
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

初
期
ア
ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

美
徳
伝
の

編
纂
期
に

お

け
る

言
い

伝
え

の

選
別
基

準
に
つ

い

て

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

柳

橋

博

之

〈
論
文
要
旨
〉

　
ス

ン

ナ

派
正

統
四
法

学
派
の
一

つ

ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

学
祖
ア
プ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

は、

そ

の

方
法
論
上

の

問
題、

と

く
に

ハ

デ

ィ

ー
ス

　
（
預
言
者
伝

承）

を

軽
視
し

た

と

み

な
さ

れ
た

こ

と

か

ら、

伝
承
家
に

よ

る

攻
撃
に

さ

ら

さ

れ
た

。

ハ

ナ

フ

ィ

ー
派
は、

こ

の

攻

撃
に

対
抗
し、

ま
た

　
啓
示
に

基
づ

く
イ
ス

ラ

ー

ム

法
の

学
派
と

し
て

の

正

統
性
を
主

張
す
る

目
的
か

ら
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

美
徳
や

偉

業
を
伝
え
る

「

美
徳
伝
」

を

　
九

世
紀
末
な
い

し

十
世
紀
初
頭
か

ら
編
纂
し

始
め
た
。

本

稿
で

は、

代
表
的
な
美

徳
伝
の
一

つ

で

あ
る
マ

ッ

キ

ー

『

美
徳

伝
』

の

内
容
を
ご

く
大
ま
か

　
に

紹
介
す
る
と

と

も

に、

初
期
の

美
徳

伝
の

編
纂
過
程
を、

も
っ

ぱ
ら

伝
達
履
歴
の

分
析
を

通
じ

て

推

測
し
た

。

そ

の

結
果、

美
徳
伝
の

編
纂
が

始
ま

　
っ

た

第
四
と

と

く
に

五
世

代
の

伝
達
者
に

至
っ

て
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
の

原
則
に

従
っ

て
、

意

識
的
に

伝

達
者
の

資
質
（
信
頼
度
）

を
基
準
と

し

て

言
い

　
伝
え

の

取
捨
選
択
を

行
い

始
め

た

と

い

う

結
論
を
得
た

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
V
　
イ

ス

ラ

ー

ム
、

ハ

ナ
フ

ィ

ー

派、

ア

プ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ
、

美
徳

伝、

伝
達
履
歴
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本
稿
の

目
的

　

い

か

な

る

文

化
圏
に

お

い

て

も
、

歴
史
的
に

重

要
な

人
物
が

、

そ

の

死
後
あ
る

い

は

時
と

し

て

生

前
か

ら
、

理

想
化
さ

れ

た

り

神
格

化
さ

れ
た

り

す

る

現
象
が

見
ら

れ

る

で

あ
ろ

う
。

イ
ス

ラ

ー

ム

圏
に

お

い

て

も

同

様
で

あ
る

。

イ
ス

ラ

ー
ム

圏
に

お

い

て

は
、

政
治

的

あ
る

い

は

社
会

的
な

動
機
も

あ
り

、

「

マ

ナ

ー

キ

ブ
（
ヨ
蝉

蜀
ρ圃
σ）
」

と

呼
ば

れ

る
、

歴

史
⊥

の

特
定
の

人
物
の

美

徳
や

偉

業
を

収
集

・

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
（
1）

編

纂
し

た

著

作
が

多
数
現
れ

た
。

そ

の

よ

う

な

人

物
に

は
、

教
友
（

預
言
者
ム

ハ

ン

マ

ド

と
一

度
で

も

会
っ

た

こ

と

の

あ
る

ム

ス

リ
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ム
）

や

ス

ー
フ

ィ

ー

な

ど

と

並
ん

で
、

法

学
派
の

学
祖
も

含
ま

れ
る

。

以
下
で

は

「

マ

ナ

ー

キ

ブ
」

を

美
徳
伝
と

訳
す
こ

と

に

す

る
。

　

