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イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
「
経
」
と
は

ナ
リ
ニ
・
バ
ル
ビ
ー
ル

語
源
的
考
察

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
古
典
的
用
法
に
お
い
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

の
ス
ー
ト
ラsūtra

と
い
う
言
葉
は
、
諸
学
問
の
基
礎
と
な
る
綱

要
書
に
碑
文
体
の
よ
う
な
簡
潔
な
文
体
で
書
か
れ
た
格
言
を
意

味
し
て
い
た
。
例
え
ば
文
法
の
分
野
や
ヨ
ー
ガ
（Yogasūtra
）、

性
愛
（K

ām
asūtra

）
の
分
野
で
あ
る
。
語
源
的
に
、
ス
ー
ト
ラ
と

い
う
言
葉
は
﹁
糸
﹂
を
意
味
し
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
文
脈
に
お
い

て
は
、
例
え
ば
﹁
頌
歌
が
、
糸
の
上
の
真
珠
の
よ
う
に
、
あ
る

い
は
真
珠
に
通
さ
れ
た
糸
の
よ
う
に
︹
数
珠
つ
な
ぎ
に
な
っ
て
い

るあ︺﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
織
物
の
世
界
か
ら
借
り
て
き
た
も
の
が
、
現
代
の
﹁
テ
キ

ス
ト
﹂
と
い
う
言
葉
の
土
台
と
な
っ
て
い
るい
。

　

イ
ン
ド
仏
教
の
言
語
と
し
て
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
で
は
パ
ー

リ
語
が
、
そ
の
他
の
宗
派
で
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
・
ガ
ン
ダ
ー

ラ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
使
わ
れ
て
お
りう
、
単
語
も
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
一
般
に
は
、

パ
ー
リ
語
の
ス
ッ
タsutta

が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ス
ー
ト
ラ

sūtra
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
提
唱
さ
れ
て
き

た
の
は
、
ス
ッ
タ
に
よ
り
近
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
、
ス
ー
ク
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タsūkta

﹁
巧
み
に
語
ら
れ
た
こ
と
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
賢
者
た
ち
の
言
葉
に
つ
い
て

用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
は
、
異
論
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、

パ
ー
リ
語
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
新
し
い
解
釈
を
与
え
る

際
に
、
し
ば
し
ば
ヴ
ェ
ー
ダ
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
の
用
法
と
伝
承

　

パ
ー
リ
語
の
最
も
古
い
原
典
に
お
い
て
、
仏
典
を
構
成
す
る

四
つ
の
要
素
（aṅga

）
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
ス
ッ

タ
﹂
は
﹁
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
・
ス
ッ
タ
（Pātim

okkhasutta

）﹂（
僧

団
内
規
則
、
具
足
式
）
を
意
味
す
るえ
。
す
な
わ
ち
、
教
団
の
規
定

で
あ
り
、
定
期
的
に
唱
え
ら
れ
る
僧
団
内
規
則
集
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
規
則
集
の
簡
潔
な
文
体
は
、
先
述
し
た
ス
ー
ト
ラ
と

い
う
言
葉
が
本
来
も
つ
意
味
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。︹
四
要
素
の
︺

他
の
用
語
に
は
、﹁
ゲ
ー
ヤ
（geyya

）﹂（
韻
文
）、﹁
ヴ
ィ
ヤ
ー
カ

ラ
ナ
（veyyākaraṇa

）﹂（
説
法
）、﹁
ア
ド
ブ
タ
ダ
ル
マ

（abbhutadham
m

a

）﹂（
ブ
ッ
ダ
の
伝
説
）
が
あ
るお
。
こ
の
段
階
で
、

ブ
ッ
ダ
の
談
話
や
説
法
と
い
う
概
念
は
、﹁
法
を
説
き
明
か
す
﹂

と
い
う
意
味
の
﹁
ヴ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ
（veyyākaraṇa

