
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第

一
号

平
成
十

一
年
十
二
月

中
国
に
お
け
る

『智
度
論
』
受
容

釆

〓

晃

北
魏
末

に
道
場
が
出
て
以
来
、
特
に
北
地
に
お
い
て

『智
度
論
』
研

　ユ
　

究
が
大
変

な
隆
盛
を
見
せ
た
。
し
か
し
、
道
場
を
潮
る
半
世
紀
以
上

の

間
、
『智
度
論
』
研
究
に
関
す
る
有
意
な
記
事
を
見
出
し
得
な
い
。
で

は
、

こ
の
断
絶
以
前
と
以
後
と
で
は
、
『智
度
論
』
の
研
究
態
度
に
違

い
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
断
絶
以
前

で
あ
る
、
訳
出
直
後

の

『智
度
論
』
受
容

の
様
子
を

探
る
の
に
好
適
な
の
は

『大
乗
大
義
章
』
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

『大
乗
大
義
章
』
は
鳩
摩
羅
什
と
盧
山
慧
遠

の
往
復
書
簡
を
編
集
し
た

も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
両
者
と
も
、
大
乗
思
想
を
説
明
す
る
の

に

『智
度

論
』
を
多
用
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

慧
遠

の
意
図
は
、
師

・
釈
道
安
の
後
を
承
け
、
安
世
高
以
来
の
小
乗

仏
教
と
羅

什
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
大
乗
仏
教
と
を
統
合
し
よ
う
と

す
る
こ
と

に
あ

っ
た
。
慧
遠
が

『智
度
論
』
を
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る

論
書
と
し

て
重
用
し
た
こ
と
は
、
『智
度
論
』

の
序
文
を
書

い
た
の
み

な
ら
ず
、

わ
ざ
わ
ざ

『大
智
論
抄
』
二
十
巻
を
著
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
十
分
に
窺
え
る
。
そ
の

『智
度
論
』
の
訳
出
者

で
あ
る
羅
什
は
、
慧

遠
が
大
乗
思
想
に
つ
い
て
問
い
尋
ね
る
に
は
最
高
の
教
師
で
あ
る
筈
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
『
大
乗
大
義
章
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
議
論

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
こ
と
か
ら
、
慧
遠
が
羅
什
の
意
見

に
納
得
し
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

慧
遠
は
、
『
大
乗
大
義
章
』

の
議
論
の
後

に
記
し
た

「盧
山
出
修
行

方
便
禅
経
統
序
」
で
、
鳩
摩
羅
什
が
中
心
と
な
っ
て
広
め
て
い
る
禅
法

　　
　

を

「不
融
」
と
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
慧
遠
は
、
羅
什
訳

『坐

禅
三
昧
経
』
は
有
益
な
と
こ
ろ
も
無
い
で
は
な
い
が
ま
だ
ま
だ
不
充
分

な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
羅
什
と
そ
の
周
辺
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
慧
遠
が
仏
陀
践
陀
羅
に
請
う
て
訳
出
せ
し
め
た

『達

　こ

磨
多
羅
禅
経
』
は
達
磨
多
羅
と
仏
大
先
が
受
持

し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

達
磨
多
羅
と
仏
大
先
は
共
に
厨
賓

の
有
部
の
禅
師
で
あ
り
、
い
わ
ば
小

乗
と
目
さ
れ
る
人
々
で
あ

っ
た
。

羅
什
も
厨
賓

・
沙
勒
滞
在
時
に
有
部
の
師
に

つ
き
教
え
を
受
け
た
と

　
　
　

伝
え
ら
れ
る
が
、
羅
什

の
大
乗
思
想
は
む
し
ろ
反
小
乗
と
も
言
う

べ
き
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も
の
で
あ

り
、
慧
遠

の
態
度
と
は
好
対
照
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
は

『大
乗
大
義
章
』
に
お
け
る
羅
什
の
答
え
方
に
も
見
ら
れ
る
。
典
型
的

な
の
は
次

の
二
ヶ
所
で
あ
る
。

真
法
身

の
仏
が
本
習
の
残
気
を
尽
く
す
の
に
三
十
四
心
を
経
る
の
か

と
慧
遠
が
問
う
た
の
に
対
し
、
羅
什
は
そ
れ
ら
を

「皆
仏
説
に
非
ず
」

　ら
　

と
退
け
て

い
る
。
ま
た
、
慧
遠
が
四
相
に

つ
い
て
問
う
た
の
に
対
し
、

羅
什
は
、

こ
れ
に
対
し
て
も

「迦
旛
延
弟
子
の
意
に
し
て
仏
の
所
説
に

　　
　