本

稿
の

目

的
は
二

つ

あ
る

。

一

つ

は
、

ス

ン

ナ

派
正

統
四

法

学
派
の
→

つ

で

あ
る
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

学
祖
ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

（

六

九
九
頃
…

七
六
七

年）

の

代

表
的
な

美

徳
伝
の

概
要
を

紹
介
す
る

こ

と

で

あ
る

。

も
う
一

つ

は
、

そ

の

中
に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え

の

成
立

と

伝
達
の

過

程
を

再
構
成
す

る

た

め

の

予
備
的

考
察
を

行
う
こ

と

で

あ

る
。

具
体

的
に

は
、

美
徳
伝
に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え

は
、

ど

の

よ

う

に

し

て

収
録
さ

れ
る

に

至
っ

た

の

か
、

あ
る
い

は

逆
に

い

え

ぼ
、

美
徳
伝
に

収
録
さ

れ

な
か

っ

た

言
い

伝
え
と

の

間
で

ど

の

よ

う

な

基

準
に

従
っ

て

取
捨
選

択
が

行
わ

れ

た

の

か

に

つ

い

て

考
察
を
加
え

る

と

と

も
に

、

と

く

に

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

人

格
に

関
わ

る

言
い

伝
え
の

成
立

時
期
を
推

定
す

る
つ

も

り
で

あ
る

。

私
は

別

稿
に

お

い

て
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

勤
行
に

関
す

る

言
い

伝
え

群
よ

り

も

後
に

な
っ

て

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

敬

虔
を

証
す
る

言
い

伝
え

群
が

創
作
さ

れ

た
と

い

う
結
論
を

導
き

出
し

た

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

曾）

が
、

そ
の

具
体
的
な

時
期
を

推
定
す

る

に

は

至
ら

な

か
っ

た
。

本
稿
で

は
、

こ

の

点
に

も

う
一

歩
踏
み

込
ん

で

み

た
い

。

た

だ

し
、

本

論
に

入
る

前
に

二

点
に

注
意
し

て

お
こ

う
。

　

第
一

点
は

、

「

言
い

伝
え
」

と
い

う

言
葉
の

意
味
で

あ

る
。

本
稿
で

「

言
い

伝
え
」

と

い

う

言
葉
は

、

も
っ

ぱ

ら

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

関
す
る

情
報
お

よ

び
そ

の

よ

う
な

情
報
が

後
世
に

伝
え
ら

れ

た

伝
達

経
路
の

記
録
（

伝
達
履

歴
）

を

指
す

も
の

と

す
る

。

こ

れ

は
、

以

下
に

お

い

て
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

（

預
言

者
ム

ハ

ン

マ

ド
に

関
す

る

情
報）

を

収
集
し

ま

た

後

世
に

伝
え

て

い

く
人

々

を

「

伝

承

家
」

と

呼
ぶ

こ

と
か

ら
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
す
る

情
報
や

そ

の

伝
達

履
歴
を

伝
承
と

呼
ぶ

こ

と

に

よ

る

混
乱
を

防
ぐ

た
め

で

あ
る

。

　

第
二

点
は

、

そ
も
そ

も

な

ぜ

法

学
派
の

学

祖
が

美
徳
伝
の

主
人
公
に

な
っ

た

の

か
、

そ

の

原
因
に

関
わ

る
。

法
学
派
の

学
祖
が
理
想

化
さ

れ

る

と

い

う

現
象
は

他
の

文

化
圏
に

は

見
ら
れ
な

い

か

も

し

れ

な
い

。

本
稿
で

は

イ
ス

ラ

ー
ム

圏
に

お

い

て

こ

の

よ

う

な
現
象
が
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初期 ア ブ ー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝の 編纂期 に お け る言 い 伝 え の 選別基 準 に つ い て

起
こ

っ

た

原
因
を

詳
し

く

説
明
す

る

余

裕
は

な
い

が
、

直

接
的
な

原
因
と

よ

り

大
き

な

原

因
に

簡
単
に

触
れ

て

お

こ

う
。

　

直

接
的
な

原
因
と

は
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

死

後
し

ば
ら

く

し

て

始
ま
っ

た

伝
承

家
に

よ

る

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

批
判
で

あ

る
。

そ

の

批
判
点
は

、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

法

学
的

推
論
に

お

け

る

方
法

論
や

神
学
的
立

場
や

信
仰
や

人

格
な

ど
、

多
岐
に

わ

た

　
　