）﹂（
説
法
、

解
説
）
あ
る
い
は
﹁
ダ
ン
マ
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
（dham

m
apariyāya

）﹂（
法

門
）
な
ど
の
語
に
内
包
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

誰
か
が
ブ
ッ
ダ
に
語
り
か
け
る
と
い
う
物
語
的
な
文
脈
で
の

﹁
ブ
ッ
ダ
の
発
言
と
さ
れ
る
言
葉
﹂
を
示
す
語
と
し
て
﹁
ス
ッ
タ

sutta

﹂
や
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
も
つ
﹁
ス
ッ
タ
ン
タ

No Image

ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
『
ダ
ル
マ
パ
ダ
』
写
本
（
１-

２
世
紀
の
書
写
）。
カ
ロ
ー

シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
。
45
×
24
㎝
。
漢
訳
の
『
法
句
経
』
に
当
た
る

（
注
3
を
参
照
）
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suttanta

﹂
な
ど
の
語
を
、
当
時
の
一
般
的
な
用
法
に
従
い
つ
つ

普
及
さ
せ
る
の
に
貢
献
し
た
の
が
、
五
世
紀
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ

（
佛
音
）
を
は
じ
め
と
す
る
注
釈
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

師
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
弟
子
と
の
、
ま
た
は
説
得
し
よ
う
と
す
る
相

手
と
の
対
話
の
場
面
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
伝
承
に
あ
る
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
対
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教

経
典
ス
ッ
タ
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
知
的
環
境
の
中
に
し
っ
か
り

と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

伝
統
的
に
ス
ッ
タ
は
本
来
、
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
。
よ
り
厳

密
に
い
え
ば
、
ス
ッ
タ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
（buddhavacana

）

に
直
接
由
来
す
る
教
え
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
忠

実
な
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
（
阿
難
）
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ

の
教
え
は
、
ブ
ッ
ダ
入
滅
直
後
に
行
わ
れ
た
第
一
回
経
典
結
集

の
折
に
集
め
ら
れ
た
。
紀
元
一
世
紀
に
ス
リ
ラ
ン
カ
で
書
か
れ

た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
第
一
回
経
典
結
集
の
名
残
と
し
て
﹁
如
是

我
聞
﹂（
パ
ー
リ
語
のevaṃ

 m
e sutaṃ

／
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のevaṃ

 

m
ayā śrutaṃ

）
と
い
う
冒
頭
の
決
ま
り
文
句
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ

で
の
﹁
我
﹂
と
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ス
ッ
タ
と
は
ま
ず
何
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独

立
し
た
説
法
、
物
語
、
問
答
で
あ
り
、
大
部
分
は
散
文
に
記
さ

れ
た
。
ス
ッ
タ
は
独
特
な
文
体
で
知
ら
れ
、
統
一
さ
れ
た
決
ま

り
文
句
を
絶
え
ず
用
い
る
こ
と
で
際
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
物

語
の
導
入
部
な
ど
の
よ
う
に
、
語
り
の
一
連
の
場
面
（
シ
ー
ク
ェ

ン
ス
）
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
同
じ
言
葉
で
叙
述
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
、︹
経
典
の
︺
編
集
者
は
登
場
人
物
の
知
識
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ

て
、
話
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
使
い
分
け
て
い
るか
。
文
体
上
の
工

夫
に
よ
っ
て
、
決
ま
り
文
句
は
増
加
し
、
繰
り
返
し
が
大
規
模

に
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
工
夫
に
よ
っ
て
、
ス
ッ
タ
の
目
録
を

覚
え
る
の
と
同
じ
く
ら
い
容
易
に
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

広
が
る
多
様
性

　

し
か
し
な
が
ら
、
各
ス
ー
ト
ラ
／
ス
ッ
タ
は
、
個
性
を
も
ち
、

そ
の
長
さ
も
極
め
て
変
化
に
富
ん
で
い
た
。
各
ス
ー
ト
ラ
は
、

そ
の
名
前
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
伝
え
て

き
た
仏
教
の
様
々
な
宗
派
や
言
語
に
よ
っ
て
多
様
な
バ
ー
ジ
ョ

ン
が
あ
る
。﹃
梵
網
経
（Brahm

ajālasūtra / Brahm
ajālasutta

）﹄
は
、

異
端
者
の
落
と
し
穴
に
入
ら
ぬ
よ
う
、
法
の
基
本
を
示
し
て
異
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議
を
申
し
立
て
て
い
るき
。
有
名
な
﹃
大
般
涅
槃
経

