
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

二
四
〇

真
宗

教

団

と

身

分

制

度

―

特

に
黒
衣

・
色
衣

に

つ
い
て
―

小

武

正

教

は

じ
め
に

「部
落

問
題
は
自
分
の
立
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
問
い
直
し
な
さ
い
」
と

教
え
ら
れ
て
15
年
、
「教
団

・
寺
院
の
制
度
や
慣
習
が
す
で
に
差
別
構

造
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
に
模
索
し
な
が
ら
応
答
し
て
き
た
。

お
㊤
O
年

「院
号
廃
止
宣
言
」
、
お
逡

年

「
一
切
色
衣
を
止
め
る
」
、

同
年

「内
陣
で
の
お
勤
め
を
止
め
る
」
一㊤㊤
。。
年

「七
条
袈
裟
の
廃
止
」

な
ど
を
自
坊
で
実
践
し
て
き
た
。
論
理
だ
け
で
変
革
を
よ
び
か
け
る
の

で
は
親
鷺
さ
ま
の
教
え
に
準
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
自
ら
の
寺
院
で

責
任
を
担
う
こ
と
こ
そ
が
教
団
全
体

の
変
革

へ
の
唯

一
の
道
で
あ
る
。

僧

侶

の
水

平
運
動

・
黒
衣
同
盟

お
㊤
D。
年

(大
正
H
)
3
月
3
日
、
名
告
り
を
上
げ
た
水
平
社
は
、
翌

3
月
4
日
、
東
西
本
願
寺

へ
水
平
運
動
に
対
す
る
協
力
を
要
請
、
4
月

10
日
に
は
東
西
本
願
寺
に
「募
賊
拒
絶
の
決
議
通
告
」
を
突
き
付
け
た
。

こ
の
、
水
平
社
の
東
西
本
願
寺

へ
の
通
告
を
受
け
、
本
願
寺
教
団
の

中
に
は
水
平
社
と
呼
応
す
る
運
動
、
「黒
衣
同
盟
」
が
誕
生
し
た
。

で
は
黒
衣
同
盟
と
は
何
か
。
そ
の
宣
言
文

の
要
約
す
る
と
次
の
3
点

と
な
る
。

①
色
衣

・
金
欄
の
袈
裟
を
廃
止
し
て
黒
衣
を
着
用
―
親
鷺
に
帰
っ
た
象
徴

②
堂
班
制
の
廃
止

③
募
財
の
拒
否

そ
し
て
、
宣
言
文

に
述
べ
る
よ
う
に
、
「親
鷺

の
教
え
に
生
き
る
こ

と
を
回
復
し
て
い
く
」、
宗
教
的
営
み
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
黒
衣
同
盟
は
、
寺
格

・
堂
班
を
作
り
出

し
、
そ
れ
を
儀
礼

・
荘

厳
の
中
に
細
か
く
位
置
づ
け
、
な
お
そ
の
矛
盾

は

「信
心
」
と
は
無
関

係
で
あ
る
と
し
て
き
た
教
団
内

の

「儀
礼
」
に
お
け
る
真
俗
二
諦
の
構

造
を
打
ち
破
る
運
動

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
実
践
と
し
て
選
び

と
つ
た
方
法
が
、
そ
の
最
も
目
に
見
え
る
表

象
で
あ
る

「色
衣
」

「金

欄

の
袈
裟
」
を
脱
ぎ
、
そ
の
不
当
性
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
黒
衣
同
盟
は
わ
ず
か
数
年
で
そ
の
姿
を
消
す
。
『
同
朋
運
動

資
料
史
』
の
中
よ
り
黒
衣
同
盟
が
影
響
と
思
わ

れ
る
、
そ
れ
も
今
日
に

繋
が
る
も
の
を
い
く

つ
か
拾
っ
て
み
る
。
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真
宗
教
団
と
身
分
制
度

(小

武
)

二

四

一

年
に
勤
め
ら
れ
た
、
立
教
開
宗
七
百
年

の
法
要

の
衣
体
は
、

「大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
本
山
と
し
て
は
色
衣
で
区
別
す
る
堂
斑
を
売
っ
て
い

る
関
係
上
黒
衣
で
纏
め
る
事
が
出
来
ず
、
色
衣
を
撤
廃
す
る
の
は
本
山
と
し

て
与
え
た
権
利
を
奪
う
こ
と
に
も
な
り
既
得
権
の
侵
害
と
な
る
か
ら
や
る
訳

に
は
行
か
ぬ
と
い
う
尤
も
さ
う
な
理
論
も
出
来
上
が
り
、
つ
い
に
西
本
願
寺

は
記
念
法
要
の
参
列
者
に
は
白
の
素
絹
を
揃
い
で
着
せ
る
と
い
う
こ
と
に
決

定
し
」

「中
外
日
報
」)

