
初

期

経

典

の

一

様

態

1

『
ス

ッ
タ

ニ
パ
ー

タ
』

ア

ッ
タ

カ
ヴ

ァ

ッ
ガ
を
申

心

に
ー

南

清

隆

問

題

の

所

在

近
年
内
外
を
問
わ
ず
、
多
く
の
気
鋭
の
研
究
者
た
ち
に
よ

っ
て
、
初
期
仏
教
文
献
の
主
に
偈
頌
を
中
心
と
し
た
章
句
と
、
他
の
イ
ン

ド
思
想
、
特
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
聖
典
類
と
の
類
似
平
行
句
の
対
照
作
業
が
数

々
の
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
に
よ

っ

て
従
来
か
ら
幾
入
か
の
先
学
が
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
仏
教
の
形
成
期
に
用
い
ら
れ
た
教
説
の
内
容
や
術
語

の
多
く
は
、
決
し
て

仏
陀
釈
尊
や
仏
教
教
団
の
独
創
、
つ
ま
り
仏
教
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
イ
ン
ド
思
想
界

一
般
の
も
の
と
共
通
、
或
い
は
類
似

し
て
い
る
こ
と
が

一
層
明
白
と
な

っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
研
究
者
た
ち
の
作
業
努
力
は
、
文
献
間
の
借
用
関
係
に
対
す
る
時
代

的
考
証
に
若
干
の
未
解
決
な
問
題
を
含
む
と
は
い
い
な
が
ら
、
学
界
に
多
大
な
貢
献
を
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
仏
教
独
自
の
章
句
、
術
語
で
は
な
い
と
し
て
も
、
初
期
仏
教
聖
典
は
少
な
く
と
も
仏
教
教
団
の
中
で
は
仏
陀
金
ロ
の
教
説
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
り
、
何
ら
か
の
編
集
方
針
の
も
と
に
断
片
的
な
教
説
が
幾

つ
か
の
集
編
に
段
階
的
に
、
そ
し
て
組
織
的
に

纒
め
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

現
存
パ
ー
リ

ニ
カ
ー
ヤ
や
漢
訳
阿
含
経
は
、
そ
の
集
成
作
業
の
最
終
的
段
階
と
呼
べ
る
四
部
、
或
い
は
五
部
と
い
う
纒
め
方
で
あ
る
。

初
期
経
典
の
一
様
態

八
三
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ま

た
、

そ

の
前

段

階

に
は

九

分

、

或

い

は
十

二

分

と

い
う

、
主

に
形

式

的

な

分

類

に
ょ

る

纒

め

方

が

存

在

し

て
い

た

こ
と

が

伝

え

ら

れ

て

い

る
。

そ
し

て
、

そ

の
よ

う

な

大
規

模

な

組

織

的

分
類

が
行

な

わ

れ

る
以

前

に
も

、

断

片

的

な

素

材

が

一
つ
の
作

品

に
、

或

い

は

一

編

に
編

集

さ

れ

る

と

い

う

作

業

が

徐

々
に
作

さ

れ

て

い

っ
た
と

考

え

ら

れ

る
。

『
法

句

経

』

や

『
長

老

偈

』

等

の
原

素

材

は

、

そ

の
名

称

や
量

的

差

異

は

ど

う

で
あ

れ

、

経
典

伝

承

の
最
初

期

に

纒

め

ら

れ

た

こ
と

は

想

像

に
難

く

な

い
。

そ
し

て
、

こ

の
小

論

の
研

究

資

料

で
あ

る

『
ス

ッ
タ

ニ
パ
ー

タ
』

第

四

章

「
ア

ッ
タ

カ

ヴ

ァ
ッ
ガ
」

も

そ

の

よ
う

な

作

品

の

一
つ
と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

「
ア

ッ
タ
カ

ヴ

ァ

ッ
ガ
」

は

、

『
ス

ッ
タ

ニ

パ
ー

タ
』

と

い
う

南

伝

特

有

の
集

編

に
収

め

ら

れ

る

以

前

は

、

明

ら

か

に
単

行

の

一
編

と

し

て
伝

持

さ

れ

て
い

た

こ
と

は
後

述

す

る
多

く

の

証
拠

が
物

語

っ
て

い
る

。

そ
れ

で
は

、

こ

の
よ

う

な

集

編

に

纒

め

ら

れ

た

こ

と

に
は

、

何

ら

か

の
意

図

が

介
在

し

て

い

た

の

で
あ

ろ
う

か

。

或

い
は

ま

た
、

そ

こ

に
含

ま

れ

る

各

経

に
は

内

容

や

説

示

形

式

に
土
ハ
通

点

が

存

在

す

る

の

で
あ

ろ

う

か
。

そ

し

て

、

そ

の
反

対

に
も

し

そ

の
よ

う

な

も

の
が

な

い

と

し

た

な

ら

、

こ

の
よ

う

な
集

成

は
当

時
散

在

し

て

い

た
章

句

を

単

に
雑

然

と

収

集

し

た

だ

け

の
も

の
な

の
か

。

こ

の
小

論

は

、

以

上

の
よ

う

な

疑
問

か

ら
端

を

発

し

、
初

期

仏

教

経

典

の

一
集

成

単

位

と

し

て

の

「
ア

ッ
タ

カ

ヴ

ァ

ッ
ガ
」

が

、

ど

の
よ

う

な

特
徴

を

有

す

る

経
典

で

あ
り

、
初

期

教

団

の
諸

文

献

の
中

で
ど

の
よ

う

な

役

割

を

果

た

す

た

め

に

編

纂

さ

れ

た

も

の
な

の
か

、

と

い
う

よ

う

な

点

に

つ
い

て
若

干

の
考

察

を

意

図

し

た
も

の

で
あ

る
。

〔
以
下
の
論
述

に
用

い
る
パ
ー
リ
テ
キ

ス
ト
は
、
特
記

の
な

い
限
り
、

P
T
S

版
を
用

い
、

略
号
等
は
、

A

C
r
itica
l
P
a
li
D
ic
tio
n
a
r
y

ep
il
eg
-o
m
e
n
a

to

vo
l.
1
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n

19
4
8
.
に
依
拠
す
る
。
〕

「
p-.
`
タ

カ
ヴ

ti

`
ガ

」

(
A
t
t
h
a
k
a
-v
a
g
g
a
=

A
v
)

は

、

現
在

の

パ
ー

リ

ニ
カ

ー

ヤ

で
は

、

『
ス

ッ
タ

ニ
パ
ー

タ
』

(
囚

Z
9

α



S
u
tta
-n
ip
a
t
a
=
S
n
)

の
第

四

章

に
収

め

ら

れ

、

全

一
六

経

、

総

数

二

一
〇
偈

か

ら

成

る

集

編

で

あ

る

こ
と

は
今

更

言

う

迄
も

な

い
。

そ
し

て
、

ω
昌

と

い
う

よ

り

大

規

模

な

集

成

単

位

に
収

め

ら

れ

る

前

段

階

に
は

、

単

行

の

経
典

と

し

て
伝

持

さ

れ

て

い

た
時

期

が
存

在

O

し

て

い

た

こ
と

は

、
以

下

に
箇

条

書

き

に
よ

っ
て
示

す

理
由

か

ら

定

説

と

な

っ
て
い

る

。

②

③

一
、

内

容

的

に
も

(
偈

頌

に
関

し

て
は

)

ほ

ぼ

対

応

す

る

漢

訳

『
義

足

経

』

や

、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト
断

簡

が
存

在

し
、

そ
れ

ら

を

伝

え

て

い

た
部

派

で
は

〉
<

が

単

経

で
伝

持

さ

れ

て
い

た

こ
と
を

示

す

。

二
、

パ
ー

リ

ニ
カ

ー

ヤ
中

に
も

、

諺
く

を

独

立

し

た

集

編

と

し

て
扱

い

そ

れ

に
註

解
を

加

え

た

『
マ

ハ
ー

ニ

ッ
デ

ー

サ
』

(
内

乞
o
°

1
1

M
a
h
a
n
id
d
e
s
a
=

N
id
d

I
)

が

存

在

し

、

そ

こ

で
は

ω
討

の
存

在

を

予

想

さ

せ

な

い

。

三
、

諺
<

(
乃
至

は

そ
れ

に
対

応

す

る

経

名

)

は

、

パ
ー

リ

ニ
カ

ー

ヤ
だ

け

で
な

く

、

漢

訳
諸

文

献

に

そ

の
名

を

引

か

れ

る

が
、

ω
昌

④

と

い
う

名

称

は

パ
ー
リ

伝

の
文

献

に
し

か

見

い
出

せ

な

い

。

こ
れ

ら

を

考

慮

す

る

と

、

〉
<

は

パ
ー

リ

聖
典

史

上

で
も

、
他

の
経

典

に
引

用

さ

れ

る
程

古

く

か

ら

存

在

し

'

N
id
d

I

と

い

う

ア

⑤

⑥

ビ
ダ

ン

マ
論

書

の
先

駆

と

な

っ
た
よ

う

な

文

献

の
成

立

頃

迄

は

単

経

と

し

て

伝

え

ら

れ

、

そ

れ

以
降

の
或

る
時

期

に

ω
昌
と

い
う

よ

り

0

大

規

模

な

集

編

に
収

め
ら

れ

た
と

見

て
大

過

な

い

で
あ

ろ

う

。

一
方

、

北

伝

で

の

〉
<

(
乃

至
は

そ
れ

に
対

応

す

る
経

典

)

は

、
部

派

の
律

論

典

に
と

ど

ま

ら

ず

、

『
大

智

度

論

』

や

『
瑜

伽

論

』

⑧

に
ま

で
引

用

さ

れ

て
い

る

の

で
あ

る

か

ら

、

後

世

迄

単

経

と

し

て
伝

持

さ

れ

て

い

た

と
考

え

ら
れ

る
。

そ

し

て
、

諺
く

は

特

に
諸

律

を

主

と

し

た
出

典

に
関

連

し

て
、

従

来

よ

り

"
読

誦

経
典

"

と
呼

称

さ

れ

る

一
群

の
経

典

類

の
中

心

的

存

在

と

見

做

さ

れ

て
き

た
。

諺
く

の
内

容

的

な

考

察

に
入

る

前

に
、

ま

ず

こ

の
読

誦

経

典

と

し

て

の

用

い

ら

れ
方

に

つ
い

て
検

討

を

加

え

て
お

き

た

い
。

⑨

諸

律

、

そ

し

て

ニ
カ
ー

ヤ

(
阿

含

)

に

引

か

れ

る

〉
<

に

つ
い

て

、
最

初

に
詳

細

な

検

討

を

加

え

た

の
は

S
y
lv
a
in

L
e
v
i
氏

で
あ

⑩

⑪

⑫

⑬

り

、

次

い

で

P
.
V
.
B
a
p
a
t
,
N
.
A
.
J
a
y
a
w
ic
k
r
a
m
a

S
両

氏

が

、

ま

た

我

が

国

で
は

平

川

彰

博

士

や

石

上

善

応
教

授

ら

の
論

考

が

初
期
経
典

の

一
様
態

八
五
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あ

る
。
こ
の
う
ち
、
】Wap
at,
Jay
aw
ic
k
ram
a
両
氏
の
も
の
は
、
単
経
と
し
て
古
く
よ
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
例
証
と
し
て
、