　
（
3）

っ

て

い

る
。

そ

の

批

判
に

対
抗
し

て

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

を

法
学
者
と

し

て

ま

た

信

徒
と

し
て

理
想

化
す

る
こ

と

が
美

徳
伝
編
纂
の

重

要
な

動
機
で

あ
っ

た
。

　
つ

ぎ
に

大
き

な

原
因
と

は
、

イ

ス

ラ

ー
ム

法
の

性
格
自

体
に

関
わ

る
。

イ
ス

ラ

ー
ム

法
が

ど
の

よ

う
に

発

生
し

発
展
し

た

の

か

は
、

正

確
に

は

分
か

ら

な
い

が
、

方
法

論
の

上

で

は
、

八

世

紀
の

中
葉
か

ら
、

ク
ル

ア

ー
ン

（
コ

ー

ラ

ン
）

と

並

ん

で

預

言
者
の

ス

ン

ナ

（
ハ

デ
ィ

ー

ス

の

う
ち

規

範
的
な

意
味
を

有
す

る

も

の
）

が

法

源
と

し

て

の

権

威
を

高
め

て

い

っ

た
。

こ

う
し

て
、

メ

デ
ィ

ナ

と

ク

ー

フ

ァ

と

い

う

当
時
の

法

学
の

二

大

中
心
地
で

学
ん

だ

シ

ャ

ー
フ

ィ

イ

ー
（

八

二

〇

年
没）

は
、

ク
ル

ア

ー
ン

を

第
一

法
源、

ス

ン

ナ

を

第

二

法
源
と

し

て
、

こ

れ
ら

に

絶
対

的
な

権
威
を
認

め

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

の

理

論
が

す
ぐ

に
一

般
に

受
け

入
れ
ら

れ
た

か

否
か

に

つ

い

て

は

疑
問
を

呈

す
る

研
究

者
も
い

る

が
、

最
終
的
に

は

そ

の

理
論
は
ス

ン

ナ
派
に

よ
っ

て

異
論
な

く
受
け

容
れ
ら

れ
る

よ

う

に

な
っ

た
。

こ

の

こ

と

は

同
時
に

、

法
学

派
な
い

し

そ

の

学
説
の

正

統
性
の

根
拠
が
、

預

言
者
ム

ハ

ン

マ

ド

の

教
義
を

正

し

く

継
承
し
て

い

る

こ

と

に

存
す

る

と
い

う
こ

と

を
意

味
す
る

。

こ

う

し

て
、

現
存
す
る

美
徳

伝
に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え

の

大
部
分
は

、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

が

学

問
・

信
仰
・

人

格
・

知

性
・

容
姿
な

ど
あ
ら

ゆ

る

点
で

理
想

的
な

人
問
で

あ
り

、

預

言
者
の

後
継
者
た

る

資
質
を

備
え
て

い

る
こ

と

を
証
す

る

内
容
と

な
っ

て

い

る
。

387 （675）
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二

　
『

美
徳
伝
』

の

構
成
と

内
容

　

