
と

同
様

の
宗
教
経
験

・
宗
教
的
信
念
の
獲
得

を
重
視
す

る
の
は
、
親
鸞
の
教
学
的
営
為
が
そ
う
で
あ

つ
た
よ
う
に
、

基
本
的
に
は
そ
の

「智
慧
」
か
ら
仏

の
本
心

・
仏
道
の
本
質
を
見
抜
く

(例
え
ば
善
導
は
観
経
解
釈
で
古
今
楷
定
を
な
し
、
法
然
は
専
修
念
仏
の
教
義

を
立
て
、
親
鸞
は
改
点
改
訓

・
隠
顕
等
の
釈
を
文
言
の
奥
、
即
ち

『義
』
に
見

い
出
し
て
い
る
)
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
で
問
題
と
す

る
よ
う
に
、

こ
の
こ
と

は
教
学
的
な
位
置
を
得
て
い
な
い
。

2

「
教
学
」
を
生
み
出
す

「真
宗
学
」
は
今
日
、
そ

の
営
為
は
如
何

に
し
て
も
客
観
的

・
実
証
的
な
方
法
に
基
づ
く
科
学
的
な
営
為

・
近
代

的
理
性
の
営
為
を
媒
介
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ら
ぽ
、
直
裁
に

い
う
な
ら
、
学
術
的
な
研
究
発
表
の
際
、
基
本
的
に
、
真
宗
学
以
外
の

分
野
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
も
理
解
し
得

る
用
語

・
論
理
を
用
い
る

べ
き
だ

と
考
え

る
が
、
「
真
宗
学
」
の
場
合
、

一
方
で
自
己
の
宗
教
経

験

・
主
体
的
領
解
を
介
し
て
親
鸞
の
宗
教
的
信
念
を
論
ず
る
た
め
か
、

今
日
で
も

「真
宗
学
は
、
た
だ
の
学
問
で
は
な
い
」
等
の
言
葉
を
耳
に

す
る
。
「
主
と
し
て
規
範
的
学
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す

る
真
宗
学
は
、

極
め
て
主
観
的
な
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
学
と
し
て
承
認
す
る
こ
と

　
　
　

は
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
学
会
に
お
け
る

一
般
の
風
潮
」
で
あ
る

と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
教
団
の
伝
統
や
歴
代
の
相
承
を
い
た
ず
ら
に

権
威
化
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
「
会
通
」
を
目
的
と

し
た
難
解
な
宗
学
用

語
を
用
い
、
教
団
内
の
政
治
的
場
で
研
究
内
容
の
是
非
を
論
じ
た
り
、

延
い
て
は
、
「研
究
者
」

の

「研
究
内
容
」
を

も

つ
て
未
だ
研
究
者
に

「異
安
心
」
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
は
ろ
う
と
い
う
動
き
が

あ

る
の
も
事

実
で
あ
る
。

従
来

の
見
解
と
異
な
る
も
の
を
異
端
と
断
ず
る
発
想
は
、
非
学
問
的

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
解
答
を
先
に
与
え
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
は
、
学
問
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
清
沢
の
い
う
教
学
に
お
け
る
自
由
討
究
は
、
未
だ

に
保

証
さ
れ
て
い
な

い
実
情
が

あ

る

(野
々
村
直
太
郎
事
件
の
教
訓
が
生
か
さ

れ
て
い
な
い
と
も
い
え
よ
う
)。
こ
れ

で

は
教
団
内
に
席
を
お
く
研
究
者

は
、
異
端
者
と
し
て
廃
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

る
あ
ま
り
、
自
由
大
胆
な

発
想
を
以
て
従
来
の
枠
を
超
え
た
研
究
成
果
を
挙
げ
ら
れ
ず
、
現
状
の
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一
七
〇

如
く
そ
の
教
学
的
営
み
が
、
歪
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
も
罷
む
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。

《「
い
の
ち
」
を
見
い
出
す
論
理
が
教
学
の
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る

か
》

更
に
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
現
代
及
び
未
来
に
お
け
る
諸

問
題
に
応
答
し
て
い
く
た
め
の
教
学
的
営
為
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