≧

の
出
典
箇
所
の
み
を
列
挙
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
三
氏
の
も
の
は
、
広
く
網
羅
的
に
初
期
経
典

(平
川
博
士

の
も
の

は
律

典

の

み
)
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
ら
に
登
場
す
る
文
献
名
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
石
上
教
授
の
論
考
は
、
そ
れ
に
先
立

⑭

つ
教
授
の
旧
稿
の
内
容
を
敷
衍
し
、
更
に

L
ev
i
氏
の
見
解
を
も
踏
ま
え
た
後
、
教
授
独
自
の
新
し
い
着
眼
点
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
ま
ず
、
諸
仏
典
に
存
在
す
る
仏
弟
子
た
ち
に
よ
る
経
典
読
誦
の
記
述
を
抽
出
し
、
読
誦
と
い
う
行
為
の
意
義
を
検
討
さ
れ
、

更

に
そ
れ
ら
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
具
体
的
経
名
を
挙
げ
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
中
で
、

諸
律
に
見

ら

れ

る

ω
。
⇔
o
(ω
犀
什゚

S
ron
a
億
耳
)
説
話
を
典
拠
と
し
、

小
論
の
資
料
で
あ
る

諺
く

が
、

「
比
丘
た
る
資
格
の
あ
る
時
期
に
テ
ス
ト
的
要
素
を
も

っ
て
用

⑯

⑯

い
ら

れ

た

の

で
は

あ

る

ま

い

か

」

と

の

推
論

を

下

さ

れ

た
。

ω
o
⇔
p

説
話

と
は

'
V
in
a
y
a

M

a
h
a
v
a
g
g
a

に
よ

れ

ば

、

〉
<
き

禹

の
長

者

の
子

で
あ

っ
た

ω
。
冨

が

、

そ

の
地

に
伝

道

ti
来

-;,

M

a
h
a
k
a
c
c
a
n
a

(M

a
h
a
k
a
c
c
a
y
a
n
a

大

迦

旃

延

)

に
よ

っ
て
教

化

さ

れ

優

婆

塞

か

ら

や

が

て
比

丘

と

な

り

、

仏

陀

に

見

え

る

た

め

に

祇

園
精

舎

に
赴

き

、

仏

陀

の
面

前

で

諺
ぐ
を

読

誦

す

る

と

い

う
物

語

で

あ

る
。

⑰

⑱

⑲

⑳

パ
ー

リ

文

献

で
は

、

こ
れ

と

同

様

の
物

語

が

U
d
a
n
a

V
-
6

や

D
h
p

A

等

に

も

見

ら

れ

、
漢

訳

で
も

多

く

の
律

典

に
登

場

す

る

。

そ
れ

ら

に
よ

る

と

、

ω
。
⇔
9。
が

読

誦

し

た
経

典

は

パ
ー
リ

伝

の
よ

う

に

諺
く

の
み

と
す

る
も

の

の
他

に
、

諸

律

中

に
は

他

の
経

典

名

を

⑳

並

記

す

る
場

合

も

見

ら

れ

る

が

、

『
十

誦
律

』

の
当

該

部

分

以

外

は

少

な

く

と

も

〉
<

の
名

は

登

場

す

る
。

そ
れ

で
は

、

こ

の

一
連

の

S
o
ri
a

説

話

以

外

で
は

〉
<

が

ど

の
よ

う

な

用

い

ら

れ
方

を

し

て

い

る

の

で
あ

ろ
う

か

。

以

下

に
、

跨
く

が

登

場

す

る
他

の
箇

所

を

示

し

、

そ

れ

ら
を

も

加

え

て
筆

者

な

り

に
考

察

し

て
み

た

い
。

ま

ず

、

ニ
カ
ー

ヤ
中

に
既

に

〉
〈

の
名

が

引

か

れ

、

そ

れ

ら

の
経

典

成

立

の
時

点

で

〉
<

が
権

威

を

持

っ
て
伝

え

ら

れ

て
い

た

こ

@

⑳

と

を

示

す

も

の

U
'

S

X
X
I
I-
3
-
3

及

び

◎。
山

①

が
あ

る
。

そ

こ

で
は

'

M

a
h
a
k
a
c
c
a
n
a
が

〉
<
鋤
艮

一
に
在

っ
た
時

、

H
a
lid
d
ik
a
n
i

と

い
う

在

家

居

士

(
g
a
h
a
p
a
ti)

が
世

尊

の
略

説

し

た
偈

の
意

味

を

彼

に
問

う

。

そ

の
偈

と

は

、

「
ア

ッ
タ

カ
ヴ

ァ

ッ
ガ

の

マ
ー

ガ

ン



デ

ィ
ヤ

の
問

い
中

の

も

の

」

(
A
t
t
h
a
k
a
v
a
g
g
ik
e

M
a
g
a
n
d
iy
a
-
p
a
n
h
e
)

と

し

て

'
S
n

8
4
4

(
つ
ま

り

A
v

N
o
.
9

M

a
g
a
n
d
iy
a
-

⑳

s
u
tta

の
第

九

偈

)

が
引

用

さ

れ

る
。

こ
れ

に
対

応

す

る

漢

訳

『
雑

阿

含

経

』

に
も

、

ほ

ぼ
同

一
の
物

語

が

存

在

す

る

。

こ
れ

と

、

先

の

S
o
n
a

r

,Q
と

に
共

通

し

て

登
場

す

る
人

物

は

M

a
h
a
k
a
c
c
a
n
a

で
あ

る
。

そ
し

N
'

S
o
n
a

は

比

丘

に
な

っ
た

と

は

い

っ
て

も

、

彼

の
も

と

で
出

家

し

て

日

の
浅

い

新

参

の
頃

に
世

尊

に

見

え

、
面

前

で
経

を

読

誦

し

た

の

で
あ

る

か

ら

、

仏

教

経

曲
ハに

精

通

し

た
多

聞

の
弟

子

で
あ

っ
た
と

は

言

い
難

い
。

そ
う

す

る
と

、

ω
名

9

説

話

N
は

S
o
n
a

:R
M

a
h
a
k
a
c
c
a
n
a

に
教

化

さ

れ

て
、

彼

の
知

っ
た

最

初

の
経

典

の

一
つ
が

諺
く

で
あ

っ
た
と

い
う

シ

チ

ュ
エ
ー

シ

ヨ

ン
を

背

景

に
想

定

し

て
も

良

い

の

で
は

な

い
か

。

一
方

'

H
a
lid
d
i-

k
a
.n
i
は

在

俗

者

で
あ

り

、

彼

も

ま

た

出

家

者

の
よ

う

に

は

経
典

に
精

通

し

て

い

た

と
は

思

わ

れ

な

い
。

ま

し

N
や

'

A
v
a
n
ti
は

当

時

⑳

は

辺
境

の
地

N
あ

り

M
a
h
a
k
a
c
c
a
n
a

の
布
教

前

迄

は

仏
教

が
ど

れ

だ
け

知

ら

れ

て

い
た

か

す

ら

疑

問

で
あ

る

。

つ
ま

り

、
ω
0
9

と

H
a
lid
d
ik
a
n
i

の

二
人

は

、

共

に
仏

教

を

学

ん

で
ま

だ

年

浅

い

初
学

者

と

見

て
良

い

の

で
は

な

い
か

、

と

い
う

共

通

点

が
存

在

す

る

。

ま

た

、
在

俗

者

が

諺
く

を

読

誦

す

る

と

い

う

物

語

は

、
系

統

の
異

っ
た
伝

承

で
は

あ

る

が

U
貯
鴇

く
践

習

⇔
等

に
も

見

ら

れ

る

。

そ

れ

に

よ

る

勉
・

商

入

た
ち

が
航

海

の
途

中

で
・

覇

夕

に
次

の
よ

う

な

仏
典

を

読

誦

し

た
と

い
う

・

nN
れ

nS
は

'

U
d
a
n
a
,

P
a
r
a
y
a
n
a
,

S
a
ty
a
d
r
s
a
,
S
th
a
v
ir
a
g
a
th
a
,
S
a
ila
g
a
th
a
,
M

u
n
ig
a
th
a
,
A
r
th
a
v
a
rg
iy
a
で

あ

り

、

こ
れ

ら

の
う

ち

、
P
a
r
a
y
a
n
a
と

S
a
ty
a
d
犠

a

⑳

を

除

く
諸

経
を

列
挙

す

る
同

一
の
物

語

が
、

『
有

部

律

薬

事

』

に
も

存
在

す

る

。

そ

う

す

る

と

、

こ

れ

ら
は

単

に
比

丘

の
み

が

伝

持

し

て

い

た

も

の

で

は
な

く

、
広

く

在

俗

者

た
ち

に
も

知

ら

れ

て

い

た
経

典

で
あ

り

、

諺
く

は

正

に

そ

れ

ら
を

代

表

す

る
も

の
と

言

え

る

。

⑳

一
方

、

諺
く

等

が
初

学

者

に
教

示

さ

れ

る
例

と

し

て
は

、

『
摩

訶

僧

祇
律

』

巻

=

二
に

、

比

丘

が
共

行

す

る
未

受

具

戒

人

(
具

足

戒

を
受

け

て

い

な

い
弟

子
)

に
対

し

て

、

「
八
群

経

、

波

羅

耶

那

経

、

論

難

経

、

阿
耨

達

池

経

、
縁

覚

経

」

を

授

け

る

こ
と

が
説

か

れ

て⑳

い
る
。
こ
の
う
ち

「
八
群
経
」
と
は
、
先
の

ω
09

説
話
の

『
摩
訶
僧
祇
律
』
で
の
訳
語
例
と
照
合
し
て

〉
<
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
同
じ

『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
二
七
に
は
、
次
の
よ
う
な

一
文
も
存
在
し
て
い
る
。

初
期
経
典
の
一
様
態

八
七
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若
比
丘
布
薩
説
波
羅
提
木
叉
時
。
賊
入
者
印
應
更
誦
餘
経
・
若
波
羅
延
若
八
跋
耆
経
若
牟
尼
偈
若
法
%
・

こ
れ
に
よ
る
と
、
布
薩
時
に
比
丘
た
ち
が
集
ま

っ
て
波
羅
提
木
叉
を
誦
し
て
い
る
最
中
に
、
も
し
賊
が
侵
入
し

た
な
ら
ば
、
他
の
経

典
、
す
な
わ
ち
、
波
羅
延

(P
aray
an
a
)
や
八
跋
耆

(〉
<
)

以
下
の
経
典

に
代
え
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
俗
人

の
前
で
の
読
誦
を

　

禁

じ
る
波
羅
提
木
叉
が
中
止
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
わ
ざ
わ
ざ