非
ず
」
と
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

慧
遠
は
、
阿
毘
達
摩
論
書
に
も
と
つ

い
て
問
い
を
発
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、

そ
れ
を

「仏
説
に
非
ず
」
と
無
下
に
否
定
さ
れ
た
の
で
は
、

そ
の
問

い
を
そ
れ
以
上
深
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
違

っ
た
角
度
か
ら
問

い
な
お
す
よ
り
他
な
か
っ
た
。
慧
遠
に
と
っ
て
は
、
大
乗
と
小
乗
は
矛

　
　
　

盾
な
く
統

合
ざ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
羅
什
に
と
つ

て
は
、
小
乗
仏
教
は
あ
く
ま
で
切
り
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
過
ぎ
な

か
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
―慧
遠
が
何
故
か
く
ま
で
も
大
乗
と
小
乗
の
統
合
に
こ
だ

わ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
般
舟
三
昧
実
践
上
の
要
請
か
ら
で
あ
っ

　
　
　

た
。
従

っ
て
、
『智
度
論
』
に
対
す
る
態
度
も
、
同
様
に
実
践
的
な
立

　　
　

場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
羅
什
の
周
辺
に
い
た
人
物
か
ら
は
、

『智
度
論
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

羅
什
直
近

の
者
と
し
て
は
、
僧
叡
を
先
ず
挙
げ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
僧

叡
は
そ
れ
ま
で
に
訳
出
さ
れ
て
い
た
禅
経
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
四
〇

一
年
十
二
月
二
十
日
に
羅
什
が
長
安
に
至
る
や
、
同
月
二
十
六
日
に
は

　む

駆
け
つ
け
て
禅
定

の
指
導
を
受
け
た
。
翌
月
弘
始
四
年

(四
〇
二
年
)
正

月
五
日
に
は

『坐
禅
三
昧
経
』
が
訳
出
さ
れ
て

い
る
の
は
、
禅
定
指
南

を
待
ち
望
ん
で
い
た
の
は
僧
叡

一
人
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
表
わ
す
と

　　
　

言

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
「大
哉
禅
智
之
業
。
可
不
務
乎
」
と
は
、
新

た
な
禅
定

の
指
針
を
獲
た
喜
び
の
声
に
他
な
ら
な

い
。

し
か
し
、
『智
度
論
』
に
対
す
る
態
度
は
、
あ
く
ま
で

「智
典

(般

若
経
)」

の
注
釈
書
と
し
て
の
域
を
出
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

　むる
。
ま
た
、
長
安
に
お
い
て
、
『智
度
論
』

の
研
究
が
専
門
的
に
行
わ

れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
現
在
ほ
と
ん
ど
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か

に
僧
肇
に

『大
智
度
論
抄

(疏
)
』
八
巻
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

　むる
の
み
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
現
在

こ
れ
は
伝
わ

っ
て
お
ら
ず
、
僧
肇

が
実
際
に
抄
疏
を
著
わ
し
た
の
か
ど
う
か
さ
え
決
定
し
が
た
い
。
・

訳
出
直
後
に
お
い
て
は
、
慧
遠
を
除
い
て
、
概
し
て

『智
度
論
』
に

比
較
的
冷
淡
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
こ
の
冷
淡
さ
が
、
後
の

『智
度

論
』
研
究

の
空
白
を
生
ん
だ
と
す
ら
言
え
よ
う
。

し
か
る
に
、
空
白
の
後
に

『智
度
論
』
研
究

が
再
び
流
行
す
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
北
地
に
限
ら
れ
る
。
吉
蔵
は

