
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
第
七
十
一
巻
第
一
号
　
令
和
四
年
十
二
月

一

一
　
問
題
の
所
在

　

本
稿
で
は
︑
玄
奘
訳
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄︵
以
下
﹃
倶
舎
論
﹄︶
全
編

に
注
釈
を
施
し
︑
版
本
の
形
態
と
し
て
一
般
に
普
及
す
る
こ
と
を
企
図

し
た
法
蔵
館
店
主･

西
村
七
平
︵
一
八
五
四
︱
一
九
一
九
︶︑
泉
涌
寺
長

老･

佐
伯
旭
雅
︵
一
八
二
八
︱
一
八
九
一
︶︑
大
谷
派･
藤
谷
慧
燈
︵
一
八

五
九
︱
一
八
九
六
︶･

豊
満
春
洞
︵
一
八
五
七
︱
一
九
三
一
︶
ら
の
活
動
に
着

目
し
︑
明
治
期
に
お
け
る
余
乗
学
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
︒二

　
大
谷
派
の
余
乗
学
に
つ
い
て

　

ま
ず
︑
大
谷
派
の
余
乗
学
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
︒
大
谷
派
に
お

け
る
余
乗
学
と
は
︑
近
世
か
ら
盛
ん
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
伝
統
宗
学
)
1
(

﹂

の
う
ち
︑
華
厳･

天
台･

倶
舎･

唯
識･

因
明･

戒
律･

真
言
な
ど
自

宗
以
外
の
学
び
を
指
す
︒
近
世･

近
代
に
お
け
る
大
谷
派
︵
東
派
︶
の
僧

侶
達
は
︑
こ
れ
ら
余
乗
を
宗
乗
︵
真
宗
の
教
義
に
つ
い
て
の
学
問
︶
と
同
様

に
重
ん
じ
︑
他
宗
を
歴
訪
し
研
鑽
に
励
み
つ
つ
︑
高
倉
学
寮
な
い
し
地

方
の
僧
侶
育
成
機
関
に
お
い
て
盛
ん
に
講
じ
る
な
ど
)
2
(

︑
積
極
的
に
取
り

入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
な
お
︑
近
世･

近
代
初
頭
に
お
け
る
大
谷
派

余
乗
学
は
近
年
に
至
っ
て
宗
門
外
の
研
究
者
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る

こ
と
が
示
す
よ
う
に
)
3
(

︑
そ
の
学
的
精
度
は
現
在
で
も
一
定
の
水
準
を
有

し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
近
世
か
ら
近
代
初
頭
の
大
谷
派
内
で
は
余
乗
学
が
積

極
的
に
研
鑽
さ
れ
て
い
た
が
︑
筆
者
は
そ
の
要
因
と
し
て
比
叡
山
修
学

時
代
の
宗
祖･

親
鸞
︵
一
一
七
三
︱
一
二
六
三
︶
の
行
業
を
追
体
験
す
る

意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
以
前
に
指
摘
し
た
)
4
(

︒

す
な
わ
ち
︑
余
乗
学
は
単
な
る
仏
教
の
基
礎
教
養
で
あ
る
以
上
に
︑﹁
聖

道
の
難
行
た
る
こ
と
を
知
る
と
共
に
︑
亦
弥
陀
本
願
の
由
り
て
起
り
し

所
以
を
知
る
﹂
と
い
う
意
図
が
僧
侶
た
ち
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
︒
ま
た
余
乗
学
は
︑
近
世
末
期
に
な
っ
て
幕
末
の
大
谷
派
内

部
で
盛
ん
と
な
っ
た
﹁
護
法
思
想
﹂︵
キ
リ
ス
ト
教
や
哲
学
︑
儒
教
︑
天
文

学
な
ど
の
仏
教
以
外
の
教
え
か
ら
仏
教
を
護
る
こ
と
を
意
図
す
る
活
動
︶
に
際

﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
刊
行
事
業

︱
︱
法
蔵
館･

泉
涌
寺･

大
谷
派
︱
︱

英

亮
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二

し
て
︑
超
宗
派
的
な
仏
教
知
識
の
基
盤
を
提
供
し
た
点
に
お
い
て
も
意

味
深
い
︒

　