〉
<
等
を
読
誦
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
経
典
と
在

俗
者
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
『雑
阿
含
経
』
巻
四
九
に
阿
那
律
陀

(A
n
u
ru
d
d
h
a
)
が
畢
陵
伽
鬼
子
母

(夜
叉
女
)

の
住
処
に
て
、
夜
分
に

「憂
陀
那
、

波
羅
延
那
、
見
真
諦
、
諸
上
座
所
説
偈
、
比
丘
尼
所
説
偈
、
尸
路
偈
、
義
品
、
牟
尼
偈
、
修
多
羅
」
を
読
誦
し
た
と
い
う
記
述
が
知
ら

れ

て
い
る
。
こ
の
読
誦
経
典
類
は
'
S
o
n
a
r
話
の
諸
律
で
の
列
挙
経
典
に
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
、
夜
叉
女
に
対
し
て
読
誦
し
、
鬼

神
道
よ
り
の
解
脱
の
道
を
示
し
た
と
偈
に
あ
る
こ
と
は
、
在
俗
者

へ
の
教
示
の
範
躊
に
入
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ

な

い

。

し

か

し

、

こ
れ

に
対

す

る

ω

×
ふ

に
鈩

体

的

猛

ハ名

を

挙

げ

ず

に
唯

d
h
a
m
m
a
p
a
d
a
n
i
b
h
a
s
a
t
i
　
1
の
み

あ

り

・

『
別

訳

⑮

⑯

雑
阿
含
経
』
も
相
違
す
る
の
で
多
く
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
以
上
の
用
例
の
多
く
は
、
既
に
前
述
の
諸
先
学
の
論
考
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
総
合
し
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
或
る
共
通
点
が
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
〉
<

を
中
心
と
す
る
所
謂

"
読
誦
経
曲
ハ"
と
い
う

も

の
は
、
仏
教
の
専
門
家
、
つ
ま
り
古
参
の
比
丘
た
ち
と
関
連
し
て
説
か
れ
た
箇
所
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
新
参
の
比

丘

(『摩
訶
僧
祇
律
』

巻

=
二
の
場
合
は
具
足
戒
も
受
け
て
い
な
い
弟
子
)

や
在
俗
者
た
ち
と
の
関
わ
り
の
場
面
に
登
場
す
る
と
い
う

特
徴
的
な
点
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
読
誦
経
典
と
は
仏
教
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
は
な
い
初
学
者
向
け
の
経
典
で
は
な
か

っ
た
か
と
推

論

で
き
、
し
か
も
、
ω
0
9

説
話
の
パ
ー
リ
伝
承
で
は
彼
の
読
誦
し
た
も
の
は

諺
く
唯

一
つ
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
読
誦
経
典
を

代
表
す
る
も
の
が

〉
<
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
経
典
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
ζ
魯
91訂
o畠
蠧

の



@

よ
う
な
辺
境
布
教
に
功
績
が
あ

っ
た
仏
弟
子
と
関
連
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仏
弟
子
た
ち
、
特
に
伝
道
布
教
に
活
躍
し
た
人
々
が
各

々
固
有
の
経
典
を
奉
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
治
政
下
の
伝
道

⑱

師

た
ち
が
特
定
の
経
典
に
よ

っ
て
人
々
を
教
化
し
た
こ
と
を
列
挙
す
る
伝
承
に
よ

っ
て
も
推
察
さ
れ
る
。
但
し
、

そ
れ
ら
の
中
に

諺
く

は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、
布
教
活
動
の
祖
の
-'-6う
な

M
ah
a
k
ac
ca
n
a
と
本
経
と
の
関
連
が
少
し
く
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
目
的
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〉
<

を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
読
誦
す
る
こ

と
が
仏
教
者

へ
の
第

一
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
当
時
の
仏
教
者
た
ち
が
、
ま
ず
最
初
に
修
学
す
べ
き
経
典
の
代
表
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

布
教
伝
道
と
共
に
在
俗
者
に
も
そ
の
内
容
が
知
れ
亘

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
推
論
し
て
ゆ
く
と
、

先
述
の
石
上
教
授
の
見
解
は
更
に
拡
大
さ
れ
、
〉
<

は
仏
教
者
と
し
て
修
学
の
第

一
段
階
の
経
典
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
在
俗
者
に
も
浸
透
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

〉
<

は
、
今
日
学
界
の
定
説
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
、
最
古
の
経
典
資
料
の
代
表
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

最
古
の
も
の
と
は
言

っ
て
も
、
当
時
の
教
団
の
伝
持
す
る
経
典
が
こ
れ
の
み
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
存
資
料
で
は
増
広
、

改
変
が
繰
り
返
さ
れ
、
原
形
を
探
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
し
て
も
、

ニ
カ
ー
ヤ
中
の
多
く

の
経
典
の
原
伝
承
は

か
な
り
早
く
か
ら
教
団
の
人
々
の
記
憶
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
諺
く

が
最
古
の
も
の
と
い
う
評
価

の
中
に
は
、
こ
れ
が

全
編
偈
頌
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
改
変
を
蒙
り
難
く
、
従

っ
て
原
伝
承
に
近
い
も
の
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
今
日
に
至

っ
た
と
い
う
意

昧
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
幸
い
に
も

諺
く
に
は
、
後
代
の
部
派
的
色
彩
や
発
達
し
た
教
理
が
挿
入
さ
れ
難
か

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
集
編
が
何
故
、
先
に
推
論
し
た
よ
う
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

諺
く
が
古
形

を
保

っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
や
そ
の
内
容
に
も
こ
の
経
典
が
仏
教
修
学
の
入
門
書
た
る
こ
と
を
示
唆
す
る
証
拠
が
検
出
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
は

〉
<
の
教
説
内
容
を
吟
味
し
、
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

初
期
経
典
の
一
様
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〇

二

諺
く

は

、

そ

の
成

立

当

初

か

ら

現

在

見

ら

れ

る

よ

う

な

一
六

経

二

一
〇

偈

と

い

う

構

成

で
あ

っ
た

か

に

つ
い

て

は

異
論

も

存

在

す

る
。

●

a

P
.
V
.
B
a
p
a
t
,
G
.
C
.
P
a
n
d
e

}E
de
や
、

我

が
国

で
は

中

村

元

博

士

が

主

張

さ

れ

る

よ

う

に

'

A
t
t
h
a
k
a
=
S
k
t
.
A
s
t
a
k
a

(
八

つ
よ

り
な

る
も

の
)

と

解

し

て
、

元

来

は

八

偈

構

成

の
経

(
現

在

の

一
六

経

中

で
は

、

第

二

～

五

経

が

そ

れ

に
相

当

)

の

み

で
構

成

さ

れ

て

い

た

か

ら

そ

の
名

が
付

い

た
と

い
う

説

で
あ

る
。

確

か

に

そ
れ

ら

の
経

に
は

、

そ

れ

ぞ
れ

、

N
o
.
2

G
u
h
a
t
t
h
a
k
a
-
s
u
tta
,
3
D
u
t
-

t
h
a
t
t
h
a
k
a
-
s°,
4

S
u
d
d
h
a
t
t
h
a
k
a
-
s°
,
5

P
a
r
a
m
a
t
t
h
a
k
a
-
s
°
と

い

う

よ

う

に

、
1
碧
嘗

o
犀
9

の
語

が

経

名

に
付

さ

れ

て
い

る

か

ら

、

こ

の

よ
う

な

説

も

考

慮

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

し

か

し

、

現

存

す

る

文

献

資
料

か

ら

そ

れ
を

支

持

す

る
も

の
は

、
僅

か

に

『
摩

訶

僧

⑫

⑬

祇
律

』

に

「
八
跋

祇

経

」

等

と

い

う

訳

語

例

が

存

在

す

る

の
み

で

あ

る

。

し

か

し

、

諺
く

を

「
義

品

」
等

と

訳
す

場

合

に
想

定

さ

れ

る

@

S
k
t.
形

≧

臣
9

〔1
訂

〕
も

、

先

の

A
s
t
a

[-
k
a
)
も

、
共

に
俗

語
形

と

し

N

A
t
t
h
a

(
乃

至

は

〉
暮
訂

)

を

有

し

て
い

る

か

ら

、

漢

訳

語

の

こ

の
用

例

の
み

で
は

元

来

こ
れ

ら

の
八
偈

経

だ

け

の
構

成

で

あ

っ
た

こ

と
を

証
明

す

る
決

め
手

と

は

な

ら

な

い
。

更

に
、

J
a
y
a
w
ic
k
r
a
m
a

氏

に

よ
れ

ば

、

八

偈

構

成

の
経

典

に
付

さ

れ

た

-
餌
昏

爵

o
と

い
う

名

称

は

、

本

来

的

に

a
r
th
a

S
意

味

で
用

い

ら

⑮

れ

て
お

り

、

そ
れ

ら

が
八

偈

経

で
あ

る

と

い
う

こ
と

は

偶

然

的

な

事
象

で

あ

る

と
ま

で
主

張

さ

れ

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

以

下

の

諸

点

は

か

な

り

早

く

よ

り

〉
<
が

八
偈

経

だ

け

で

な

く

、

現
存

の

一
六

経

の
形

態

に
よ

っ
て
伝

え

ら

れ

て

い

た

こ
と

を

示

し

て
い

る

。

⑯

一
、

漢

訳

『
義

足

経

』

は

、

諺
く

と
同

様

=

ハ
経

で
、

各

偈

も

殆

ど

対

応

す

る

も

の
を

見

い

出

せ

る

。

⑰

⑧

二
、

1
1種

S

S
k
t°
断

簡

は

、
共

に

A
r
th
a
v
a
r
g
iy
a

(
或

',
は

A
r
th
a
k
a
v
a
rg
iy
a
)

と

い

う

経
名

を

伝

え

、
先

の

八
偈

経

に
相

当

⑲

す

る
部

分

以

外

の
偈

を

含

む

。

三
、

前

節

で
指

摘

し

た

S

X
X
I
I-
3
-
3
,
3
-
2
6

で

引

用

さ

れ

る

ω
口

◎。
麌

も

八
偈

経

以
外

の
部

分

で
あ

る
。



⑭

四
、
北
伝
の
律
典
中
に

「
十
六
句
義
」
「十
六
義
品
」
等
の
語
が
見
い
出
さ
れ
、
今
日
の

諺
く

と
同
数
の
経
数
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
解
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
を
考
慮
す
る
と
、
年
代
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
か
な
り
早
い
時
代
に

諺
く
は
現
存
形
に
近
い
形
態
で
伝
持
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
毅
階
N
は
'
A
tth
a
(-k
a
]
=
S
k
t.
A
rth
a
(-
k
a
]
_
義
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

一
六

経
と
い
う
経
数
も

〉
<
と
共
に
初
期
に
は
単
経
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

ω
昌
第
五
章

P
aray
an
av
ag
g
a
も
本
来
は

@

㊥

一
六
経
で
あ

っ
た
こ
と
や
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
聖
典
に
も
い
く

つ
か
の

一
六
章
構
成
の
経
典
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
か
な
り
古
い
時
代