個

々
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
方
法
を
持
ち
、
仏
教

・
親
鸞
に
ア
.フ
ロ

ー
チ
し
て
い
る
。
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
人
間
の
権
利

・
尊
厳
に
関
す

る
問
題
、
反
戦

・
平
和
に
関
す
る
問
題
な
ど
に
加
え
て
、
近
年
殊
に
ク

ロ
ー
ズ
ア

ッ
.フ
さ
れ
て
き
た
の
が
脳
死

・
臓
器
移
植

.
バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
に
端
を
発
す
る
生
命
倫
理
の
問
題
、
そ
れ
に
地
球
的
規
模
の
環

境
破
壊
の
問
題
で
あ
る
。
全
て
の
問
題
を
単
純
に
同
列
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
も
、
「
い
の
ち
」
に
関
わ

つ
て

い
る
と
い
う
点
で
共

通
し
て
い
る
。
近
年
、
仏
教
あ
る
い
は
真
宗

・
親
鸞
の
立
場
か
ら

「
い

の
ち
」
が
論
ぜ
ら
れ
、
次
々
と
研
究
成
果
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ぽ

、
環
境
破
壊
の
問
題
は
、
人
類
を
存
亡
の
岐
路
に
立
た
せ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
近
代
的
合
理
主
義
、
科
学
万
能
主
義
、
人
間
中

心
主
義
の
所
産

で
あ
る
ど
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題

の
根
本
的
解
決
に
東
洋
思
想
、
特
に
仏
教
思
想
、
が
寄
与
で
き
る
の
か

が
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な

る

ほ
ど

「
衆
生
」
「
不

殺
生
」
「
草
木
成
仏
」
コ

切
衆
生
悉
有
仏
性
L
と
い
う
発
想
は
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
を
超
え
て

「
い
の
ち
」
を
把
捉
す
る
も
の
で
あ

る
し
、
「
山

川
草
木
悉
皆
成
仏
」
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

に
至

っ
て

は
、
科
学
的

な
意
味
で
の
生
命

の
範
疇
を
超
え
て

「
い
の
ち
」
を
論
じ
て
い
る
の
で

あ
り
、
人
類
を
救
う
哲
学
に
成
り
得
る
大
き
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る

と
言
え
る
。

親
鸞

に
も

『唯
信
紗
文
意
』
(西
本
願
寺

「
真
宗
法
要
本
」)
に

「草
木

国
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
仏
す
と
と
け
り
」
と
あ
る
も
の
が
し
ば
し
ば

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

周
知
の
如
く
、
こ
れ
は

「
本
覚
思
想
」
と

の
関
連
も
あ
り
、
本
来

の

仏
教
思
想
で
は
な
い
と

の
指
摘
も
近
年
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
ア

ニ
ミ
ズ

ム
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
真
宗

関
係

の
研
究
者
は
、
親
鸞
に
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
要
素
は
な
い
と
す
る
も
の

が

ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
問
題
は
、
「
親
鸞
が
草
木
国
土
の
成
仏
を
語

っ
て
い
る
か
ら
」

と
い
う
典
拠
に
重
点
を
お
く
よ
り
も
、
「何
故
親
鸞
に
は
そ

の

よ
う
に

語
り
得
た
の
か
、
何
故
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
を
問

う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
そ
こ
で
親
鸞
が
語

っ
て
い
る
も
の
は
、
親
鸞
が
念
仏
の
信
心
に

生
き
る
仏
道
の
な
か
で
、
自
己
を
含
め
て
明
ら
か
に
見
え
て
き
た

「
い

の
ち
」
、
即
ち

「
信
心
の
智
慧
」
に
よ

っ
て
明

ら
か
に
見
い
出

さ

れ

た

「
い
の
ち
」
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
、
信
心
を
得
る
こ
と
は
、
即
ち

「
智
慧
」
を
得
る
こ
と
で
あ

る
と
明
確
に
語

っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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一
七

一

つ
ま
り
親
鸞
は
、
「如
来
か
ら
賜
」

っ
た

「
信
心
の
智
慧
」
に
よ
り
、

自
ら
を
生
か
し
め
て
い
る
多
く

の

「
い

の
ち
」
を
発
見

(自
覚
)
し
、

更
に
そ

の

「
い
の
ち
」
を
生
か
し
め
て
い
る
山
や
川
な
ど

の
非
情

(生

態
系
と
も
い
う
べ
き
も
の
)
に
さ
え

「
い
の
ち
」
を
見
出
し
た

の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
れ
は
同
時

に

「
二
種
深
信
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
深
い

罪
悪
性

の
自
覚
と
如
来
の
本
願

に
対
す
る
確
信
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
親
鸞

に
よ
る

「
い
の
ち
」

の
発
見
は
ア
ニ
、・・
ズ
ム
と
は
異
質
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