こ
れ
ら
余
乗
学
研
究
の
意
義
を
踏
ま
え
て
︑
本
稿
の
位
置
づ
け
を
述

べ
る
︒
従
来
︑
近
代
に
お
け
る
大
谷
派
の
研
究
動
向
と
し
て
は
︑
前
述

の
護
法
運
動
︑
南
条
文
雄
︵
一
八
四
九
︱
一
九
二
七
︶･

笠
原
研
寿
︵
一
八

五
二
︱
一
八
八
三
︶
ら
の
欧
州
留
学
︑
海
外
へ
の
開
教
活
動
︑
清
沢
満
之

︵
一
八
六
三
︱
一
九
〇
一
︶
ら
に
よ
る
精
神
主
義
運
動
な
ど
︑
明
治
期
の

“
近
代
化
”
に
腐
心
し
た
宗
門
の
動
き
に
関
心
が
集
ま
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
藤
谷
慧
燈
と
豊

満
春
洞
︵
一
八
五
七
︱
一
九
三
一
︶
ら
大
谷
派
僧
侶
と
︑
法
蔵
館
店
主･

西
村
七
平
︵
一
八
五
四
︱
一
九
一
九
︶
が
協
力
し
︑
比
叡
山
や
泉
涌
寺
に

占
有
的
で
あ
っ
た
専
門
的
な
余
乗
の
知
識
を
︑
版
本
と
い
う
形
で
流
布

し
よ
う
と
し
た
功
績
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
そ
れ

ら
の
動
向
に
着
目
し
つ
つ
︑
明
治
期
に
お
け
る
余
乗
学
の
一
側
面
を
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
︒

三
　『
冠
導
倶
舎
論
』
刊
行
事
業

　

法
蔵
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
は
︑
玄
奘
訳
﹃
倶
舎
論
﹄

に
つ
い
て
︑
性
相
学
の
権
威
と
称
さ
れ
た
泉
涌
寺
長
老･

佐
伯
旭
雅
に

よ
る
全
編
注
釈
を
施
し
た
史
上
初
の
“
冠
導
”
本
で
あ
る
︒
こ
の
書
は

古
来
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
︑﹁
旭
雅
僧
正
の
冠
導
本
が
出
て
此
処
に

初
め
て
闇
夜
の
灯
で
あ
る
か
の
感
を
深
う
せ
し
め
た
﹂︵
舟
橋
水
哉
﹇
一

九
一
九
﹈︶︑﹁
︙
冠
導
本
の
権
威
は
︑
百
年
を
経
過
し
た
今
も
決
し
て
落

ち
て
は
い
な
い
﹂︵
舟
橋
一
哉
﹇
一
九
七
七
﹈︶︑﹁
︙
「
冠
導
本
」
す
な
わ

ち
﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄︵
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
学
僧
佐
伯
旭

雅
の
編
著
︶
は
︑
江
戸
時
代
ま
で
の
“
倶
舎
学
”
の
成
果
を
集
大
成
し
て

そ
れ
を
頭
註
お
よ
び
傍
註
と
し
て
倶
舎
論
本
文
に
加
え
た
述
作
で
︑
今

も
そ
れ
か
ら
学
び
得
る
所
は
多
大
で
あ
る
﹂︵
櫻
部
建
﹇
一
九
九
五
﹈︵
四

六
︶︶
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
︒

　

さ
て
︑
こ
の
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
は
当
時
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
余
乗

関
連
の
大
部
に
お
よ
ぶ
“
冠
導
”
本
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
同
じ
く
法