㊥

(そ
れ
は
、
釈
尊
在
世
時
代
に
迄
遡
る
と
考
え
る
説
が
あ
る
程
)
か
ら
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
例
え
ば
、
パ

⑭

ー
リ
聖
典
の
偈
頌
の
随
所
に
、
「
一
六
分
の

一
に
も
値
い
し
な
い

(k
ala
m

n
ag
g
h
ati
so
la
sim
)
」
と
い
う
定
型
表
現
が
見
ら
れ
る
よ

㊥

う
に
、

一
六
と
い
う
数
が

一
つ
の
区
切
り
、
或
い
は
満
数
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
諺
く

は
経
典
伝
承
の
最
初
期
に
存
在
し
、
経
数
も
現
存
形
に
近
い
形
態
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で

は
、
そ
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
る
べ
き
有
機
的
な
連
関
が
見
い
出
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
必
ら
ず
し
も
そ
れ
を
端
的
に
示
す
証
拠
は
容
易

に
検
出
で
き
な
い
。
各
経
の
偈
数
に
も

一
貫
性
は
な
い
し
、
形
態
的
な
面
か
ら
は
そ
れ
ら
は
総
て
偈
頌
だ
け
の
経
典

と
い
う
こ
と
が
唯

一
つ
の
共
通
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
唯
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
無
作
為
に
収
集
さ
れ
て

一
編
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

=
ハ
経
の

曾

⑰

説

示
内
容
に
何
ら
か
の
類
似
性
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
和
訳
だ
け
で
も
何
種
類
か
存
在
し
、
内
容
梗
概
も
発
表
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
徒
ら
に
紙
数
を
費
し
て
説
示
内
容
の
総
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
ま
た
、
最
古
層
の
経
典
と
し
て
仏
教

㊥

⑲

思
想
の
重
要
概
念
の
萌
芽
を
求
め
る
研
究
や
、
類
似
平
行
句
を
見
い
出
す
作
業
も
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
個

々

の
成
果
は
別
と
し
て
、
〉
<

を
あ
く
ま
で
も

一
つ
の
集
成
単
位
と
し
て
眺
め
る
時
、
こ
の

一
六
経
に
は
物
語
と
し
て
の
連
続
性
は
な
く

と
も
、
そ
の
い
ず
れ
に
於
て
も
常
に
仏
教
以
外
の
思
想

へ
の
批
判
、
排
斥
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
に
気
付

く
。

初
期
経
典
の
一
様
態

九

一



佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十

二
號

九

二

㊥

と

こ

ろ

で
、

ω
昌

全
体

に

亘

っ
て

、

当

時

仏
教

と
勢

力

を

競

っ
た

で
あ

ろ
う

自

由

思

想

家

や
ブ

ラ

フ

マ

ニ
ズ

ム

へ
の
批

判

、

論

駁

が

@

色

濃

い

こ
と

は

、

既

に
古

く

は

英

訳

者

<
°
F
a
u
s
b
o
ll
氏

も

指

摘

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

、

そ

の

ω
昌

の
中

で
も

こ

の
よ

う

な
性

格

は

〉
<

に
最

も

顕

著

に
表

わ

れ

る

の

で
あ

る

。

そ

れ
を

示

す
端

的
な

一
例

を

挙

げ

て
み

よ
う

。

パ

ー
リ

語

で
思

想

家

の
見

解

を

表

わ

す

の

@

に
'

d
it
t
h
i
と

い

う
単

語

が

最

も

一
般

的

に

用

い

ら

れ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
語

は

ω
昌

で
は

重

複

を

含

め

て
合

計

四

六

回

用

い

ら

れ

る

⑧

の

で
あ

る

が

、

実

に

そ

の
う

ち

の
三

八

回

が

〉
<

中

で
使

用

さ

れ

て

い

る
。

数

量

の
上

か

ら

一
概

に
断

定

で
き

な

い
と

し

て
も

、

ω
昌

全

=

四

九

偈

(
と

散

文

)

中

の
五

分

の

一
に

満

た
な

い

諺
く

の

二

一
〇

偈

に
、

実

に
用

例

の
八

割

以

上

が

集
中

し

て
い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

少

な

く

と

も

〉
<
の

内
容

が

そ

の

よ

う
な

テ

ー

マ
に
対

し

て
如

何

に
多

く

言

及

し

て
い

る

か

を

証

明

し

て

い

る

こ
と

に

は
な

る

だ

ろ

う

。

そ
し

て

、
具

体

的

な
内

容

の
点

で
も

、
各

経

毎

に
常

に
何

ら

か

の
邪

見

を

例

と

し

て
挙

げ

、

そ

れ

に
対

す

る

正

し

い

見

解

(
つ
ま

り

は

仏

教

の
考

え

方

)

を

明

ら

か

に

す

る

と

い
う

形

式

を

と

っ
て

い

る
。

諺
く

が

い

か

に
他

思

想

と

の
対

抗

を

想

起

さ

せ

、

そ
れ

ら

に
対

す

る

論

難

が
多

い

か
を

二

三

の
例

に

よ

っ
て
指

摘

し

て
お

こ
う

。

ま

ず

7
7
8
-
,7
7
9
は

、

極

端

論

を

排

し

、

こ

の
世

や
彼

の
世

(
lo
k
a
m

im
a
m

p
a
r
a
n

c
a
)

を

求

め

る

と

い

う
輪

廻

思

想
を

批

判
す

る

。

ま

た
、

執

著

、

貪

り

は

終

始

批

判

さ

れ

る

が

、
刈
Φ
α
。

の

貪

欲

を

貪

ら

ず

、

離

欲

も
求

め

な

い

。

(
n
a

r
a
g
a
r
a
g
i
n
a
v
ir
a
g
a
r
a
tto
)

と

い

う

立

場

は

、

先

の
極
端

論

批

判

と
共

に

、
快

楽

主

義

や
禁

欲

主

義

へ
の
論

駁

で
あ

ろ

う

。

次

に
、

7
9
6
～
7
9
7
に
は

、

自

己

の
考

え
方

に

固
執

し

て
他

と
優

劣

を

競

う

有

様

が
説

か

れ

て

い
る

。

こ
れ

と

同

様

の
表

現

は

、

◎。
漣

⑭

--
　8
2
Q。
"
◎。
刈
◎。
～
8
7
9
,
8
8
3

に
も

見

ら

れ

る
。

当

時

の
思

想

家

た

ち

は

、

自

ら

の

思

想
を

主

張

し
合

い

優
位

性

を

競

っ
た

の

で
あ

ろ

う

。

そ
れ

故

、
Q。
①
bO
等

で
は

、
多

く

の
紛

争

や
争

論

が
あ

る

こ
と
を

嘆

い

て

い

る
。

ま

た

、
Q。
一
〇
～
Q。
N
O
で
は

、

修

行

者

迄

も

が

婬

欲

に
耽

り

堕

落

し

て

い

る

姿

が
表

現

さ

れ

て

い

る
。

そ
し

て
、

バ

ラ

モ

ン

の
学

術

知

識



へ
の
批
判
は

Q。も。
㊤
～
Q。
蒔G。
を
初
め
と
し
て
諸
所
に
見
い
出
せ
る
。

こ
れ
ら
を
代
表
例
と
し
て
、
作
す
べ
き
で
は
な
い
事
、
ま
た
そ
れ
を
行
な

っ
て
い
る
人
々
に
対
す
る
非
難
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
問
題
提
起
と
し
て
、
正
し
く
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
〉
<

一
六
経
の
総

て
が
、
そ
の
よ
う

な
説
示
方
法
で
あ
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
中

に
は
在
俗
者
の
迷
妄
に
対
す
る
批
判
が
主
と
な

っ
て
い
る
経
典

(Z
o
°
O

J
arasu
tta
)
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
他
経
が
仏
教
と
他
思
想
と
の
対
比
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
こ
で
は
仏
教
者
と
在

俗
者
と
の
対
比
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
他
を
批
判
し
て
自
ら
の
優
越
性
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
勿
論
こ
の
こ
と
が
仏
教
経
典
と
し
て
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
他
思
想
を
邪
見
と
し
て
排
す
る
こ
と
は
、
初
期

経
典
以
来
、
所
謂
破
邪
顕
正
の
立
場
と
し
て
い
つ
の
時
代
の
文
献
で
あ

っ
て
も
、
仏
教

(或
い
は
自
派
)
の
正
当
性
を
主
張
す
る
重
要

な
論
法
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
諺
く

の
よ
う
に
終
始

一
貫
し
て
他
の
批
判
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
経
典
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ

け
仏
教
に
対
抗
す
る
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仏
教
教
団
は
最
初
期
か
ら
、
決
し
て
強
大
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
種
々
の
思
想
家

(或
い
は
思
想
家
集
団
)
が
乱
立

し
、
共
存
す
る
中
で
、
彼
ら
と
対
抗
し
合
い
な
が
ら
教
線
を
拡
大
し
て
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
発
展
の
た
め
に
ま
ず

何
よ
り
も
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
自
派
の
思
想
の
優
位
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
最
も
有
効
な
手
段

は
、
他
と
の
対
比
に
ょ

っ
て
自
ら
の
正
当
性
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
俗
者
を
仏
教
者
に
す
る
た
め
に
も
、
他
派
の
出
家

者

を
転
宗
さ
せ
る
た
め
に
も
共
通
す
る
方
法
で
あ
る
。
〉
<

は
屡
々
触
れ
た
よ
う
に
、
聖
典
類
の
最
初
期
の
所
産
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
そ
の
最
初
期
は
仏
教
教
団
の
発
展
期
で
も
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
発
展
期
に
自
派
の
立
場
を
他
と
の
対

比
に
ょ

っ
て
宣
揚

す
る
よ
う
な
経
典
が
必
要
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
正
に

諺
く
が
そ
の
端
的
な
例
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

前
節
で
こ
の
経
典
が
仏
教
修
学
の
入
門
書
た
る
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
た
こ
と
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の

初
期
経
典
の
一
様
態

九
三
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で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ζ
跨
倒訂
8
習
9
の
よ
う
な
伝
道
師
た
ち
が
、

他
の
思
想
家
や
在
俗
者
た
ち
に
対
し
て
教
化
活
動
を
行
な
う
時
、

最
初
か
ら
教
理
を
詳
し
く
解
説
し
た
よ
う
な
綱
要
書
的
な
経
典
を
説
示
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
他
の
思
想
、
或
い
は
迷
妄
の
在

俗
者
の
考
え
方
を
批
判
し
た
上
で
、
簡
便
に
仏
教
の
優
位
性
を
主
張
す
る
よ
う
な
も
の
に
よ

っ
て
彼
ら
を
導
い
た
、
と
考
え
る
方
が
妥

当

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
迄
見
た
よ
う
に
、
〉
<

の
内
容
は
そ
の
よ
う
な
用
途
に
最
も
適
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
訳
で
あ
る
。