こ

こ

で

は
、

ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

代
表
的
な

美

徳
伝
で

あ
り

、

本
稿
の

主
た

る

資
料
で

も

あ

る
ム

ワ

ッ

フ

ァ

ク
・

プ
ン

・

ア
ハ

マ

ド
・

ア
ル
鯉

マ

ッ

キ

ー
（
一

〇
九
一

／
二

ー

＝

七
二

／
三

年
。

以

下
で

は

「

マ

ッ

キ

ー
」

と

記
す）

の

編
纂
に

な
る

『

尊
師
ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

美

徳
伝
（
言
鋤

轟
9
げ

動
H−
H

日

習

；一−
鋤．
鎚
ヨ

》

甑

晋
鼠
巴
」

（
以
下
で

は

『

美
徳
伝
」

と

記
す
）

の

全
体
の

構
成
と

主

題
に

つ

い

て

説
明
し

て

お

こ

　
イソう

。

マ

ッ

キ

ー

の

経
歴
に

つ

い

て

は
、

ホ

ラ

ズ

ム

の

説

教
師
（

菖
呂
げ）

を

務
め

た
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

法

学
者
だ
っ

た

と
い

う
こ

と

以

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
らり

上

の

こ

と

は

分
か

ら
な
い

。

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
に

お

け

る

美

徳
伝

編
纂
の

歴
史
は

九

世
紀
末
な
い

し

十
世
紀
初
頭
に

遡
る

が
、

マ

ッ

キ

ー

は
、

そ

れ

ら

の

先

行
す
る

美
徳
伝
を

主
た

る

情

報
源
と

し
つ

つ
、

そ

れ

に

中
央
ア
ジ

ア

で

流

布
し

て

い

た

言
い

伝
え

を

付
け

加
え
て

同

書
を

編
纂
し

た

よ
う
で

あ．
る

。

た

だ
し
、

同
書
に

は
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

学
説
や

、

他
の

学
派
に

た

い

す
る
ハ

ナ
フ

ィ

i
派
の

優
越

性
を

説
い

た
同

派
の

法

学
者
に

よ

る

論
文
も

収
録
さ

れ

て

お

り
、

ま
っ

た

く
ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

関
す
る

言
い

伝
え
の

み
か

ら

成
り

立
っ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

。

し

か

し

言
い

伝
え
以

外
の

部
分
は

分
量

と

し

て

は

少
な

く
、

以
下
で

は

言
い

伝
え
に

の

み

着
目

す
る

こ

と

に

す

る
。

　
『

美
徳
伝
』

の

体
裁
は
、

明
ら
か
に

ハ

デ
ィ

ー
ス

集
を

模
し

て

い

る
。

最
初
期
の

美
徳
伝
が

編
纂
さ

れ

た

時
点
で

、

す
で

に
ハ

デ
ィ

ー

ス

の

真
偽

判
定
を

主

要
な
目

的
と

す
る
ハ

デ
ィ

ー
ス

学
の

基
礎
は

確
立

さ

れ
て

い

た
。

そ

れ
に

よ

れ

ば
、

あ

る

ハ

デ
ィ

ー

ス

が

真
正

（

陛

本
当
に

預

言
者
ム

ハ

ン

マ

ド

に

由
来
す

る
）

と

み

な

さ

れ

る

た

め

の

必
要

条
件
は

、

そ

れ
が

信

頼
で

き

る

伝
達

履
歴
（

雪
鋤

巳

を

備
え

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

伝
達

履
歴
と

は
、

最

初
に

A
が

預
言
者
の

言
行
を

目
撃
し

、

そ

れ

を
B
に

伝
え

、

さ

ら

に

B
が
C
に

、

C

が

D
に

、

D
が

E
に

そ

れ

を

伝
え
た

と
い

う
伝
達
の

履
歴
を

、

E
か

ら

始
め

て

遡
行
す

る

形
に

並
べ

た

も
の

で

あ
る

。

ハ

デ
ィ

ー
ス

集

〔676） 388

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles
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で

は
、

各
ハ

デ
ィ

ー
ス

の

冒
頭
に

伝
達

履
歴
が

置
か

れ
、

そ

れ

に

本
文
が

続
く

と
い

う
体
裁
を

採
っ

て

い

る
。

伝
達
履

歴
と

本
文
を

併

せ

て
ハ

デ
ィ

ー

ス

と

呼
ぶ

。

『

美
徳

伝
』

に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え

も

同
様
に

、

最
初
に

伝
達
履

歴
が

掲
げ
ら

れ、

そ

の

後
に

本
文
が

続
く

。

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

、

本
稿
で

は
、

伝

達
履
歴
と

本
文
を

併
せ

て

言
い

伝
え

と

呼
ぶ

こ

と
に

す

る
。

　

も
ち

ろ

ん
、

同
一

の

情
報
が

単
一

の

伝
達
履
歴
に

よ
っ

て

伝
え

ら

れ
る

と

は

限
ら

な
い

。

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

言
行
を

目
撃
し

た

者
が

複
数
い

る

場
合
も
あ
れ

ば
、

そ

の

伝
達
履

歴
が

途
中
で

枝
分
か

れ

し
て

い

る

場
合
も

あ
る

。

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
に

お

い

て

は
、

た

と

え
ば

異
な

る
三

つ

の

伝
達
履

歴
に

よ

り
預

言
者
に

関
す

る

あ
る

情
報
が

伝
え

ら
れ

て
い

れ

ば
三

つ

の

ハ

デ
ィ

ー

ス

が

存
在
す

る
と

さ

れ

る
。

も
ち

ろ

ん
、

現
代
の

研
究

者
は

そ
の

目
的
に

応
じ

て

こ

れ

を
］

つ

と

数
え
る
こ

と

も

三
つ

と

数
え
る

こ

と

も

で

き

る

が
、

後
に

見
る
よ
う
に

本

稿
は

伝
達
履
歴
に

着
目
す
る

の

で
、

こ

れ

を

三

つ

と

数
え

る
こ

と

に

す

る
。

　

こ

の

数
え

方
に

従
え

ば
、

『

美
徳
伝
』

に

は

九

八

五

個
の

言
い

伝
え

が

収
録
さ

れ

て

い

る

（

た

だ

し
、

後
に

述
べ

る

理

由
に

よ

り
、

第
二

十
三

章
は

除
い

て

い

る
）

。

各
章
の

内

容
お

よ

び
そ

こ

に

含
ま

れ

る

言
い

伝
え

の

数
（
括
弧
内
の

数
字）

は

つ

ぎ

の

と

お

り

で

あ
る

。

　