蔵
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
冠
導
成
唯
識
論
﹄
と
並
ん
で
﹁
当
時
大
い
に

耳
目
を
あ
つ
め
︑
祖
父
︵
七
平
︶
の
労
作
の
う
ち
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

も
の
﹂
と
さ
れ
る
︵
四
代
目･

西
村
七
兵
衛
﹇
一
九
七
七
﹈︵
一
四
七
︶︶︒
こ

の
と
き
﹁
耳
目
を
集
め
た
﹂
背
景
と
し
て
は
︑
大
き
く
三
つ
の
こ
と
が

ら
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒

㈠　

 

余
乗
に
関
す
る
出
版
活
動
が
﹁
︙
廃
仏
毀
釈
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
進
出
や

天
理
教
の
出
現
で
起
死
回
生
の
近
代
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
当
時

の
教
団･

教
学
に
学
問
的
な
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
︑
輝
や
か

し
い
時
代
的
意
義
を
担
う
こ
と
に
も
な
っ
た
﹂︵
四
代
目･

西
村
七
兵
衛

﹇
一
九
七
七
﹈︵
一
四
七
︶︶
こ
と
︒

㈡　
 ﹁

江
戸
時
代
に
繁
昌
し
た
書
肆
の
大
半
が
︑
明
治
以
降
消
滅
を
余
儀
な
く

さ
れ
︵
中
略
︶
時
代
の
変
革
は
人
び
と
の
嗜
好
そ
の
も
の
を
変
え
た
か

ら
で
︑
絵
草
紙
や
旧
態
依
然
と
し
た
読
本
の
た
ぐ
い
は
も
は
や
人
び
と

の
好
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
﹂
こ
と
︵
五
代
目･

西
村
七
兵
衛
﹇
一
九
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三

九
六
﹈︵
八
二
︶︶︒

㈢　
 

そ
れ
ま
で
﹃
倶
舎
論
﹄
研
究
の
主
流
で
あ
っ
た
偈
頌
部
分
の
解
説
で
は

な
く
)
5
(

︑﹃
倶
舎
論
﹄
全
体
の
本
論
に
つ
い
て
解
説
を
施
し
た
点
が
画
期
的

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
法
蔵
館
と
仏
教
界
に
お
け
る
明
治
期
の
切
迫
し
た
状

況
︑
な
ら
び
に
﹃
倶
舎
論
﹄
の
全
編
注
釈
と
い
う
画
期
的
な
面
が
︑﹃
冠

導
倶
舎
論
﹄
の
﹁
耳
目
を
あ
つ
め
﹂
る
方
向
に
作
用
し
た
と
推
察
さ
れ

る
︒
以
上
述
べ
た
よ
う
に
︑
明
治
期
の
仏
教
界
に
お
い
て
大
い
に
注
目

さ
れ
て
い
た
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
で
あ
る
が
︑
主
導
者
で
あ
る
佐
伯
に
助

力
し
︑﹁
和
上
の
著
述
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
貢
献
し
た
二
人
の

門
弟
﹂︵
横
超
慧
日
﹇
一
九
七
五
﹈︵
七
三
︶︶
が
藤
谷
慧
燈
︵
旧
姓
:
瀬
辺
︶

と
︑
豊
満
春
洞
)
6
(

︵
旧
姓
:
杉
原
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
は
残
さ
れ
た
史

料
を
通
じ
て
︑
藤
谷･

豊
満
が
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
編
纂
に
い
た
る
ま
で

の
経
緯
を
見
て
い
き
た
い
︒

　