（M
ahāparinirvāṇasūtra / M

ahāparinibbanasutta

）﹄
は
、
シ
ナ
リ
オ

化
さ
れ
た
壮
大
な
物
語
の
中
で
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
の
終
末
期
と

そ
の
死
、
仏
舎
利
の
分
散
を
描
写
し
て
い
る
。﹃
善
生
経
（
シ
ン

ガ
ー
ラ
経
）﹄
は
、
信
者
の
礼
拝
作
法
に
つ
い
て
の
教
え
を
含
ん

で
い
るく
。﹃
大
念
処
経
（M

ahāsatipaṭṭhānasutta

）﹄
は
瞑
想
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

─
等
々
。

　

ま
た
、
ス
ー
ト
ラ
と
い
う
表
現
形
式
は
、
律
（Vinaya 

僧
団
内

規
則
集
）
な
ど
、
思
い
が
け
な
い
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
使
用
さ
れ

て
い
る
。︹
パ
ー
リ
律
の
︺
経
分
別
（Suttavibhaṅga
）
の
重
要
部
分

で
、
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
と
い
う
僧
団
規
則
が
で
き
た
背
景
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
あ
る
規
則
を
制
定
す

る
前
に
、
多
く
の
場
合
六
名
と
さ
れ
る
悪
僧
達
が
過
ち
を
犯
し

た
こ
と
を
、
僧
団
の
評
判
を
心
配
す
る
高
潔
な
僧
侶
や
信
者
た

ち
か
ら
知
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
逸
話
の
い
く
つ
か
が
、
パ
ー
リ
聖
典
の
他
の
部
分

で
も
み
ら
れ
る
。
な
ん
で
あ
れ
、
経
分
別
は
、
ブ
ッ
ダ
の
典
型

的
な
も
の
ご
と
の
進
め
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
抽
象
的
な
啓
示

と
は
逆
に
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
、
教
え
を
説
い
た
場
所
と
時
に

根
づ
き
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
や
、
彼
ら
を
取
り
巻
く

状
況
を
考
慮
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
も
厳
密
な
意
味
で
は
散
文
形
式
が
ス
ー
ト
ラ
の
特
徴
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
定
ま
っ
た
掟
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
パ
ー
リ
三
蔵
の
う
ち
︹
律
蔵
に
続
く
︺
二
番
目
の
経
蔵

（Suttapiṭaka

）
は
、
ア
ー
ガ
マ
（āgam

a 

阿
含
）
あ
る
い
は
ニ
カ
ー

ヤ
（nikāya 

部
）
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
パ
ー
リ
語
の
伝
承
に
お
い
て
の
み
完
全
な
形
で
入

手
で
き
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
そ
の
他
の
言
語
に
お
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
ス
ッ
タ
だ
け
が
、
多
く
の
場
合
、
個
別
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
経
蔵
の
初
め
の
四
つ
の

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
﹁
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（D

īghanikāya 

長

部
）﹂﹁
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（M

ajjhim
anikāya 

中
部
）﹂﹁
サ
ン

ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（Saṃ

yuttanikāya 

相
応
部
）﹂﹁
ア
ン
グ
ッ
タ

ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（Aṅguttaranikāya 

増
支
部
）﹂
に
含
ま
れ
る
テ
キ

ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
︹
他
の
言
語
に
よ
る
︺

経
典
の
構
成
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
著
し
く
異
質
で
あ

る
五
番
目
の
﹁
ク
ッ
ダ
カ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（K

huddakanikāya

小
部
）﹂

に
お
い
て
は
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ
たこ
。

　
（
９
）
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︹
仏
典
を
分
類
し
た
十
二
部
経
の
う
ち
︺﹁
ウ
ダ
ー
ナ
（U

dāna

優
陀

那
）﹂（
自
説
・
無
問
自
説
）
や
﹁
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
（Itivuttaka 

伊

帝
目
多
伽
）﹂（
本
事
・
如
是
語
）、
そ
し
て
経
蔵
の
い
く
つ
か
の
部

分
だ
け
が
、
語
の
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
ス
ッ
タ
ン
タ
（suttanta 