第
一

章
「

誕
生
と

血

統
」

（
七
）

。

説
明
を

要
し

ま

い
。

第
二

章
「

神
の

使
徒
と

教
友
と

後

継
世

代
に

よ

る

彼
へ

の

言
及
の

あ

る
ハ

デ

ィ

ー

ス

と
、

彼
の

容
姿
な

ど
」

（
三

こ

の

中
心
を

な

す
の

は
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

出
現
が

預
言
者
を

初
め

と

す
る

先
人
に

よ

り

予

言
さ

れ

て

い

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

第
三

章
「

彼
が

出
会
っ

た

教
友
と

、

彼
ら

か

ら

の

相
承

、

そ

し
て

彼
の
ハ

デ
ィ

ー
ス

と

学
問

の

師
」

2
七）

も
ま

た
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

学
統
の

正

統
性
を

裏
付
け

る

意
義
を
有
す
る

。

第
四

章
「

彼
の

法

学
事
始
と

そ

の

動

機
」

（

．

二
）

は
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

が

な

ぜ

法
学
を
志
す

よ

う
に

な
っ

た

か

に

つ

い

て

の

説
明
や

、

法

学
に

お

け

る

師
で

あ
る

ハ

ン

マ

ー

ド
・

プ
ン
・

ア
ビ

ー
・

ス

ラ

イ
マ

ー
ン

の

死
ま

で

そ

の

ハ

ル

カ

（

冨
5
餌

　
学
問
の

サ

ー

ク
ル
）

に

留
ま
っ

た

経
緯
を

収
録

す
る

。

第
五

章
「

彼
が

フ

ァ

ト
ワ

ー

を

発
行
し

た

り

教
授
を

行
っ

た

り
す

る

よ

う

に

な
っ

た

動
機
な
ど
」

（

九
）

は
、

ハ

ン

マ

ー

ド

没
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後
の

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

学
問
上
の

活
動
に

関
す

る

情
報
を

含
む

。

　

第
六

章
「

彼
の

法

学
が

よ
っ

て

立
つ

原
則
」

（
四

七）

は
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

法

学
上
の

方
法
論
を

中
心
的
な

主
題
と

す

る

言

い

伝
え

を

収
録
し

て
い

る
。

第
七

章
は

「

彼
は

イ
ス

テ
ィ

フ

サ

ー
ン

に

よ

り

即
答
し

た

が
、

同
時
代
の

他
の

学
者
は

答
え

る
こ

と

の

で

き

な

か
っ

た

問
題
と
、

彼
と

他
の

同
時
代
の

イ
マ

ー
ム

た

ち

の

論
争

、

そ

の

他
の

関
連
し

た

話
題
」

2
二

二
）

と
い

う
表
題
が

与
え

ら

れ
て

い

る
。

イ

ス

テ
ィ

フ

サ

ー

ン

と

は
、

論
理

的
な

推
論
に

よ
っ

て

得
ら

れ
た

解
決
が

現
実
に

は

不
適
切
だ

と

み

な

さ

れ
る

場
合
に

、

よ

り

妥
当
な

解
決
を
採
る
こ

と

を
指
す

。

　

第
八

章
か

ら

第
十
七

章
は

、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

高
潔
な

人
格
を

示
す

逸
話
や

証
言
を

収
録
し

て

い

る
。

つ

ね
に

内
容
を

過

不

足
な

く

表
現
し
て

い

る

と

は

限
ら

な
い

が
、

章

題
は

以

下
の

と

お

り

で

あ

る
。

第
八

章
「

機
知
と

知

性
と

慧

眼
」

（一
．

四）
、

第

九

章

「

約
束
を
守
る
こ

と

と
、

そ
の

敬
虔
さ

と

敬

神
」

（
六

九）
、

第
十

章
「

禁
欲
と

俗
世
に

背
を

向
け

た
こ

と
」

（

一

五
）

、

第
十
一

章
「

信

頼

の

置
け

る

人
物
だ
っ

た

こ

と

と

男
ら

し

さ
」

（
、

三
）

、

第
十
二

章
「

隣

人
に

た
い

し

て

よ

く
し

た

こ

と
」

〔
五）
、

第

十
三

章
「

夜
を

徹

し

て

勤
行
に

励
み
、

ク
ル

ア

ー
ン

を

読
誦
し

た
こ

と

と

謙

譲
と

言

行
一

致
」

（
九
五）

、

第
Lr

四

章
「

寛
大
さ

と

気
前
の

良
さ

と

男
ら

し

さ
」

〔
二

八
）
、

第
十
五

章
「

忍
耐
と

威

厳
と

強
い

心
」

（

八
）
、

第

十
六

章
「

両
親
へ

の

孝
養
と

師
に

た

い

す

る

崇
敬
」

（
一

六
）

、

第
十
七

章
「

彼
に

た
い

す

る

入
々

の

妬
み

と

彼
が

人
々

に

優
し

く
し

た
こ

と
」

（
三

こ
。

　