『大
品
経
』
の
疏

は
著
わ
し
た
も
の
の
、
『智
度
論
』
に
関
し
て
は
終
に

一
編
の
書
も
著

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
陳
の
慧
遠
は
、
『肇
・論
序
』
に
お
い
て

『中
論
』
・

『百
論
』
・
『十
二
門
論
』
の
み
を
挙
げ

る
だ
け

で
、
『智
度
論
』
に
関
し

　ま

て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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で
は
、
何
故
南
方
で
は
な
く
北
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
方
に
無
く

　あ
　

て
北
方
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
『智
度
論
』
研
究
の
他
に
、
禅
定
と

　　

阿
毘
達
摩
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
が
独
立
し
て
流
行
し
た
と

は
考
え
難
く
、何
ら
か
の
相
関
関
係
が
あ
っ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
羅
什
以
降
徹
底
し
た
大
乗
主
義
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
中

に
あ
っ
て
阿
毘
達
摩
研
究
と
は
い
さ
さ
か
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か

る
に
、
北
方

で
仏
教
界
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
志
念
が

『智
度
論
』

を
講
じ
た
後

に

『雑
阿
毘
達
磨
研
究
論
』
を
講
じ
る
よ
う
に
し
て
い

　り
　

た

こ
と
を
考

え
併
せ
る
と
、
阿
毘
達
摩
研
究
は
大
乗
基
礎
学
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
当
時
で
も
大
乗
は
小
乗
よ
り
上
位

に
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
小
乗
研
究
者
が
仏
教
界
の
指
導
的
立
場
に
立
て
る
と
は
考
え
難

い
。
む
し
ろ
、
阿
毘
達
摩
は
大
乗
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
『智
度
論
』
が
説
く
禅
定
体
系
は
伝
統
的
な
四
念
処
観

な
ど
を
大
乗
精
神
の
上
に
定
義
づ
け
し
な
お
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、

そ
れ
ら
を
具
体
的
に
実
践
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
阿
毘
達
摩
を
参
照
し

た
と
考
え
る

の
が
最
も
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
学
は
、
智
〓

の
法
華
学

の
特
徴
を

『智
度
論
』
か
ら
の
脱
却
に
あ

　　

る
と
言
う
。
逆
に
言
え
ば
、
道
場
以
降
智
〓

に
い
た
る
ま
で
、
『智
度

論
』
が
中
国

の
仏
教
界
の
中

で
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
関
心
の
ほ
と
ん
ど
が
実
践
か
ら
の
要
請
に
依

る
も

　　

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
慧
遠
の
態
度
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
慧
遠

没
後
、
そ
の
学
系
は
顕
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
表
に
現
わ
れ
な
く
と

も
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

1

新
卍
続
蔵

四
六

・
九

一
二

c

2

大
正
五
五

・
六
五

c
～
六
六

a

3

大
正
五

五

・
六
六

a

4

大
正

五
五

・
一
〇
〇

b
、
大
正
五
〇

・
三
三
〇
b

5

大
正

四
五

・
一
三
〇

c
～

一
三

一
a

6

大
正

四
五

・
一
三
五

a
～

b

7

大
正

五
五

・
六
五

c

8

安
藤
俊

雄

「盧

山
慧
遠

の
禅
思
想
」
木
村

英

一
編

『
慧
遠
研
究
研
究
篇
』

9

大
正

五
五

・
七
五

c

10

大
正

五
五

・
六
五

a

11

大
正

五
五

・
六
五

b

12

大
正

五
五

・
七

四

c

13

大
正

五
五

・
一
一
五
六

a

14

大
正

四
五

・
一
五
〇

b

15

大
正

五
〇

・
五
六

三

c
～

五
六
四

a

16

大
正

三
三

・
九
五

一
a

17

大
正

五
〇

・
五
〇
九

a

.

18

安
藤

俊
雄

「天
台
宗

の
開
創

」
『
天
台
学
』
第

二
章

19

拙
稿

「北
朝

に
お
け
る

『
智
度
論
』
受
容

」
『
大
谷
大
学

大
学
院

研
究
紀

要
』

一
五

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉
慧
遠

〈
盧
山
〉
、
『
大
乗
大
義
章
』
、
実
践

(大
谷
大
学
特
別
研
修
員
)
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