三

結

論

に

か

え

て

小
論
は
こ
れ
迄
、
読
誦
経
典
と
呼
ば
れ
る
幾

つ
か
の
初
期
経
曲
ハを
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

〉
<
を
資
料
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
状
況
で
用
い
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
集
編
が
全
体
と
し
て
い
か
な
る
内
容
的
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
二
点

か
ら
若
干
の
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
前
者
で
は
、

ニ
カ
ー
ヤ

.
阿
含
、
そ
し
て
諸
律
典
等
比
較
的
初
期
の
文
献
に

≧

が

登
場
す
る
場
合
、
必
ら
ず
在
俗
者
か
新
参
比
丘
が
絡
ん
だ
状
況
が
あ
り
、
決
し
て
古
参
の
比
丘
間
で
こ
れ
が
読
誦
さ
れ
た
り
し
た
よ
う

な
記
述
が
存
在
し
な
い
点
か
ら
、
仏
教
修
学
の
た
め
の
入
門
書
的
な
用
途
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
そ
し
て
、

後
者
の
内
容
的
な
問
題
に
於
て
も
、
〉
<

は
煩
瑣
な
教
理
を
解
説
し
た
り
、
思
想
書
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、
主
に
仏
教
と
対
峙

す
る
他
思
想

(
乃
至
は
思
想
家
集
団
)
を
意
識
し
て
、
彼
ら
を
批
判
し
仏
教
の
優
位
性
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
経
典
が
集
ま

ゆ

っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
見
い
出
し
た
。
こ
の
二
点
は
、
筆
者
が
初
期
仏
教
の
発
展
期
に
教
団
が
教
線
を
拡
大
せ
ん
と
す
る
状
況
下
で
、

〉
<

が
布
教
伝
道
の
経
典
の

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
展
開
す
る
上
で
の
外
的
、
そ
し
て
内
的
な
根
拠

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た

っ
た
時
、
今
後
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
幾
つ
か
残

っ
て
い
る
の
で
、
紙
数
が

許
さ
れ
る
限
り
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。



ま
ず
第

一
の
問
題
と
し
て
、
諺
く

が
破
邪
顕
正
の
立
場
を
強
調
し
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句

に
批
判
の
対
象
で

あ

っ
た
外
教
、
特
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
聖
典
類
に
見
ら
れ
る
偈
頌
と
の
平
行
句
が
存
在
す
る
こ
と
に
或
い
は
疑
問
を
感

じ
る
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
点
が
あ
る
。
も
し
、
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
等
と
の
思
想
の
核
心
に
触
れ
る
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
文
献
に
平
行
句
が
存
在
す
る

な
ら
、
そ
れ
を
自
派
宣
揚
の
経
典
と
呼
ぶ
こ
と
は
躊
躇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
〉
<

中
の
ジ

ャ
イ
ナ
聖
典
と

⑯

の

平

行

句

を

≦

°
B
o
lle
e

氏

等

の

指

摘

に

よ

っ
て

比

較

す

る

と

、

次

の

七

偈

一
二

句

に

及

ん

で

い

る

。
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7
6
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p
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敷
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を
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C
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孫
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や
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隷

を
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悲
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h
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e

独

処

の

比

丘

と

し

て

遠

離

し

た

坐

処

に

親

し

む

。

彼

が

(
俗

)

世

に

自

己

を

あ

ら

わ

さ

な

い

な

ら

、

彼

に

は

ふ

さ

わ

し

い

こ

と

が

あ

る

と

言

わ

れ

る

。

8
1
1
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b
b
a
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a

m
u
n
i
a
n
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s
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初

期

経

典

の

一
様

態
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五
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S
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1
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.
5
4

m
a
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c
h
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a
p
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o
d
a
e

ja
d
h
a

水

が
不

足

し

た
魚

の

よ
う

に
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9
5
0
b

y
a
s
s
a

n
'a
t
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i
m
a
m
a
y
ita
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=
A
y
a
r
1

°b∂
°①

2゚

ja
s
s
a

n
'a
tth
i
m
a
m
a
iy
a
m

我

が

も

の

と

い
う

想

い

が
な

い
。

こ

れ
ら

の
う

ち

、

ω
昌

刈
①
⑩
.
げ
は

、
各

々
執

着

の
対

象

を

列
挙

し

た
も

の

で
あ

り

'

9
3
6
b

6̀
比

喩

は

渇

愛

に

よ

っ
て
動

揺

し

た
様

子

を

喩

え

た
も

の

で
あ

る
。

そ
し

て
、

。。
δ

は

8
1
1
a
に
続

く

こ
と

で
明

ら
か

な

よ
う

に
、

独

処

し

て
執

着

を

滅

す

る

こ
と

を

奨

め

た

も

の

と

解

し

う

る

。

そ
う

す

る

と

、

こ
れ

ら

の
平

行

句

は
総

て
内

容

的

に
は

無

執

着

の
立

場

を

説

き

明

か

し

て
い

る

こ
と

に
気
付

く

。

無
執

着

、

つ
ま

り

、
欲

望

を

抑

え

、
貪

欲

の
対

象

を

滅

す

る

と

い
う

理
念

は

、

何

も

仏

教

や
ジ

ャ
イ

ナ
教

の
み

に
限

っ
た

も

の

で
は

な

く

、

D

古

代

イ

ン
ド

の

一
般

の
出

家
者

た

ち

に
と

っ
て

は

、
共

通

の
立

場

で
あ

っ
た
と

言

え

る

の

で
は

な

い

だ
ろ

う

か

。

従

っ
て
、

個

々

の
宗

教

独

自

の
思

想

で
は

な

い

の
だ

か

ら

、

汎
宗

教

的

な

定

型
表

現

と

し

て
用

い

、
他

派

が

そ
れ

を

実

践

し

な

い

こ
と

自

体

を

批

判

す

る

こ

と

は
差

支

え

な

い

と
考

え

ら

れ

る

。



更
に
、
〉
<

の
個
々
の
偈
頌
の
成
立
史
的
問
題
を
論
ず
る
場
合
、
よ
り
厳
密
な
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
小
論
で
は
集
編
と

し
て
の

〉
<
の
教
団
伝
承
の
中
で
の
立
場
を
探
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
現
在
の
筆
者
の
力

量
外
の
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
今
は
し
ば
ら
く
措
く
こ
と
に
す
る
。

上
記
は
、
〉
<

が
集
編
と
し
て
伝
持
さ
れ
る
前
史
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
、
こ
れ
ら
読
誦
経
典
と
九
分

.
一
二

分
教
、
更
に
は
四
部

・
五
部
阿
含

(
ニ
カ
ー
ヤ
)

へ
の
推
移
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
献
史
的
に
は
後
の
時
代
と
の
連
関
に
つ
い
て

の
考
察
と
言
え
る
。
〉
<
だ
け
で
な
く
、
P
aray
an
a,
S
aila
g
ath
a,
M
u
n
ig
a
th
a
等
、
主
に
有
部
系
の
伝
承
に
登
場
す
る
他
の
読
誦

⑳

⑫

経
典
に
対
し
て
個
々
に
考
察
を
加
え
る
必
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
経
典
類
が
九
分

・
一
二
分
教
を
経
て
五
部
中
の
小
部

雑
蔵
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
明
ら
か
に
古
層

の
経
典
類
が
、
や
や

⑧

@

遅
れ
て
成
立
し
た
小
部
雑
蔵
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
未
だ
決
定
的
な
定
説
は
存
在
し
な

い
。
し
か
し
、
こ
の

⑮

点

に
関
し
て
も
、
筆
者
は
明
快
な
論
陣
を
張
る
用
意
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
課
題
ば
か
り
が
山
積
み
さ
れ
た
考
察
に
終
始
し
た
が
、
小
論
が
今
後
、
他
の
初
期
経
典
類
の
検
討
を
も
加
え
、
そ

れ
ら
の
伝
承
の
様
態
と
い
う
も
の
を
探
る
端
緒
と
な
り
え
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

註①

ω
昌

に
関

説

す

る
研

究

書

、

論

文

は
極

め

て
多

い
が

、

そ

の
う

ち

、

〉
く

が
単

行
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経

典

で

あ

っ
虎

こ
と

に
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す
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通
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S
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研

究
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果
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し
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困
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な

も

の
と

し

て
も

知

ら

れ

て

い

る

。
幸

い

に
も

筆

者

は
愛

知

学

院

大

学

教

授
前

田
恵

学

博

士

の

御
好

意

に

よ
り

、

一
三

回

中

の
殆

ど

を

複

写

さ

せ

て

い
た

だ

く

こ
と

が

で
き

た
。

こ

こ
に

記

し

て
深

く

感

謝

の

意

を
表

し
た

い
。

②

『
義

足

経

』

(
二
巻

)
支

謙

訳

大

正

蔵

第

四
巻

(Z
9

6

Q。
)

℃
℃
°
H設

～
μ
c。
O
・

尚

、
切
昌

箕

註

①

書

は

本

経

を

英

訳
し

、
諺
く
と

対

照
し

た

も

の

。

ま

た

'
水

野
M

1K

「
A
r
th
a
-p
a
d
a
-su
tra

(義

足

経

)

に

つ
い

て

」

(印

仏

研

一
巻

-

e

)
p
p
.
8
7
～
O
㎝

参

照

。

そ

こ

で
、

博

士

は
本

経

は

無

畏

山

寺
派

所

伝

の
も

の
で

は

な

い

か
と

推

論

さ

れ

て

い

る
が

、
そ

れ

に

つ
い

て
は

機

会

が

あ

れ
ば

別

に
論

じ

て
み

た

い

。

③

鋭

閲
゜
幻
゜
H
o
e
rn
le
,
T
h
e

S
u
tta
n
ip
a
ta

in

a
S
a
n
sk
r
it

v
e
rs
io
n

fr
o
m

E
a
ste
r
n

T
u
r
k
e
sta
n
,
J
R
A
S
.,
L
o
n
d
o
n

1
9
1
6
,
p
p
.
7
0
9

7
3
2
,

1
9
1
7

,
p
.
1
3
4
.