第

卜
八

章

「

イ

ブ

ン

・

フ

バ

イ

ラ

や

ク

ー
フ

ァ

の

そ

の

他
の

ア

ミ

ー
ル

と

の

関

係
」

（
八）

と

第

十
九

章
「

ア

プ

ー
・

ジ

ャ

ァ

フ

ァ

ル

・

ア
ル
・

マ

ン

ス

ー
ル

と

の

関
係
」

は
、

権
力
者
と

の

関

係
に

つ

い

て

の

言
い

伝
え
を

集
め

て

い

る
。

な

お

本
章
は

、

本
稿
で

用
い

る

刊
本
で

は

章
名
の

み

掲
げ
ら

れ

て

い

て

実
際
に

は

欠

落
し
て

い

る
。

ア

ブ

ー
・

ジ

ャ

ァ

フ

ァ

ル

・

ア
ル
・

マ

ン

ス

ー
ル

と

は

ア
ッ

バ

ー

ス

朝
第
二

代
カ

リ

フ

で

あ

る
。

趣
旨
が

権
力
と

の

関
係
に

あ
る

と
い

う
意
味
で

は
、

第
二

十
八

章
「

カ

ー

デ
ィ

ー
へ

の

任
官
拒
否
と
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そ
の

死
因
」

（
四
三
）

も

同
様
で

あ

る
。

　

第
二

十
章
「

ス

フ

ヤ

ー
ン

・

プ
ン

・

サ

イ

ー

ド
・

ア
ッ

阻

サ

ウ

リ

ー

と

の

関
係
」

、

第
二

十
一

章
「

シ

ャ

ァ

ビ

ー
、

マ

ハ

ー
リ

ブ
・

プ

ン

・

ダ
ッ

サ

ー
ル
、

ア
ァ

マ

シ

ュ

と

の

関
係
」

も
、

本

稿
で

用
い

る

刊
本
で

は

章
名
の

み

掲
げ
ら

れ
て

い

て

実
際
に

は

欠

落
し

て

い

る
。

第
二

十一
一

章
「

イ
マ

ー
ム

た

ち

が

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

徳
に

つ

い

て

語
っ

て

い

る

こ

と
」

（
二

〇
〇）

で

は
、

同

時
代
人
が

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

を

い

か

に
古
同

く
評

価
し

て

い

た

か

と

い

う

証
言
が

記

録
さ

れ

て

い

る
。

た

だ
し

内
容
か

ら

見
れ

ば
、

第
八

章
か

ら

第
十
七
章
に

含
め

て

も

よ
い

と

思
わ
れ

る

言
い

伝
え

が

多
い

。

　

第
二

十
三

章
「

ク

ル

ア

ー
ン

の

読
み

方
に

関
す

る

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

説
」

は
、

章
題
の

と
お

り、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

帰
せ

ら

れ
た

ク
ル

ア

ー
ン

の

読
み

方
に

関
す
る

学
説
を

収
録
す
る

。

美
徳
伝
の

趣
旨
か

ら

は

外
れ
る

章
で

あ

り
、

本
稿
で

は

無
視
す

る

こ

と

に

す
る

。

　

第
二

十
四

章
「

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

言
葉
で

世
に

広
ま
っ

た

も

の
」

（
六

六）
、

第
二

十
五

章
「

弟
子
へ

の

遺
言
」

（
五
）
、

第
二

十
六

章
「

ア
ブ

i
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

学
派
が

他
の

学
派
よ

り
も

優
れ

て

い

る

こ

と
」

三
四）

、

第
二

十
七

章
「

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

徳
」

（
五

七
）

は
、

章
題
の

と

お

り

で

あ

る
。

第
二

十
八

章
に

は

す
で

に

言
及
し

た
。

第
二

十
九

章
「

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

を

讃
え

る

詩
と

哀
悼
の

詩
」

2
二
）

、

第
三

十

章
「

葬
送
と

、

義
し

い

人
々

が

彼
の

生

前
ま

た

は

死

後
に

彼
に

つ

い

て

見
た

夢
」

（
二

〇）

に

つ

い

て

も

説
明
を

要
し

ま
い

。

　

さ

き

に

述
べ

た

よ

う
に

、

『

美

徳
伝
』

に

は

九
八

五

個
の

言
い

伝
え

が

収
録
さ

れ

て

い

る
。

た

だ

し
、

そ

の

中
に

は
、

預
言

者
が

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

出

現
を

予

言
し

た

と

い

う
ハ

デ
ィ

ー

ス

の

よ

う
に

イ
ス

ラ

ー
ム

最
初

期
か

ら
の

伝
達
履
歴
が

付
さ

れ

て

い

た

り、

明
ら

か

に

伝
達
履
歴
の
］

部
だ

け
が

収
録
さ

れ

て

い

た

り

し

て

本
稿
の

分
析
に

な

じ

ま

な
い

言
い

伝
え

も

含
ま

れ
て

い

る

た

め
、
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以

下
で

分

析
の

対
象
と

す

る

言
い

伝
え
は

八

六

四
個
で

あ

る
。

三

　
美
徳
伝
編
纂
の

経
緯
と

方
法

−
伝
達
履
歴
の

分
析
か

ら

ー

　