と
あ
る
よ
う
に
、
「堂
班
衣
体
」
と

「黒
衣
」
と
の
妥
協
妥
案
の
よ

う
な
、

「記
念
衣
体
」
な
る
も
の
を
作

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
日
の
法

要
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
当
時
、
「色
衣
を
嫌

っ
て
黒
衣

で
通
し
て
い
た
」

(「中
外
日
報

)
官
長
代
理
の
大
谷
尊
由
氏
に
対
し
、
広
岡
智
教
師
は
、
「尊

由
氏

の
黒
衣
も
不
徹
底
で
す
。
黒
衣
を

つ
け
る
な
ら
ば
宜
し
く
平
僧
と

同
様
下
座
に
着
く
べ
き
で
す
」
と
喝
破
し
て
い
る
。

年
4
月
15
日
、
戦
後
50
年
の

「全
戦
没
者
総
追
悼
法
要
」。
衣

体
は
黒
衣

・
五
条
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
内
陣
出
勤
は
そ
の
ま
ま
で

あ
つ
た
様
子
を
想
起
さ
せ
る
。
都
合
よ
く
類
聚
制
度
に

つ
な
が
る

「色

衣

・
袈
裟
」
と

「黒
衣
」
と
の
使
い
分
け
、
そ
れ
が
黒
衣
同
盟
か
ら
そ

の
矛
盾
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
以
来
教
団
で
は
っ
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

唯

一
敗

戦
後

の
民
主
化

の
中
で
、
堂
班
が
廃
止
さ
れ
、
衣
が
黒
衣
に
統

一
さ
れ
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
期
間
を
の
ぞ
い
て
は
。

法
衣

・
袈
裟

と
色
-
身
分
階
層

法
衣

・
袈
裟
の
変
遷
の
歴
史

(1
)
イ
ン
ド
に
お
い
て

袈
裟
は
日
本

に
於
い
て
は
法
衣
の
上
に
着
用
す
る
が
、
イ

ン
ド
に
お

い
て
は
法
衣
は
袈
裟
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
釈
尊
は
す
べ
て
の
比
丘

・
比

丘
尼
に
九
条
か
ら
奇
数
条
ご
と
、
二
十
五
条
ま
で
の
袈
裟
を
大
衣
、
七

条
袈
裟
を
中
衣
、
そ
し
て
五
条
を
小
衣
と
し
て
を
許
さ
れ
た
。
大
衣
は

最
も
丁
重
な
服
装
と
し
て
、
・中
衣
は
平
常
の
礼
拝
や
読
諦
そ
し
て
斎
食

な
ど
の
平
時
に
用
い
、
小
衣
は
僧
院
の
中

の
作
務

・
臥
床

の
時

に
着
用

し
た
。
釈
尊
在
世
時
、

一
般
に
は
白
あ
る
い
は
色
文
様
を
ま
と
っ
て
い

た
が
、
出
家

の
僧
は
こ
れ
を
汚
し
て
着
、
袈
裟
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
袈

裟
は

「糞
掃
衣
」
と
も
言
わ
れ
、
廃
棄
せ
ら
れ
た
破
布
を
も
っ
て
縫
い

合
わ
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
欲
望
を
起

こ
さ
ぬ
と
い
う
意
味

で
、
修
行

す
る
比
丘

・
比
丘
尼
の
精
神
を
表
し
た
。
よ
っ
て
袈
裟
の
布
質
も
戒
律

に
て
、
麻
と
木
綿
に
制
定
し
、
絹
布
な
ど
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

(2
)
中
国
に
お
い
て

中
国
で
は
、
国
家
と
結
び
付

い
て
教
団
が
成
立
し
た
の
で
教
団
の
統

制

の
た
め
、
僧
官
が
置
か
れ
国
家
に
よ
っ
て
経
済
的
な
待
遇
と
社
会
的

位
置
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
皇
帝
み
ず
か
ら
が
僧
の
立
場
を
兼

ね
た
祭
政

一
致
が
行
わ
れ
、
僧
侶
の
法
衣

・
袈
裟
が
著
し
く
美
化
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
イ
ン
ド
の
法
衣
が
中
国

に
伝
わ
る
と
、
「直
綴
」
な

ど
の
法
衣
を
作
り
だ
し
、
そ
の
上
に
袈
裟
を
着
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
黒
色
が
法
衣
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
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真
宗
教
団
と
身
分
制
度

(小

武
)

二
四
二

(3
)
日
本
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て

仏
教

が
国
家
仏
教
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
た
め
、
僧
官
が
設
け
ら