藤
谷･

豊
満
は
︑
明
治
一
七
年
︵
一
八
八
四
︶
こ
ろ
か
ら
佐
伯
旭
雅
と

師
弟
関
係
を
結
ん
だ
と
見
ら
れ
る
が
︑
真
言
宗
僧
侶
の
佐
伯
が
他
宗
の

藤
谷
ら
を
﹁
常
随
﹂
と
し
た
背
景
に
は
︑
佐
伯
自
身
の
﹁
弥
陀
信
仰
﹂

が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
一
方
︑
法
蔵
館･

西
村
と
の
交

流
も
同
時
期
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
次
に
︑
藤
谷･

豊
満
が
佐
伯
氏
の
門

下
と
な
っ
た
経
緯
︑
そ
し
て
﹃
冠
導
本
﹄
制
作
に
関
し
て
確
認
し
た
い
︒

﹃
冠
導
本
﹄
に
あ
る
二
つ
目
の
序
文
に
は
︑
藤
谷
︵
瀬
辺
︶･

豊
満
︵
杉
原
︶

が
泉
涌
寺
内
部
で
﹁
不
立
文
字
﹂
と
な
っ
て
い
た
﹃
倶
舎
論
﹄
の
知
識

を
︑
一
般
に
公
開
す
る
よ
う
に
佐
伯
旭
雅
に
促
し
た
と
あ
る
︒
さ
ら
に
︑

佐
伯
旭
雅
が
作
成
し
た
別
の
序
文
に
よ
る
と
︑
も
と
も
と
冠
導
本
の
形

態
を
取
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
が
︑
法
蔵
館･

西
村
七
平
の
懇
願
に
よ

り
︑
冠
導
本
の
体
裁
と
し
て
出
版
事
業
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
)
7
(

︒
以
上
の
よ
う
に
︑﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
刊
行
事
業
は
西
村･

藤

谷･

豊
満
の
発
起
と
︑
そ
れ
に
佐
伯
が
応
答
す
る
か
た
ち
で
開
始
さ
れ

た
︒
そ
の
後
︑
西
村
七
平
は
毎
朝
泉
涌
寺
へ
と
向
か
い
︑﹃
冠
導
倶
舎

論
﹄
の
原
稿
を
佐
伯
旭
雅
か
ら
受
け
取
る
と
︑
そ
の
原
稿
を
も
と
に
藤

谷･

豊
満
が
校
訂
を
施
し
︑
木
版
に
起
こ
す
作
業
を
数
年
に
渡
っ
て
継

続
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
︑﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
全
三
十
巻

の
全
校
訂
は
藤
谷･

豊
満
の
両
人
の
み
で
行
わ
れ
た
が
︑
こ
の
書
に
対

す
る
現
在
ま
で
の
評
価
を
鑑
み
る
と
き
︑
佐
伯･

西
村
と
並
ん
で
藤
谷･

豊
満
の
功
績
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

小
結

　

明
治
維
新
を
境
と
し
て
︑
創
業
当
時
の
法
蔵
館
で
は
江
戸
期
か
ら
の

体
制
が
見
直
さ
れ
︑
新
た
な
読
者
層
の
獲
得
に
腐
心
し
て
い
た
︒
一
方

の
仏
教
界
に
お
い
て
は
︑
西
洋
か
ら
流
入
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
護
法
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
な
さ
れ
た
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
刊
行
事
業
で
あ
る
が
︑
法
蔵
館

側
と
し
て
は
専
門
的
な
余
乗
学
の
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
な
読
者
を
獲
得
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
お
り
︑
仏
教
界
側
か
ら
は



﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
刊
行
事
業
︵
英
︶

四

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
基
礎
知
識
を
﹁
通
仏
教
﹂
的
に
習
得
す
る
と
い

う
意
図
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
法
蔵
館

と
仏
教
界
が
協
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄

で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
主
導
者
と
な
っ
た
の
は
法
蔵
館･

西
村
七
平
で
あ

り
︑
西
村
七
平
の
希
望
に
応
え
﹃
倶
舎
論
﹄
の
知
識
を
提
供
し
た
の
が

泉
涌
寺
官
長･

佐
伯
旭
雅
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
大
谷
派
僧
侶

で
あ
る
藤
谷
そ
し
て
豊
満
に
よ
る
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
全
三
十
巻
の
校
訂