さ

き

に
、

現

在
に

伝
来
す
る

美
徳
伝
に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え
は

、

ど

の

よ

う
に

し

て

収
録
さ

れ

る
に

至
っ

た

の

か
、

あ

る
い

は

逆

に

い

え

ば
、

美

徳
伝
に

収
録
さ

れ

な

か
っ

た

言
い

伝
え

と

の

間
で

ど

の

よ

う

な

基
準
に

従
っ

て

取
捨
選
択
が

行
わ
れ

た

の

か

を

推
測

す

る
こ

と

を

本
稿
の
］

つ

の

目
的
と

し

て

掲
げ
た

。

以

下
で

は
、

（

本
文
で

は

な

く
）

も
っ

ぱ
ら

伝
達

履
歴
に

着
目
し

て

考
察
を

進
め

る

こ

と

に

し

よ

う
。

　
で

は

な
ぜ

伝
達
履
歴
に

着
目
す
る

の

か
。

そ

の

理

由
は

次
の

と

お

り
で

あ
る

。

別
稿
で

も
示
し

た

よ

う
に
、

ま

た

美
徳

伝
の

目
的
か

ら

容
易
に

想
像
さ

れ

る

よ

う
に

、

そ

こ

に

含
ま

れ
る

言
い

伝
え

の

少
な
か

ら
ぬ

部
分
が

、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

を

賞
賛
す
る

と

い

う

目
的
を

共
有
し

な

が

ら
も

、

さ

ま

ざ

ま

な

時
期
に

さ

ま
ざ
ま

な

人
々

に

よ

っ

て

発
信
さ

れ
た

り
創
作
さ

れ

た

り

し
て

い

る
。

そ

の
一

つ

】

つ

に

つ

い

て

真
偽
判

定
や

成
立

時
期
の

確
定
を

行
う
こ

と

は

ほ

と

ん

ど

不
可
能
で

あ

り、

ど

う

し

て

も

統
計
的
な

分
析
が

必
要
に

な

る
。

こ

の

点
で

、

伝
達
履

歴
は

、

以
下
に

示
す

よ

う

に
、

こ

れ

を

統
計
的
に

扱
う
こ

と

に

よ

り、

言
い

伝
え
の

選
別
に

関
し

て

有
益

な

情
報
を

与
え

て

く
れ

る

の

で

あ
る

。

　
以

下
で

は
、

最
初
に
、

世
代
ご

と

の

伝
達
者
の

数
と

そ

れ
ら

伝
達

者
の

没
年
の

分

布
を
示

す
。

そ

し

て

そ
の

後
で

、

伝
達
者
の

構
成

に

着
目
し

て
、

収
集
・

編
纂
の

方
法
に

つ

い

て

考
察
を

加
え

る

こ

と

に

し

た
い

。

　
世
代
ご

と

の

伝
達
老
の

数
と

そ
の

没
年
の

分
布

　
後
に

述
べ

る

よ

う
に

、

美

徳
伝
編
纂
は
、

九

世
紀

末
か

ら

十
世
紀
初
め

頃
に

か

け

て

始
ま
っ

た
。

こ

の

こ

と

自
体
は

、

『

美
徳
伝
』
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初期ア ブー ・
ハ ニ

ー
フ ァ 美徳伝 の 編纂期 に お け る言 い 伝 えの 選別 基準 に つ い て

に

含
ま

れ

る

伝
達
履

歴
か

ら

も
容

易
に

分
か

る
。

そ

れ

で

は
、

編

者
は

伝
達
履
歴
中
ど

の

世

代
に

現
れ

る
の

か
、

ま

た

各
世
代
に

含
ま

れ

る

伝
達
者
の

没
年
は

ど

の

よ

う
に

分
布
し

て

い

る

の

だ
ろ

う
か

。

　