れ
、
そ
こ
で
は
法
衣
の
色
に
よ
っ
て
位
を
分
け
た
。
そ
し
て
、
朝
廷
に

お
い
て
の
禁
色
の
権
限
が
天
皇
に
属
し
て
い
た
よ
う
に
、
法
衣
に
お
け

る
禁
色
も
権
限
は
天
皇
に
属
し
て
い
た
。
僧
正

・
僧
都

・
律
師
に
対
し

て
は
そ
れ
ぞ
れ
、
紫
、
緋
、
緑
、
練
を
用
い
、
無
位
無
官

の
僧
は
黒
ま

た
は
黄
を
も
ち
い
た
。
『養
老

の
衣
服
令
』
に
は
、
「
一
・
二

・
三
位
を

紫
と
し
、
四

・
五
位
を
緋
と
し
、
六

・
七
位
を
緑
、
八
位

・
初
位
が
練
、

無
位
を
黄
色
、
最
も
下
を
黒
と
す
」
と
し
各
色
に
深
浅
の
別
を
設
け
た
。

(4
)
親
鷺
聖
人
の
法
衣

親
鷺
聖
人
が
比
叡
山
時
代
の
堂
僧
の
時
は
、
墨
染
の
衣
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
吉
水
以
降
は

「鏡

の
御
影
」

「安
城

の
御
影
」

「熊
皮
の
御
影
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
裳
の
付

い
た
墨
染
め
の
衣
に
、

五
条

の
墨
袈
裟
を
か
け
て
お
ら
れ
る
。
当
時
の
僧
侶
の
も
っ
と
も
低

い

位
を
表
す
法
衣
を
身
に
つ
け
た
親
鷲
聖
人
の
姿
が
あ
る
。

(5
)
覚
如
上
人
と
そ
の
後

覚
如
上
人
は
当
時
、
庶
民
の
平
常
服
を
着
て
遊
行
す
る
時
宗
の
僧
服

に
対
し
て
批
判
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て

『存
覚

一
期
記
』
に
よ
れ
ぼ
、

す
で
に
当
時
、
鈍
色

・
七
条
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
6
代
善
如
上
人
、
第
7
代
緯
如
上
人
の
時
に
は
、
黄
袈
裟
、
黄
衣

が
着
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『実
悟
記
』
よ
り
知
ら
れ
る
。

(6
)
蓮
如
上
人

蓮
如
上
人
は
、
法
衣
を
黒
衣

・
墨
袈
裟
に
統

一
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
門

・
一
家
衆
に
だ
け
は
、
黒
衣

の
着
用
を
許
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
蓮
如
上
人

の
葬
儀
に
あ
た
っ
て
、
「棺

の
上
に
七
条

の

袈
裟
を
被
ひ
、
輿
か
き
の
法
師
は
直
綴
、
入
道

は
道
服
衣
を
著
し
、

一

家
衆

・
御
堂
衆
等
、
裳
付
衣

・
絹
袈
裟
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
墨
袈

裟

・
墨
衣
が
す
で
に
崩
れ
だ
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

(7
)
実
如
上
人
以
降

朝
廷
よ
り
、

年
に
香
袈
裟
、

年

に
紫
袈
裟
、

年

に

紅
衣

の
着
用
を
許
さ
れ
て
い
る
。
特
に
第
H
代
顕
如
上
人
の
時
、
門
跡

に
列
せ
ら
れ
る
と
法
衣
の
上
に
も
国
家
仏
教
体
制
に
お
け
る
僧
階
が
そ

の
ま
ま
宗
門
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
門
跡
に
な
る

と
同
時
に
、
紫
衣

・
緋
衣

・
裏
代
が
許
さ
れ
着
用
が
は
じ
ま
り
、
以
後

代
々
の
宗
主
が
着
用
す
る
。
そ
し
て
、
宗
主

・
院
家
衆

・
堂
衆
等

は
、

色
衣

・
絹
袈
裟

・
織
物
袈
裟
が
着
用
し
た
。

年
、
宗
祖
の
三
百
回
忌
法
要

の
時
、
初
め
て
宗
主

・
院
家
衆

が
、
七
条

・
抱
服
の
着
用
が
あ
る
。

(8
)
江
戸
時
代

年
、
宗
祖
三
百
五
十
回
忌
法
要
で
は
、
総
御

一
家
衆
ま
で
、
七

条
袈
裟
の
着
用
が
許
可
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

年
、
御
影
堂

の
落

慶
法
会
で
は
総
坊
主
衆
ま
で
が
七
条
袈
裟
の
着
用
が
許
可
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
何
度
か
法
衣
式
が
改
定
さ

れ
て
ゆ
き
、

年
に
ほ
ぼ
定
ま

つ
て
い
っ
た
。
法
服
の
質
、
裳
付
き
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真
宗

教
団
と
身
分
制
度

(小

・
武
)