経
）
を
含
ん
で
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
ガ
ー
タ
ー
（gāthā 

伽
陀
）﹂（
偈
・
諷
頌
）
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
たさ
。
他
の

箇
所
、
例
え
ば
、
賢
者
の
孤
独
を
理
想
と
し
て
称
賛
す
る
﹃
犀

角
経
（K

haḍgaviṣānasūtra / K
haggavisāṇasutta

）﹄
に
お
い
て
は
明

ら
か
に
韻
文
体
が
主
流
で
あ
り
、
ま
た
有
名
な
﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ

（D
ham

m
apada 

法
句
経
）﹄
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
経
蔵
に
属
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
節
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
各
グ
ル
ー

プ
に
含
ま
れ
る
ス
ー
ト
ラ
の
数
や
タ
イ
プ
は
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
個
別
的
な
ス
ー
ト
ラ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
は
、
場
合
に
よ
り
、
他
と
似
て
い
た
り
、
全
く
似
て
い
な

か
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
り
、
共
通
の
起
源
の

存
在
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
共
通
の
起
源
か
ら
長

期
間
に
わ
た
っ
て
、
は
っ
き
り
異
な
る
伝
播
を
経
て
現
在
の
形

に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
編

者
に
よ
る
独
自
の
テ
キ
ス
ト
選
択
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で 

き
る
。

　

ス
ー
ト
ラ
が
、
属
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
独
立
し
て
、
特

殊
な
宗
教
的
目
的
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
一
定

の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
た
り
し
て
、
個
別
に
伝
播
す

る
可
能
性
も
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
乗
仏
教
の
﹃
三
昧
経

（Sam
ādhi-sūtra

）﹄
類
は
全
て
、
瞑
想
に
よ
っ
て
意
識
の
深
層
に

達
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
るす
。
ス
ー
ト
ラ
は
、
た
い
て

い
の
場
合
、
こ
の
形
で
仏
教
徒
の
生
活
に
お
い
て
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
五
世
紀
の
佛
音
か
ら
現
代
の
Ｓ
・
Ｎ
・
ゴ
エ
ン
カ

師せ
や
他
の
師
た
ち
に
至
る
ま
で
、
注
釈
者
は
、
ス
ー
ト
ラ
の
豊

か
さ
を
、
次
の
世
代
の
信
者
や
読
者
た
ち
に
向
け
て
説
明
し
て

い
る
。﹁
ス
ー
ト
ラ
﹂
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
潜
在

し
て
い
る
意
味
や
解
釈
の
多
様
性
な
の
で
あ
る
。

聖
な
る
テ
キ
ス
ト
＝
経

　

と
も
か
く
、
ス
ー
ト
ラ
と
い
う
言
葉
は
、
正
式
な
決
ま
り
が

ど
う
あ
れ
、
そ
れ
が
＂
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
や
法
か
ら
授
け
ら
れ
た

神
聖
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
＂
と
信
徒
た
ち
に
思
わ
れ
さ
え

す
れ
ば
、
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
（
12
）
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と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
タ
イ
諸
語
の
﹃
ジ
ャ
ン
プ
ー
パ
テ
ィ

王
経
（Jam

būpatisūtra

）﹄
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
﹁
正
典
に
属

す
る
も
の
﹂
で
は
な
い
が
、
古
典
的
な
ス
ッ
タ
の
叙
述
法
で
、

ブ
ッ
ダ
が
傲
慢
な
王
を
改
宗
さ
せ
た
こ
と
を
詳
し
く
物
語
っ
て

い
るそ
。
一
方
、
そ
の
大
乗
経
典
版
は
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
、
な

か
ん
ず
く
韻
文
化
さ
れ
た
も
の
を
集
め
て
い
る
だ
け
な
の
で 

あ
る
。

︹　

︺
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

注（
１
） 

フ
ラ
ン
ス
語
は« les hym

nes sont enfilés com
m

e la perle sur 
le fil, ou com

m
e le fil à travers la perle »

。

 

（
原
注
）L. R

enou

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
たŚatapatha 

B
rāhm

aṇa 12.3,4,2, Sur le genre du sūtra dans la littérature 
sanskrite, Journal Asiatique 1963, p. 200 (

後
に L. R

enou, 
C

hoix d’études indiennes, Paris, EFEO
, 1997, p. 604).　