ま

た

、
近

年

、

別

の
断

簡

が

薪

た

に

発

表
さ

れ

た

。

L
o
se

S
a
n
d
e
r

a
n
d

E
r
n
st
W

a
ld
s
c
h
m
id
t,
S
a
n
sk
r
ith
a
-

九

八

n
d
s
c
h
r
if
t
e
n

a
u
s

d
e
n

T

u
r
f
a
n
f
u
n
d
e
n

T

e
i
l

　
,
W

i
e
s
-

b
a
d
e
n
,

1
9
8
0
,

p
p
.
2
4
0
-
2
4
1
°

④

前

田
恵
学
博
士
は
、

ω
p

の
名

が
初

め
て
登
場
す
る
の
は
ブ

ッ

ダ
ゴ
ー
サ

(
B
u
d
d
h
a
g
h
o
s
a
)
6
`
書
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
(
註
①

書

歹

刈
。。N
)
但
し

、

M
il
p
.
4
1
1
,
4
1
4

に
も
本
偈
の
引

用
と

共

に

Q◎
昌

の
名
が
登
場

す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も

、

窰
臨

の
こ

の
部
分
は
パ
ー
リ
伝

の
み
の
増
広
部
分
と
見
做
さ
れ
て
い
る
か
ら

、

他
系
統

の
文
献
で
は

ω
昌

の
名
は
確
認
さ
れ
な
い
。

⑤

木
村
泰

賢

『
阿
毘
達
磨
論

の
研
究
』

(
全
集
第
四
巻

)
大
法
輪

閣

・
東
京

、
昭
四

三
、
署

゜
α
H～
罐
゜

⑥

水

野
弘
元

「
巴
利
聖
典
成
立
史
上

に
お
け
る
無
碍
解
道
及
び
義

釈
の
地
位
」
e
口
⇔

(
『
仏
教
研
究
』
四
巻
三

・
五

・
六
号
)
特

に

ti
p
.
5
7
以
下
。

⑦

水

野
弘
元
博
士
は
、
家

昌
の
後
半
部
分
の
成
立
を
諸
説
を
考
慮

さ
れ
た
上

で
、
西
暦
起
原
前
後
と
推
定
さ
れ
た
。

(
「
ミ
リ

ン
ダ

問
経
類

に

つ
い
て
」

『
駒
沢
大
学
研
究
紀
要
』
第

一
七
号

℃
°
毓
)

ま
た
'
N
id
d

I
は

、
註
⑥

論
文

に
よ
る
と

、
西
暦
前

二
世
紀
前

後
と
さ
れ
る
。

(
目

や

①
H
)
す
る
と

、

ω
昌

の
成
立
は

そ
の
間

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今

は
こ
の
年
代

の
是
非
を
考
察
す

る
用
意
は
な
い
。

⑧

水
野
弘
元
博
士

の
和
訳

(
南
伝
大
蔵
経

二

四

巻

唱

゜
b。
O
刈
～

卜。
O
◎。
)
、
及
び
同
註
②
論
文

歹

◎。り
参
照
。

⑨
ω
゜
L
e
v
i,
L
a
R
ec
ita
tio
n

P
r
im
itiv
°
d
e
s

T
°
x
te
s
B
o
-



u
d
d
h
iq
u
e
s,
J
A
,
1
1
e
se
r
ie

T
o
m
e

5
,
P
a
ris,
19
15
.

⑩

即

く
゜
切
昌

g

.註

①

論

文

(書

)

in
tr
o
d
u
c
tio
n
°

㊥

2
°
諺
゜
J
a
y
a
w
ic
k
ra
m
a

註
①

論

文

。

⑫

平

川

彰

『
律

蔵

の
研

究

』

山

喜
房

仏

書

林

・
東

京

、

昭

三

五

、

p
p
.
7
5
9
～
遷

H
°

⑬

石

上

善

応

「
初

期

仏

教

に

お

け

る
読

誦

の
意

味

と

読
誦

経

典

に

つ
い

て
」

(『
三

康
文

化

研

究

所

年

報

』
第

二
号

)
℃
℃
°
醤

～

り
O
・

⑭

石

上

善

応

「
仏
教

初

期

の
読

誦

経

典

に

つ
い

て
」

(『
大

正
大

学

宗

教

文

化

』

第

=

号

、

昭

三

一
)

で
歹

癖
。。
～

㎝
◎。°

⑮

石

上

註

⑬

a
-h
(
p
.
8
5

尚

、

こ

れ
は
同

所

に
あ

る

よ

う

に

、

「
共

通

的

に

億

耳

伝

説

で

は
あ

る

が

、

…

…
修

行

段

階

に

お

け

る

一
形

式

を

教

示

し

て

い

る
よ

う

に

思

わ

れ

…

ま

た
す

べ

て
の
律

蔵

の
典

拠

と

な

っ
て

い

る
点

よ

り

考

え

て
…

」
と

い
う

推

定

よ

り
導

き
出

さ

れ

た
見

解

で
あ

る

。

Q

V

in

v
o
l.
j

p
p
.
19
6
～
這

S

Q

U
d

S
o
n
a
th
e
ra
ss
a
-
v
a
g
g
o

p
p
°
零

～
窃
ρ

Q

D
h
p

A

v
o
l°
1V

p
,
1
0
2

他

に

A
tth
a
k
a
th
a
文

献

中

で
は

、

A
A

(M

p
)

v
o
l.
j

p
.
2
4
1
,
T
h
A

(P
d
)

v
o
l.
][
p
p
.
15
4

～

届

q

に

も

見

ら

れ

る
。

⑲

『
四
分

律

』
巻

三
九

(大

正

蔵

第

二

二

巻

や

◎。
濫

。
)
、

『
五
分

律

』

巻

二

一

(
二

i
j巻

p
.
14
4
b
)
、

『
摩

訶

僧

祇

律

』

巻

二
三

(
二

二
巻

や

痒

①
僧
)
、

『
十

誦
律

』

巻

二
五

(
二
三

巻

や

H
O。
H
げ
)

但

し

、

『
十

誦
律

』

に

は

、

諺
く

に
相

当

す

る

経

名

を

欠
く

。

初

期

経

典

の

一
様

態

⑳

『
根

本

有

部
律

』

お

よ
び

D
iv
y
a
v
a
d
a
n
a

に
は

S
r
o
n
a
(
=

S
o
n
s
)
の
前

生

譚

を

含

む

か
な

り

増

広

さ

れ

た
物

語

が

伝

え

ら

れ

て

い
る

。

そ

の
う

ち

、
彼

が
仏

陀

の
面
前

に
見

え

る
箇

所

は

次

の

通

り

。

N
.
D
u
tt,
G
ilg
it
M

a
n
u
sc
r
ip
t
s
v
o
l.

　[
.p
a
r
t

　
,
C
u
l-

c
u
tta

1
9
5
0
,

p
°
H
o◎
◎◎
°

E
.
B
.
C
o
w
e
ll
&

R
.
A
.
N
e
il,
T
h
e
D
ivy
d
v
a
d
d
n
a
,
C
a
m
-

b
r
id
g
e
,
1
8
8
6

(re
p
.
A
m
s
te
rd
a
m

1
9
7
0
)
,
p
p
.3
4
-x-3
5
.

⑳

石

上

註

⑬

論

文

歹

。。
O

に
、

こ
れ
ら

の
資

料

に
よ

る

一
覧

表

が
掲

載

さ

れ

て

い

る
。

●

S

v
o
l°
悶

℃
°
O
°

⑳

同

右

や

H
b。
°

⑳

『
雑

阿

含

経

』

巻

二
〇

、
大

正
蔵

第

二

巻

唱
』
躄

ぴ
～

ρ

⑳

窰

獅
ゲ
欝

p
8

習

角

の

.
諺
く
9
馨

圃

布

教

に

つ

い
て

は

、

水

野
弘

元
博

士

に
よ

っ
て
指

摘

さ

れ

、
次

い

で
前

田

恵
学

博

士

が

詳

細

に

論

じ

ら

れ

た
。

水

野

「
初
期

仏

教

の
印

度

に

於

け

る
流

通

分

布

に

就

い

て
」

(『
仏

教

研

究

』

第

七
巻

四
号

)

も
℃
°
μO
～

b。
9

前

田

「
原
始

仏
教

教

団

発

展

史
上

に

お

け

る
大

迦

旛
延

の
位

置

」

(『
印

仏

硬

』

三
巻

-

口
)

唱
歹

b。
①
①
～

b。
①
り
・

及

び

註
①

書

竈

゜

H
H
Q◎
x

-1
3
0
°

Q

D
i
v
y
註
⑳
書

署

゜
ω
蔭
x
-3
5
.

⑳

『
根
本
有
部
律
』
巻
三
、
大

正
蔵
第

二
四
巻

戸

障
げ
゜

九
九



佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十

二
號

⑳

大
正
蔵
第
二
二
巻

℃
℃
.
3
3
6
c
-　
3
3
7
a
°

⑳

『
摩
訶
僧
祇
律
』
註
⑲

の
箇
所
、
及
び
後
述
巻
二
七

で
は
、
「
八

跋
祇
経
」

「
八
跋
耆
経
」
と

記
し

、
訳
語
に
相
違

が
見
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は

ω
゜
い
ひ
幺

氏

の
解
釈

(
A
s
ta
-
v
a
r
g
a
s
u
tr
a
)
に
従

い
、
諺
く
を
指
す
も

の
と
解
し
た
°

(L
e
v
i
註
⑨
論
-p
(
p
.
4
2
3

参
照
)
。
尚

、
「
八
跋
祇
経
」
等

が
、
諺
く

を
指
す

こ
と
は
次
章
参

　
+　î　
O

⑳

大
正
蔵
第

二
i
J巻

p
.
44
7
c
°

⑳

平
川
註
⑫
書

で
歹

ω刈
～
ω
。。
°

⑳

大

正
蔵
第

二
巻

℃
.
3
6
2
c

⑳

5

v
o
l°
圃
℃
°
bO
8
・

⑭

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元

「
ウ
ダ

ー
ナ
と
法
句
」
(『
駒
沢

大
学
学
報
』
復
刊
第

二
号
)
A
P
・
1
2
～
H
ω
゜
(
後
、
『
法
句
経

の
研

究
』
春
秋
社

・
東
京
、
昭
五
六
)

⑳

大
正
蔵
第
二
巻

℃
℃
°
虧
。。O
。
～
卜
。。
尉
゜

⑳

石
上
教

授
は

『
雑
阿
含
経
』
等
で
の
経
典
名

の
列
挙
は

、
そ
れ

ら

の
部
派

の
読
誦
経
典
が
插
入
さ
れ

た
も

の
と
推
定

さ
れ

て
い
る
。

(註
⑬

°
文

p
p
.
7
4
～
蕊

)

⑳

iIIG
○
論
文
参
照
。

雹

仏
弟
子

一
人

一
人
が
、
総

て
の
経
典
類
を
完
全

に
伝
持
し
て
い

た
と
は
考
え
難

い
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
そ
の
任

に
応
じ
た
、
或

い

は

そ
の
読
誦
を
得
意
と
し
た
よ
う
な
固
有
の
経
典
と

い
う
よ
う
な

も

の
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

例

え
ば

伝

道

師

一
〇
〇

た
ち
に

つ
い
て
も
、
U
<

旨
山
①

N

M
a
jjh
a
n
tik
a

が

A
s
i-

v
isu
p
a
m
a
d
h
a
m
m
a
を
読
誦
し
て
人
々
を
教
化
し
た
と
い
う
よ

う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ち
は
、
各

々
の
比
丘
た
ち
が
専
ら

奉
持
し

て
い
た
経
典
と

い
う
も
の
を
象
徴
し

て
い
る
の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。
尚

、
他

の
伝
道
師

た
ち
が
読
誦
し
た
経
典
名

に

つ
い

て
は
、
前

田
註
①

書

窓

゜
置
b。
～
置
O

に
詳
し

い
。
ま
た
、
経
典

類

の
伝
持
に
分
担

が
あ

っ
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
塚
本
啓
祥
博
士

が
種

々
に
論

じ
て
お
ら
れ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
と

し
て
、

『
初

期
仏
教
教
団

史
の
研
究
』

(
山
喜
房
仏
書
林

・
東
京

、
昭
四

一
、

増
補
改
訂
昭
五
五
)
℃
歹

Q。Q。①
～
虧
O
O
が
あ
る
。

魎

B
a
p
a
t
註
③
論
文

署

9
日
O
刈
～
H
O
°。
6

⑳

P
a
n
d
e
註
①
書

o
.
5
6
&

6
5
.