二
四
三

で
あ
る
か
、
五
条
の
色
と
紋
、
指
貫
の
色
、
衣
の
色
等
々
、
事
こ
ま
か

く
分
け

て
い
る
。
七
条
袈
裟
も
、
僧
階
の
下
位
ま
で
許
可
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
平
僧
と

「稼
僧
」
に
は
許
可
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
。

(9
)
明
治
時
代
以
降

江
戸
時
代
の
寺
格
が
改
め
ら
れ
、
堂
班
制
度
と
な
っ
た
が
、
す
ぐ
に

堂
班
の
階
級
は
ふ
え
、
法
衣

・
袈
裟
の
色
だ
け
で
な
く
、
模
様
等
を
事

細
か
く
規
定
し
て
、
大
変
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ぼ
七

条
袈
裟
も
す
べ
て
の
僧
侶
が
衣
体
と
し
て
着
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

そ
の
か
わ
り
七
条
の
内
容
が
細
分
化
さ
れ
、
堂
班
に
よ
る
七
条
が
規
定

さ
れ
て
い
っ
た
。

『本
派
法
規
類
纂
』
に
示
さ
れ
た
明
治
41
年

の
堂
班
衣
体

に
は
七
条

袈
裟

・
五
条
袈
裟

・
小
五
条
袈
裟
、
そ
し
て
色
衣

・
黒
衣

・
切
袴

の

一
々
に

つ
い
て
細
か
く
規
定
さ
れ
、
差
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
女
性
に
対
し
て
は
、

「女
子
僧
侶
服
装
並
に
法
式
に
関
す
る
規

定
」
(

年
7
月
)
が
定
め
ら
れ
、
「第
二
条
女
子
僧
侶
に
は
堂
班
を

許
さ
ず
、
本
堂
法
式
に
あ
り
て
は
外
陣
に
着
席
す

へ
し
。
席
次
は
法
膓

順
に
よ
る
。
」
と
さ
れ
た
。

(10
)
戦
後
の
民
主
化

年

(昭
和
24
)
、
堂
班
制
が
廃
止
さ
れ
、
住
職

・
住
職
で
あ

つ

た
僧
侶

・
副
住
職

・
前
三
号
以
外

の
僧
侶
と
い
う
4
段
階
の
法
要
席
次

規
定
改
正

が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
準
じ
た
衣
体
条
例
と
な
っ
た
。
五
条
袈

裟

・
小
五
条
袈
裟
の
規
定
は
示
し
て
あ
る
が
、
七
条
袈
裟
に
つ
い
て
の

規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
総
長
等

の
職
務

に
関
す
る
衣
体
や
、
門
主
代

理

・
僧
綱
等

の
衣
体
に
つ
い
て
は
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
。

(H
)
類
聚
制
の
復
活

の
中
で

戦
後
の
民
主
化
も
僅
か
6
年
で
挫
折
す
る
。
堂
班
制
に
変
わ
る

「類

聚
制
」
が
導
入
さ
れ
た
。

「類
聚
制
」
は
教
団

へ
の
財
政
的
功
労

の
差

異
に
よ
っ
て
全
寺
院
と
僧
侶
に
寺
班

・
僧
班
を

つ
け
、
法
要

の
席
次
と

衣
体
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
足
当
初

は
、
七
座
七
席

の
四
九
席
、

現
在
で
は
合
計
八
座
七
席
の
五
六
席
と
な
つ
て
い
る
。
類
聚
に
よ
る
色

衣
と
五
条
袈
裟
、
小
五
条
袈
裟
、
切
袴
の
事
細

か
い
差
別
化
は
、
職
務

衣
体
に
も
反
映
し
、
さ
ら
に
は
輪
袈
裟
に
も
差
別
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
門
徒
式
章
に
も
反
映
さ
れ
、
門
徒
の
懇
志
の
進
納
の
多

少
と
本
願
寺
で
の
役
職
に
よ
っ
て
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
袈
裟
の
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
七
条
袈
裟
だ
け

は
、
自
由
と
さ
れ
、

「平
等
と
い
う
幻
想
」
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

人
の
意
識
を
左
右
す
る
に
、視
覚

の
与
え
る
影
響
力
は
大
変
に
強
い
。

儀
礼
に
お
け
る
色
に
お
け
る
教
団
内
身
分

の
問
題
を
問
わ
ず
し
て
、
「信

心
の
社
会
性
」
は
な
い
。
色
衣
と
金
欄
の
袈
裟
を
脱
ぐ
こ
と
で
教
団
と

国
家
を
問
う
た
黒
衣
同
盟
は
私
を
問
う
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

黒
衣
同
盟
、
黒
衣
、
色
衣

(龍
谷
大
学
大
学
院
修
了
)
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