（
２
） ﹁
テ
キ
ス
ト
﹂（
フ
ラ
ン
ス
語: texte 

英
語: text 

ド
イ
ツ
語: 

Text

）
の
語
源
は
、﹁
織
る
﹂
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
﹁texere

﹂。

一
世
紀
の
ロ
ー
マ
の
修
辞
学
者
マ
ル
ク
ス
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
ク

イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
言
葉
﹁
あ
な
た
が
言
葉
を
選
ん
だ
あ
と
、

そ
れ
ら
は
美
し
く
精
妙
な
布
（textum

）
の
よ
う
に
織
り
合
わ

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

（
３
） 

プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
は
、
文
語
・
雅
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

に
対
し
て
、
よ
り
口
語
・
俗
語
的
な
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
諸
語

の
総
称
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
は
、
紀
元
前
三

世
紀
か
ら
紀
元
四
世
紀
頃
ま
で
、
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
初

期
の
漢
訳
仏
典
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
に
近
い
音
韻
的
特
徴
を
も
っ

て
い
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
末
、ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
﹃
ダ

ル
マ
パ
ダ
﹄
が
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
家
ジ
ュ
ー
ル
＝
レ
オ
ン
・
デ

ュ
ト
ル
イ
ユ
・
ド
・
ラ
ン
に
よ
り
ホ
ー
タ
ン
近
辺
で
発
見
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
に

よ
る
多
く
の
仏
典
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） ﹁
パ
ー
リ
律
﹂
に
お
い
て
戒
律
の
解
説
を
﹁
経
分
別
（Sutta-

vibhaṅga

）﹂
と
呼
ぶ
。
こ
こ
か
ら
、か
つ
て
は
﹁
律
﹂
も
﹁
経
﹂

（sutta

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

（
原
注
）
参
照O

. von H
inüber, D

ie neun A
ṅgas. Ein früher 

Versuch zur Einteilung buddhistischer Texte, W
ZK

S 38, 
1994, 121-135, 

後
に O

. von H
inüber, K

leine Schriften, éd. 
H

. Falk &
 W

. Slaje, H
arrassow

itz Verlag, W
iesbaden, 2009, 

pp. 159-173.
（
５
） 
後
世
に
﹁
九
部
経
﹂﹁
十
二
部
経
﹂
と
し
て
整
理
さ
れ
た
。
こ

れ
は
一
切
経
を
叙
述
形
式
・
内
容
か
ら
分
類
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、﹁
ゲ
ー
ヤ
（
祇
夜
）﹂（
応
頌
・
重
頌
）
は
散

文
の
﹁
ス
ー
ト
ラ
（
修
多
羅
）﹂（
経
）
に
応
じ
て
重
ね
て
そ
の

義
を
述
べ
た
韻
文
。﹁
ヴ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ
（
和
伽
羅
那
）﹂（
授
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記
・
記
別
）
は
、
弟
子
に
対
し
て
、
未
来
に
成
仏
す
る
で
あ
ろ

う
と
予
言
す
る
こ
と
。﹁
ア
ド
ブ
タ
ダ
ル
マ
（
阿
浮
陀
達
磨
）﹂

（
未
曾
有
法
）
は
、
仏
の
神
通
力
を
説
く
経
文
。

（
６
） （
原
注
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。M

. 
A

llon, Style and Function: A study of the dom
inant stylistic 

features of the prose portions of Pāli canonical texts Sutta 
and Their m

nem
onic function . Tokyo, The International 

Institute for B
uddhist Studies of the International C

ollege for 
A

dvanced B
uddhist Studies, 1997 .　

（
７
） ﹁
梵
網
﹂
と
は
﹁
梵
天
の
網
﹂
の
意
味
で
あ
り
、
聖
な
る
智
慧

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
網
羅
す
る
と
さ
れ
る
。
パ
ー
リ

語
聖
典
の
﹃
梵
網
経
﹄
に
は
、
仏
教
が
外
道
と
み
な
し
た
当
時

の
思
想
が
﹁
六
十
二
見
﹂
と
し
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
漢
訳
さ

れ
た
﹃
梵
網
経
盧
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
戒
品
第
十
﹄（
梵
網
経
）

と
は
内
容
が
異
な
る
。

（
８
） 

マ
ガ
ダ
国
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
ハ
（
王
舎
城
）
の
長
者
の
息
子
シ
ン