⑳

中
村
元

『
ブ

ッ
ダ
の

こ
と
ば
ー

ス

ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
ー
』

(岩

波
文

庫

・
昭

三
三

)

,,,
記

P
°
ら。
ホ

゜

⑱

「
八
跋

祇

経

し
、

「
八
群

経

」
、

「
八

跋

耆

経

」

そ
れ

ぞ

れ

註

⑲

、

⑳

、
⑳

を

参

照

。

⑲

経

名

の
漢

訳

例

に

つ
い

て
は

、
水

野

弘
元

博

士

に

よ

る

和

訳

(南

伝

二

四
巻

)
n,3
,,,

A
P
P
°
b。
⑩
"
～

N
O
q。
)
及

び
註

②

論

文

℃
°
。。O

に
指

摘

さ

れ

て
い

る

。
ま

た
、

そ
れ

ら

以
外

に

、
「
義

品

」

(大

正

蔵

第

二
巻

娼
.
36
2
c
、

1
1七

巻

p
.
6
6
0
a
)
、

「
衆

義
経

」

(
二

四

巻

p
.
l
l
b
、

二

五
巻

℃
.
6
0
c
)
等

が

存

在

す

る

。

●

R
.
L
.
T
u
rn
e
r,
A

C
o
m
p
a
ra
tiv
e
D
ic
tio
n
a
r
y

of

t
h
e

I
n
d
o
-
A
r
y
a
n

L
a
n
g
u
a
g
e
s,
L
o
n
d
o
n

(O
x
fo
rd
)
,
1
9
6
9
,
p
°



2
9

(N
o
.
6
3
8
)
,
p
°
4
1

(
N
o
.
9
4
1
)
°

㊥

J
a
y
a
w
ic
k
ra
m
a

註

①

論

文

v
o
l.
N
-4

p
p
.
2
36
～

器

ρ

そ
れ

に
よ

る

と

、

第

二
経

g
u
h
a
tt
h
a
k
a
-
s
°

の

g
u
h
a
,
及

び

順

次

U
息

笹
魯

笹

効
冨

あ

。
の

U
息
誓

2

ω
二
伍
伍
ゲ
暮
甚

節
訂

ー
。。
。

の

s
u
d
d
h
a
,
P
a
ra
m
a
tt
h
a
k
a
-
s
°

の

P
a
ra
m
a

は

、
総

て

そ

れ

ら

の
冒

頭

の
偈

の

a
句

に

存

在

す

る

。

そ
し

て
、
各

経

は

そ
れ

ら

を

中

心
主

題
と

し

て
説

示

さ

れ

て

お
り

、

ま

さ

に

"
そ
れ

ら

の

意

味

を

明

か

す
"

と

い
う

こ
と

か

ら

a
tth
a
k
a

と
呼

称

さ

れ

た

の

で
あ

る

と
解

さ

れ

て

い
る

。

⑯

ゆ
昌

霧

註

①

論

文

の
和

訳

に
対

応

偈

が
並

記

さ

れ

て

い

る
。

ま

た

、

後
述

の
水

野

弘

元

博

士

の
対

照

表

に
も

指

摘

さ

れ

て

い
る

。

Q

W

a
ld
sc
h
m

id
t
註

③

書

℃
°
b。
ら

に

、

…
a
r
th
a
v
a
r
g
[
g
ib

/
/
(C
8
2
A
15
)

が

確

認

さ

れ

る

。

⑱

H
o
e
rn
le

註
③

論

文

p
:
7
11
に

a
rt
th
a
k
a
v
a
r
g
iy
a
tn

su
-

t
ra
m

(F
ra
g
.
I-
4
)

-R
確

認

さ

れ

る

。
同

様

に

p
.
7
15

⑲

S
k
t
°
原

典

で
は

、

A
b
h
id
h
a
r
m
a
K
o
ｧa
b
a
d
sy
a

に
も

〉
学

th
a
v
a
rg
iy
a

と

し

て
八

偈

経

以
外

の
偈

が

引

用

さ

れ

る
。

(卜
-

b
h
id
h
a
r
m
a
k
o
sa
b
h
a
sy
a

e
d
.
P
.
P
ra
d
h
a
n
,
P
a
tn
a
,
1
9
6
7
,

℃
°
O
)

⑳

「
=

ハ
句

義

」

は

『
四

分

律

』
、

コ

六

義

品

」

は

『
五
分

律

』

で

の
訳

語

。

共

に

註
⑲

参

照
。

Q

例

え
ば

'

N
id
d

][

の

p
a
r
a
y
a
n
a
v
a
g
g
a

に
対

す

る
註

釈

は

「
第

一
六

番

目

S

P
in
g
iy
a
s
u
tta
n
ta

(
P
a
ra
y
a
n
a
v
a
g
g
o

初

期

経
曲
ハの

一
様

態

n
itt
h
ito

P
in
g
iy
a
-
s
u
tta
n
ta
m

so
la
si)
」

と

し

て
終

わ

っ

N

い

る
°

(
p
.
5
6
)

W

ilie
m

B
.
S
o
lle
e
,
T
h
e
P
d
d
a
s
o
f

th
e
S
u
t
ta
n
ip
d
ta
,

(S
t
u
d
ie
n
z
u
r
I
n
d
o
lo
g
ie
a
n
d

Ira
n
ist
ik

M
o
n
o
g
ra
p
h
ie

7
)

R
e
in
b
e
k
,
1
9
8
0
.

In
tr
o
.
V
Î

-V1I.

㊥

水

野

註

②

論
文

℃
°
Q。
。。
°

●

D
h
p

7
0
4,
T
h

1
17
1
4
,
S

v
o
l.
I

p
.
2
1
1
,

A

v
o
l.
　

p
.

刈
9

ま

た

散
文

中

で
は

、

I
t

p
.
2
0
,
A

v
o
l.
I

p
.
1
6
6
,
16
8

等

多

数

。

⑮

こ
れ

に
対

し

て
、

本

来

一
六

経

で
あ

っ
た

こ
と

に
疑

問

を

投

げ

か

け

る

資
料

と

し

N

'

5
o
n
a

tl　

話

O
'パ
ー

リ

伝

(
註
⑯

～

⑱

)

申

'
V
in

N

は

S
a
b
b
a
n
'e
.v
a
、a
tt
h
a
k
a
v
_a
g
g
ik
a
n
i
と

あ

る

が

'
U
d
,
D
h
p
A

N

は

'

s
o
la
sa

a
tth
a
k
a
v
a
g
g
ik
a
n
i
s
a
-

b
b
a
n
i
と
経

数

が
明

記

さ

れ

て

い

る

こ
と

が

挙

げ

ら

れ

る

。

こ
れ

ら

の
う

ち

、

<
ぎ

の

伝

承

が
起

源

的

な

も

の
と

す

る

な

ら

、

一・

六

(so
la
sa
)

と

い
う

経

数

は

、

〉
ぐ

の
現

存

形

を

意
識

し
で

後
,

に
付

加

さ

れ

た
も

の
と

も

考

え

ら

れ

る

が

、

こ
れ

の
み

で

は
積

極

的

な

資

料

と

は

な

り
難

い
。

;a
'

T
h

A

の
経

数

5

v
a
ria
n
ts

に

つ
い

て

J
a
y
a
w
ic
k
ra
m
a

氏

が
論

及

さ

れ

て

い

る

。

(註

①

論

文

p
p
.
2
3
6
～

b。
ω
刈
)

⑯

邦

訳

に

つ

い
て

は

、
中

村

註

⑳

書

、

及
び

同

書

℃
℃
』
謬

～

b。
刈
。。

参

照

。

ま

た

そ

の
他

と

し

て
次

書

。

渡

辺

照

宏

訳

『
世

界

の
大

思

想

亜

-

仏
典

』

(河

出

書

房
新

社

・

一
〇

一



佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號

東
京
)
所
収
、
後

『
渡
辺
照
宏
著
作
集
』
第
五
巻

・
仏
教

聖
典

一

(
筑
摩
書
房

・
東
京
、
昭
五
七
)

⑭

三
枝

充
悳

「
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
第

四

・
五
章

の
梗

概
」

(『
曹
洞

宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
第
4
号

)
竈

』

～
置

、

諺
く

に

つ
い
て
は

℃
や

刈
～
目
゜

㊥

縁
起
説

の
原
初
形
態
を

跨
く
中
の
偈

に
求
め
た
中
村
元
博
士

の

見
解

(『
原
始
仏
教

の
思
想
』

選
集
第

一
四
巻

竈

゜
ミ
～
認
)
を

初
め
と

し
て
、
部
分
的
な
論

及
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な

い
。

　

R
.
O
tto

F
ra
n
k
e
,

D
ie

S
u
t
ta
n
ip
a
ta
-
G
a
th
a
s

m
it

ih
re
n

P
a
ra
lle
le
n
,
Z
D
M

G
,
B
a
n
d
6
3
(1
9
0
9
)
,,6
4
(19
10
)
,

6
6
(
19
12
)
°
(尚

'
1
9
1
2
に

L
e
ip
z
ig

に
て
合
本
さ
れ
単
行
本

と

し
て
公
刊
)

水

野
弘
元

「
経
集
対

照
表
」

(南
伝

二
四
巻
巻
末

署

゜
H
～
H
O
)

同

「
経
集

の
偈
と
他
文
献
と
の
対
照
表
」
e
～
㈲

(
『
ピ

タ
カ
』
㊨
～
㈹
所
収
)

⑳

当
時

の
自
由
思
想
家
た
ち

の
様
態
を
集
成

し
た
も

の
と
し
て
は
、

雲
井
昭
善

『
仏
教

興
起
時
代

の
思
想
研
究
』

(平
楽
寺
書
店

・
京

都

、
昭
四

二
年
)
が
、
最
も
著
名
。

⑪

<
.
F
a
u
s
b
oll,
S
u
tta
n
ip
a
ta

(E
n
g
°
tra
n
s
.,
S
B
E

v
o
l°

X
)
in
tr
o
°
x
ii°

⑫

註
⑪
書

で

F
a
u
sb
o
ll
氏
は

d
itth
i=
d
a
r
sa
n
a

と
定
義

し
、

類

語
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
荒
牧
典
俊
氏
は

、
諺
く

を
テ
ー

マ
と
し
た
研
究
論
文
に
於

て
、
d
itth
i
に

「
宗
教
的
ド
グ

マ
」
と

醐
○

二

い
う
訳
語
を
与

え
て
お
ら
れ
る
。

「
ω
暮
貯
巳
℃
91欝

諺
#
冨

寄

・

<
9
αq
αq
9

に
見
ら
れ
る

論
争
批
判
に

つ
い
て
」

(『
中
川
善
教
先
生

頌
徳
記
念
論
集

・
仏
教
と
文
化
』
昭
五
八
)