も
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
以
上
は
︑
明
治
期
に

お
け
る
余
乗
学
の
知
ら
れ
ざ
る
一
側
面
と
し
て
注
意
さ
れ
る
︒

1 　
﹁
伝
統
宗
学
﹂
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
﹁
近
代
教
学
﹂
と
い
う
概
念
に
つ

い
て
は
︑
松
金
直
美
﹇
二
〇
一
八
﹈︵
三
五
八
︱
三
五
九
︶
を
参
照
︒
な
お
︑

﹁
伝
統
宗
学
﹂
の
中
心
で
あ
る
宗
乗
に
関
し
て
は
︑﹃
真
宗
大
系
﹄﹃
続
真
宗

大
系
﹄﹃
真
宗
全
書
﹄
と
い
う
形
で
多
く
の
講
録
が
ま
と
ま
っ
て
刊
行
さ
れ

て
い
る
︒

2　

学
寮
に
お
け
る
余
乗
学
の
講
義
に
つ
い
て
は
︑
大
谷
大
学
百
年
史
編
集

委
員
会
﹇
二
〇
〇
一
㈡
﹈︵
七
〇
五
︱
七
一
八
︶﹁
3　

真
宗
大
谷
派
安
居

歴
年
開
講
一
覧
﹂
を
参
照
︒
地
方
に
お
け
る
余
乗
学
の
研
鑽
に
つ
い
て
は
︑

仏
教
史
学
会
六
月
例
会
に
て
﹁
大
谷
派
余
乗
学
の
軌
跡
︱
︱
無
為
信
文
庫

と
学
僧
た
ち
︱
︱
﹂
と
い
う
形
で
発
表
し
た
︒

3　

詳
細
に
つ
い
て
は
︑﹁
大
谷
派
余
乗
学
の
軌
跡
︱
︱
越
後･

無
為
信
寺
と

学
僧
た
ち
︱
︱
﹂︵
仏
教
史
学
会
例
会
︑
二
〇
二
二
年
六
月
︶
に
お
い
て
指

摘
し
た
︒

4　

詳
細
に
つ
い
て
は
︑﹁
大
谷
派
余
乗
学
の
軌
跡
︱
︱
越
後･

無
為
信
寺
と

学
僧
た
ち
︱
︱
﹂︵
仏
教
史
学
会
例
会
︑
二
〇
二
二
年
六
月
︶
に
お
い
て
指

摘
し
た
︒

5　

舟
橋
水
哉
﹇
一
九
四
〇
﹈︵
四
二
︶︒

6　

豊
満
に
つ
い
て
は
︑
上
杉
文
秀
﹇
一
九
三
一
﹈︑
舟
橋
水
哉
﹇
一
九
三
一
﹈

に
詳
し
い
︒
な
お
︑
豊
満
門
下･

舟
橋
水
哉
︵
一
八
七
四
︱
一
九
四
五
︶
は

そ
の
白
眉
と
し
て
名
高
い
︒

7　
﹃
冠
導
倶
舎
論
﹄
巻
頭
の
佐
伯
旭
雅
の
序
文
に
よ
る
と
︑
最
初
の
段
階
で

は
先
匠
の
﹁
冠
書
傍
注
本
論
﹂
に
﹁
ま
た
冠
導
を
加
え
図
を
挿
入
し
︑
も
っ

て
講
辨
を
補
わ
ん
と
す
﹂
る
予
定
で
あ
っ
た
が
︑﹁
近
輓
の
書
肆
某
︵
西
村

七
平
︶︑
刻
む
を
請
う
余
講
本
は
後
進
を
便
に
す
﹂
と
い
う
再
三
の
願
い
に

よ
り
︑﹁
冠
導
本
﹂
の
形
態
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
を
許
し
た
と
あ
る
︒