ガ
ー
ラ
（
シ
ガ
ロ
ー
ヴ
ァ
ダ
／
善
生
）
に
対
し
て
、
釈
迦
が
正

し
い
礼
拝
の
方
法
な
ど
を
教
え
る
。
類
似
の
内
容
を
も
つ
経
典

が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
の
通
称
で
あ
る
。

（
９
） 

経
分
別
は
、﹁
パ
ー
リ
律
﹂
に
お
い
て
出
家
者
が
守
る
べ
き
規

則
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
。
注
4
を
参
照
。

（
10
） 

三
蔵
は
仏
典
を
律
蔵
、
経
蔵
、
論
蔵
の
三
つ
に
分
類
し
た
も
の

で
あ
り
、
パ
ー
リ
仏
典
の
経
蔵
は
五
つ
の
部
（nikāya

）
に
分

か
れ
る
。
そ
の
初
め
の
四
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
訳
﹃
阿
含
経
﹄

の
﹁
長
阿
含
経
﹂﹁
中
阿
含
経
﹂﹁
雑
阿
含
経
﹂﹁
増
一
阿
含
経
﹂

に
対
応
す
る
。
し
か
し
、
最
後
の
﹁
ク
ッ
ダ
カ
・
ニ
カ
ー
ヤ
﹂

は
漢
訳
で
は
相
当
す
る
経
文
が
散
在
し
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
で

は
本
縁
部
（
第
三
・
四
巻
）
に
概
ね
集
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） ﹁
ウ
ダ
ー
ナ
﹂（
無
問
自
説
）
は
、
聴
衆
の
問
い
を
待
た
ず
仏
が

自
ら
説
い
た
経
文
。﹁
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
﹂（
本
事
）
は
仏
弟
子

た
ち
の
過
去
世
の
因
縁
を
説
く
経
文
。﹁
ガ
ー
タ
ー
﹂（
偈
）
は
、

長
行
に
よ
ら
ず
偈
頌
で
説
い
た
も
の
。

（
12
） 

ク
ッ
ダ
カ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
小
部
）
の
一
部
で
あ
る
﹁
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
﹂
の
第
一
章
第
三
節
。
四
十
一
句
か
ら
成
り
、
そ
の
末

尾
が
全
て
﹁
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ
独
り
歩
め
﹂（
中
村
元
訳
）

と
結
ば
れ
る
。

（
13
） ﹃
般
舟
三
昧
経
﹄﹃
首
楞
厳
三
昧
経
﹄﹃
観
仏
三
昧
海
経
﹄
な
ど

が
あ
る
。

（
14
） 

サ
テ
ィ
ア
・
ナ
ラ
ヤ
ン
・
ゴ
エ
ン
カ
（Satya N

arayan G
oenka 

一
九
二
四-

二
〇
一
三
）
は
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
在
家

指
導
者
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
出
身
。

（
15
） Jam

būpati

のJam
bū

は
閻
浮
（
提
）、pati

は
主
人
で
あ
り
、
閻

浮
提
の
王
の
意
味
。
傲
慢
で
暴
虐
な
王
を
、
ブ
ッ
ダ
自
ら
﹁
王

の
中
の
王
﹂
と
し
て
調
伏
し
て
改
心
さ
せ
、
仏
弟
子
と
す
る
。

同
様
の
内
容
の
物
語
は
、
ビ
ル
マ
、
ラ
オ
ス
な
ど
に
も
伝
承
さ

れ
て
い
る
。
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N
alini B

albir

／
パ
リ
第
３
大
学
（
新
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
）
教
授
（
イ

ン
ド
学
）。
フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
実
践
学
院
（École 

pratique des hautes études

）
教
授
（
古
代
イ
ン
ド
文
献
学
）。

専
門
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
パ
ー
リ
語
聖
典
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
習
法
に
関
す
る
執
筆
や
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー

語
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
語
の
詩
や
短
編
小
説
の
翻
訳
も
手
が
け

る
。
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
世
界
の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
﹁
Ｕ
Ｍ
Ｒ 

７
５

２
８
﹂
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
多
数
の
書
籍
・
論
文
を
発
表
し

て
い
る
。