親
鸞

の
信
心
は

「智
慧
」
と
し
て

「
い
の
ち
」
を
見
出
す
と
同
時
に

自
己
の
罪
悪
生
死
性
を
自
覚
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
態

が
個

々
に
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
環
境
問
題
等
《
「
い

の
ち
」
に

関
わ
る
問
題
を
浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
考
え
う
る
主
体
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。
加
藤
尚
武
氏
は
、
生
命
倫
理
と
環
境
倫
理
は
テ
ー
ゼ
が
悉

く
正
反
対
、
即
ち
そ
こ
に
は
個
人
と
全
体
の
対
立
が
あ
り
、
両
方
を
視

　
ヨ
　

野
に
入
れ
て
判
断
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

我

々
真
宗
者
が

「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
ど
う
判
断
す
る
の
か
、
ご
く

近
い
将
来
間
わ
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
問
題

は
、
そ

の
よ
う

な

「智
慧
」

の
明
確
な
教
学
的
位
置
づ
け
が
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な

い
と

い
う
こ
と

に
あ
る

(伝
統
的
宗
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な

主
張

を
認

め

ず
、
「徳

」
と
い
う
観
念
的
な
理
解
に
終
始
し
て
い
た
)。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
梯
実
円
氏
が

「真
宗
学
と
は
、
『教
行
証
文

類
』
を
正
し
く
理
解
し
解
説
す
る
と
い
う
こ
と

に
止
ま
ら
ず
、
『
教
行

証
文
類
』
を
自
己
の
全
存
在
を
あ
げ
て
書
き

つ
い
で
い
く
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
仏
祖
に
導
か
れ
、
育
て
ら
れ
た
信
心
の
智
慧

に
よ

っ
て
、
如
来
、
浄
土
に
ふ
れ
な
が
ら
、
自
己
と
人
類
が
か
か
え
て

い
る
危
機
的
な
状
況
に
向
か
っ
て
よ
び
か
け
た
ま
う
如
来

の
御
言
葉
を

記
し
と
め
て
い
く
の
が
真
宗
学
者
の
使
命
だ

ろ
う
と
お
も

い
ま
す
。
現

代
の
課
題
に
答
え
る
教
学
と
い
っ
て
も
、
時
代
の
痛
み
を
自
ら
の
内
に

(
4
)

実
感
し
て
い
な
け
れ
ば
な
に
ご
と
も
起
こ
り
得
な
い
で
し
よ
う
L
と
述

べ
て
い
る
。
真
宗
学
す

る
者
に
と

っ
て
肝

に
命
ず

べ
き
言
葉
で
あ
ろ

う
。「信

心
の
智
慧
」
に
よ

っ
て

「
い

の
ち
」
を
発
見
し
、
深
い
罪
業
性

を
自
覚
し
た
念
仏
者
は
、
自
ら
の
可
能
な
限
り
如
来
の
心
に
適
う
べ
く

生
き
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
生
き
ざ

ま

・
行
動
が
出
世
間
を
指

向
す
る
念
仏
の
弘
通
に
直
接
的

.
間
接
的
に

つ
な
が

っ
て

い
く
な
ら

ば
、
そ
れ
こ
そ
が
報
恩
行
と
い
い
得
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の

よ
う

な
念
仏
者
の
生
き

ざ

ま
を
私
は

「真
宗
菩
薩
道
」
と
名
づ

け

た

い
。
「智
慧
」
を
明
確

に
位
置
づ
け
た

「真
宗
菩
薩
道
」
と

も

い
う
べ

き
教
学
の
構
築
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

1

「因
果
之
理
法
」
「貫
練
会
を
論
ず
」

2

幡
谷
明

『曇
鸞
教
学
の
研
究
』

3

『環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』

4

浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
報

『プ
ラ
サ
ー
ダ
』
創
刊
号

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
教
学
、
智
慧
、
「
い
の
ち
」

(龍
谷
大
学
講
師
)
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