︿
参
考
文
献
﹀

︵
一
次
文
献
︶

﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄︵
一
九
九
三
︑
第
二
刷
︑
法
蔵
館
︶

﹃
冠
導
台
宗
二
百
題
﹄︵
一
八
九
五
︑
法
蔵
館
︶

三
代
目･

西
村
七
兵
衛
日
記
︵
法
蔵
館
所
蔵
︶

︵
二
次
文
献
︶

上
杉
文
秀
﹁
豊
満
講
師
を
追
懐
す
﹂﹃
大
谷
学
報
﹄
第
一
二
巻
第
二
号
︑
一
九

三
一

大
谷
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄︿
通
史
編
﹀
石
田
大
成

社
︑
二
〇
〇
一
㈠

大
谷
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄︿
資
料
編
﹀
石
田
大
成

社
︑
二
〇
〇
一
㈡



﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
刊
行
事
業
︵
英
︶

五

横
超
慧
日
﹁
富
貴
原
章
信
先
生
を
偲
ぶ
﹂﹃
大
谷
学
報
﹄
第
五
五
巻
第
二
号
︑

一
九
七
五

櫻
部
建
﹁
新
た
に
説
一
切
有
部
を
志
す
人
の
た
め
に
﹂﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄

第
六
一
号
︑
一
九
九
五

櫻
部
建
﹁
大
谷
大
学
の
倶
舎
学
の
伝
統
に
つ
い
て
﹂﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
第

七
〇
号
︑
一
九
九
九

四
代
目･

西
村
七
兵
衛
﹁
ひ
と
す
じ
の
道
︱
︱
聞
書･

四
代
目
西
村
七
兵
衛

の
歩
み
︱
︱
﹂﹃
仏
教
書
出
版
三
八
〇
年
﹄︑
法
蔵
館
︑
一
九
七
七

五
代
目･

西
村
七
兵
衛
編
﹃
仏
教
書
出
版
三
八
〇
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
九
六

舟
橋
一
哉
﹁
は
し
が
き
﹂﹃
冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
Ⅰ
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
七
七

舟
橋
水
哉
﹁
冠
導
倶
舎
論
と
七
平
氏
﹂﹃
法
蔵
﹄
三
四
〇
法
藏
院
追
悼
号
︑
一

九
一
九

舟
橋
水
哉
﹁
豊
満
先
生
を
偲
ぶ
﹂﹃
大
谷
学
報
﹄
第
一
二
巻
第
二
号
︑
一
九
三

一
舟
橋
水
哉
﹃
俱
舎
の
教
義
及
び
其
歴
史
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
四
〇

松
金
直
美
﹁「
伝
統
仏
教
」
︱
︱
近
世
か
ら
近
代
へ
の
展
開
︱
︱
﹂﹃
日
本
宗

教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド　

近
代
主
義
を
超
え
て
﹄
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二

〇
一
八

︿
付
記
﹀
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
︑
法
蔵
館
代
表･

西
村
明
高
様
︑
同
編

集
長･

戸
城
三
千
代
様
︑
寶
樹
山
明
楽
寺
様
︑
負
別
山
宝
満
寺
様
︑
同
朋
大

学
仏
教
文
化
研
究
所･

川
口
淳
先
生
︑
大
谷
大
学･

戸
次
顕
彰
先
生
︑
元
大

谷
大
学
大
学
院･

柏
樹
貴
弘
様
に
は
多
大
な
る
ご
厚
情
を
賜
り
ま
し
た
︒
こ

こ
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
冠
導
本
︑
倶
舎
論
︑
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
︑
法
蔵
館
︑
泉
涌

寺
︑
大
谷
派
︑
浄
土
真
宗
︑
版
本
︑
近
代
仏
教

︵
京
都
光
華
女
子
大
学
真
宗
文
化
研
究
所
委
嘱
研
究
員･

博
士
︵
文
学
︶︶

offic
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