⑱

島
9
ぼ

の
出
典
は
次

の
通
り
。

7
8
1
x
,

7
8
5
x
,

7
8
6
b
,

7
8
7
4
,

7
8
8
b

,

7
8
9
x
,

7
8
9
4
,

7
9
6
a
,

7
9
9
$
,

8
0
0
x
,

8
0
2

,

8
3
2
x
,

8
3
3
b

(
二

回

)
,

8
3
7

,

8
3
9
8
,

8
4
0
a
.f
,

8
4
1
x
,

8
4
6
x
,

8
4
7
°
,

8
5
1
4
,

8
7
8
a
,

8
Q。
0
3

8
8
1
x
,

8
8
2
°
,

8
8
6

,

8
8
9
4
,

8
9
5
x
,

9
0
8
6

,

9
1
0
6
,
8
3
4
6
,
$
3
6
　
,
9
1
3

,

=

d
i
t
t
h
i
g
a
t
a
m

,

g
3
9
　
(
g
4
0
　
)
=

a
d
i
t
t
h
i
y
a
,

8
8
1
8
=

s
a
n
d
i
-

t
t
h
i
y
a
,

8
8
9
x
=
a
t
i
s
a
m

d
i
t
t
h
i
y
a

,

9
1
1
b
=

d
i
t
t
h
i
s
a
r
i
n
.

以

上

、

諺

く

中

の

箇

所

。

そ

れ

以

外

は

次

の

八

箇

所

。

5
5
x
,

1
1
6

,

2
4
3

,

4
7
1
b
,

4
7
4
b

,

6
4
9
b
,

1
0
7
8
x
,

1
1
1
7

尚
、
こ
こ
で
は
、
喝
も
゜
t̀

d
i暮
h
a
は
除
外
し
て
あ

る
が
、
諺
く

に
屡

々
登
場
す
る

d
itth
a
s
u
ta

m
u
ta

の
並
記

に
つ
い
て
は

荒
牧
註
⑫
論
文
参
照

。
ま
た
、
ミ

爆

は

p
a
ra
m
a
y
a
d
itth
iy
a

で
、
仏
陀
の
知

見
を
示
し

て
お
り
、
他

の
思
想
批
判
の
た
め
に
用

い
ら
れ
た
,も
の
で
は
な

い
が
、
用
語
例
と
し

て
列
記
し
て
お
い
た
。

⑭

雲
井
昭
善
博
士
は
、
こ
の

Q。『
Q。
～
◎。
お

を
指
摘
さ
れ
、

「
当
時

の
思
想
界

の
混
乱
、
諸

異
説

の
対
立
を
語

っ
て
余
り
あ
ろ
う
」
と

評
し

て
お
ら
れ
る
、
(「
ブ

ッ
タ
に
お
け
る
対
話

の
在
り
方
」

『
仏

教
研
究
』
第
二
号

署

゜
b。
。。
～
2
9
)

⑯

荒
牧
典
俊
氏
は
註
⑫
論
文

で
、
他
教
の
文
献
を
も
駆
使
し

て
、

諺
く

に
他
学
派
問

の
宗
教

論
争

の
批
判
が
極
め
て
多
く
存
在
す
る



こ
と
を
論
証
さ
れ
た
。
氏
は
、
そ
こ
で

「
論
争
批
判

に
よ

っ
て
仏

教

の
根
本
的
立
場
が
ひ
ら
か
れ
て
き
た
…
」
と

も
述

べ
ら
れ
て
い

r@
°

(p
.
1
4
3
)

も
と
よ
り
小
論
は
民
と
は
異

っ
た
立
場
か
ら
考

察
を
加

え
て
い
る
訳
で
あ

る
が
、
氏

の
炯
眼
に
よ
る
見
解
と
も
決

し
て
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な

い
と
考
え
る
。

⑯

B
o
llee

註
⑱
書
。

ま
た
、

こ
れ
と
は
別

に
谷
川
泰
教
氏
も
部

分
的
に
指
摘

さ
れ

て
い
る
。
「
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
第

八

一
〇

偈

を
め
ぐ

っ
て
」
(
『
仏
教
学
会
報
』
高
野
山
大
学
第

八
号

署

゜
α
～

μ
b。
)

Q

B
o
llee

lid
は

la
b
b
h
a
n
ti
を
挙
げ
る
が
、
構
文
上
異
本
に
存

在
す
る
語
形
を
採
用
し
た
。

㊥

℃
↓
ω

は

く
芝
廁
暮
9
ヨ
習

霧
⇔
日
。

谷
川
氏
が

・゚身

と
比
較
し

て
こ
れ
を
訂
正

(
註
⑯
論
文

℃
°
Φ
)
、

筆
者
も
別
に
指
摘
し
た
。

(
「
パ
ー
リ
文
献
史
研
究

の

一
視
点
ー

ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
第
四

・
五

章
を
資
料
と
し
て
」

『
仏
教
史
学
研
究
』
第

二
四
巻

一
号

℃
°
ド
Q。
)

⑲

B
o
lle
e
氏

の
読
み

ja
m

を
異
本

に
よ
り
訂
正
。

(谷
川
註
⑯

論
文

署

゜
①
～
"
参
照
)

⑳

我
執
の
排

除
は
、
イ

ン
ド
思
想
界

に
共
通
的
な
理
念

で
あ

る
こ

と
は
屡

々
論
証
さ
れ
て
い
る
が
代

表
的
な
も

の
と
し
て
、

中
村
元

「
イ

ン
ド
思
想

一
般
か
ら
見
た
無
我
思
想
」
(『
自
我
と
無

我
』
平
楽
寺
書
店

・
京
都

、
昭
五

一
)
℃
℃
°
。。
～
b。
8

@

既

に
、
石
上
氏
が
当
時
と
し

て
は
最
も
妥
当
な
見
解
を
述

べ
て

お
ら
れ
る
。

(
註
⑬
論
文

p
p
.
8
3
,.
,g
g
)
但
し
'
D
h
a
m
m
a
p
a
-

初
期
経
典

の

一
様
態

山
⇔

の
比
定
に
関
し
て
は

、

B
r
o
u
g
h

e
d
.
未
刊
当
時
で
あ

っ
た

た
め
、
今

日
で
は
や
や
修
正
を
要
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

⑫

諺
く

は
伝
統
的
な
分
教

の
解
釈

で
は

、

南
伝

で
は

ω
q
菖
9

に

(
D
A

v
o
l.
I
p
.
2
3
)
、
そ
れ
に
対

し
て

『
婆
沙
論
』
巻

一
二
六

(
大
正
蔵

二
七
巻

℃
.
6
6
0
c
)

で
は
因
縁

(n
id
a
n
a
)
に
配
さ
れ

る
。
小
論

で
は
触
れ
な
か

っ
た
が
、
諺
く

は
部
派

に
よ

っ
て
は
散

文
が
付
加
さ
れ

て
伝
承
さ
れ
た

こ
と
は
漢
訳
等
か
ら
知
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
が
分
教
中
の
因
縁
と

理
解
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
代

の
解
釈
と
は
言

え
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   used fortysix times in the whole of Sn, and here we can point 

   out thirtyeight examples in Av. This instance, to say the least, 

tsuggests that all suttas of Av regard the  subject as important. 
     And in these suttas, it is a well-worn device to emphasize a true 

0 way by criticizing other religious schools
, and these concrete examples 

-km are too many to enumerate. 

     This standpoint shows directly that the establishment of Av was 

    organized at a very early time, co-existing with many religious schools, 

   while it compared the Buddhist way with other ones and extoled the 

   former. This does not contradict the hypothesis put forward above. 

   If anything, it may be deduced that Av which establishs the superio-

   rity of Buddhism by the above way is adapted in order to enlighten 

    peoples. 

0



are also found in the  Divyavaddna and the  Malasarvastivadavinaya . 

In these versions, it is described that marchants recite Av and other 

literatures for a safe voyage. On the other hand, in the Vinaya of 

 Mahasanghikas, it is  handed down that the pupil, who doesn't confer 

upasampada, is taught Av by his teacher. In the same book, another 

episode is also stated as follows. That is to say, if a thieve invades fif 
                                                                                                                           cr 

at the Uposatha-time, Bhikkhus should stop reciting the  Patimokkha,e5u 

and recite Av instead of it for the sake of him. 

  The whole statements above are explained in situations concerned T. 

with a beginner priest or non-priest. It appears that Av and 

others never been recited among senior priests, moreover it must be 

noticed to connect with preachers like  Maha-Kaccana. We can guess 

that, Av is one of books that Buddhists learn at first in that time , 

and preachers use it as means of propagation. However we must 

adduce evidences to show that this hypothesis also fits with regard 

to its contents. 

 Chp. II 

 In this Chp., the paper investigates the doctrine teached in Av. 

It has been probably guessed that, Av which includes sixteen suttas 

in an existing collection was complete already at a very early time. 

If that is the case, it is not always easy to discover a relevance 

among the contents of sixteen suttas. It must be, however, realized 

that each suttas of Av throw the main emphasis upon a criticism 

to offer against other thoughts such as brahmanic religions and 

heretics. For the sake of illustration, let us quote the following 

instance. 

 Ditthi, the  Pali technical term which means religious opinion, is



     A Tradition of the  Atthaka-vagga in 

      the Age of Primitive Buddhism 

                             Kiyotaka Minami 

                    SUMMARY 

     The Atthaka-vagga (= Av) makes an entry as being one of the 

   five chapters of Sutta-nipata  (=--  Sn) in our present sets of  Pali Sutta-

   pitaka. Whereas Av appears to have been independent collection 
   long before the existence of a separate work called Sn. This paper 

   aims at giving the explanation of some problems relating to Av as 

    independent one. 

 Chp.  I 

     Av is mentioned in many Buddhist works. Japanese and foreign 
   scholars already have pointed out many passages in them. The most 

   well-known one especially among them is the episode of  SoKia  Koti-

   karg.ia, which is described in various texts in the later times. In  Pali 

   Vin of the earlist model, Bhikkhu  Sona enlighted by  Maha-Kaccana 

   called on Buddha who dwelled in Jetavana and he recited Av before 

   the presence of Buddha. This incident is also quoted in  Pali Nikayas O 

 b and their commentaries, moreover is handed down to almost all 

    Vinayas of other sects. 

     The  Santyutta-Niktiya and its chinese versions have a episode that 

 Haliddikani, who was not a monk, asked  Maha-Kaccana about mean-

   ing of the verse of Av. And the other examples of  recitation of Av