先
に

述
べ

た

よ

う
に

、

各
言
い

伝
え

に

は

伝
達

履
歴
が

付
さ

れ

て

い

る
。

こ

こ

で
、

そ

れ
ら
の

伝
達
履
歴
の

中
で

最

後
に

現
れ

る

（

陪

時
期
と

し

て

は

最
も

古
い
）

伝
達

者
を

第
一

伝
達
者

、

そ

の

総

体
を

第
一

世
代
と
、

そ

の

次
に

現
れ
る

伝
達
者
を

第
二

伝
達
者

、

そ

の

総
体
を

第
二

世

代
等
々

と

記
す
こ

と
に

し

よ

う
。

す

る

と
、

第
一

世

代
は

約
三

八

〇
人、

第
二

世
代
は

約
五
一

〇
人

、

第
三

世
代

は

約
四
三

〇
人

、

第
四

世
代
は

約
二

九

〇
人
、

第
五

世
代
は

約
一

六

〇
人
の

伝
達
者
を

含
ん

で
い

る

（

こ

こ

で

「

約
」

と

し
た

の

は
、

名
前
の
一

部
だ

け
が

記
さ

れ

て

い

て
、

人

物
の

同
定
が

困
難
な

場
合
が

往
々

に

し

て

あ
る

か

ら
で

あ

る
。

ま

た

同
】

人

物
が

異
な

る

世

代
に

現
れ

る
こ

と

も
あ
る
）

。

　

第
一

伝
達
者
の

数
が

第
二

二
二

世
代
に

比
べ

て

少
な
い

点
は

本
稿
に

は

関
わ

り
が

な
い

が
、

そ

の

主
た

る

理

由
は

次
の

と

お

り
で

あ

る
。

第
一

世
代
に

は
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

師
事
し

た

り

そ

の

近
辺
に

い

た

り

し

て
、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
す
る

情
報
を

繰
り
返
し

発
信
し

た

者
が

含
ま

れ

る
。

ま
た

、

あ
る

言
い

伝
え

が

創
作
さ

れ
た

場
合
を

考
え

る

と
、

創
作
者
は

、

そ

の

言
い

伝
え

を

無

名
の

者
に

帰
せ

し

め

る

こ

と

は

あ

り
え
ず

、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

師
事
し

た

り

そ

の

近

辺
に

い

た

り

著
名
な

学
者
と

し
て

知
ら

れ

て

い

た

り

す

る

者
に

帰
せ

し

め

る

で

あ
ろ

う
。

こ

の

よ

う

に

考
え

る
こ

と

に

よ

り
、

少
数
の

第
一

伝
達

者
に

第
一

次
情
報
が

集
中
す

る

傾
向
を

説
明
す

る
こ

と

が

で

き

よ

う
。

た

と

え
ば

、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

高
弟
で

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

創
始
者
の
一

人
と

み

な
さ

れ

た
ア

ブ
i
・

ユ

ー
ス

フ

（
七
九
八

年
没）

に

は

六

六

個
の

、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

師

事
し

た

と

も
伝
え
ら

れ

か

つ

著
名
な

伝
承

家
で

も

あ
っ

た

ア

リ
ー
・

プ
ン

・

ム

バ

ー

ラ

ク
（
七

九
七

／
八

年
没）

に

は

六

十
個
の

情
報
が

帰
せ

ら
れ

て

い

る
。

こ

の

二

人
に

は

突

出
し

て

多
く
の

情
報
が

帰
せ

ら

れ

て

い

る

が
、

十
個
以
上

の

情

報
が

帰
せ

ら

れ
た

第
一

伝
達
者
は
こ

の

ほ

か

に

五

人
い

る
。

他
方

、

第
一

伝
達
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者
は

、

す
べ

て

の

情
報
を
一

人
の

者
に

伝
達
す

る

わ

け

で

な
く

、

一

つ

の

情
報
を

複
数
の

者
に
、

ま

た

異
な

る

情
報
を

異
な
る

者
に

伝

達
し
た
で

あ

ろ

う
。

ま

た

言
い

伝
え

の

創

作
に

関
与
し

た

者
（

そ

の

多
く
は

第
二

な
い

し

第
三

伝
達
者
で

あ
ろ

う
）

も
何
人
も
い

た

は

ず
で

あ
る

。

そ

う
考
え

れ

ば
、

第
二

・

第
三

伝
達

者
の

数
が

第
｝

伝
達
者
よ

り

多
い

理

由
を

説
明
す
る
こ

と

が

で

き

る

（

そ

れ

で

も

極

端
に

第
】

次

情
報
が

集
中
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い
）

。

　

こ

れ
に

た

い

し

て
、

第
四

・

五

世
代
に

か

け
て

伝
達

者
の

数
が

急

減
し

て

い

る

の

は
、

こ

れ

ら

の

世
代
に

お

い

て

言
い

伝
え

の

意

識

的
な

収
集
と

そ

の

編
纂
が

進
行
し

た
か

ら

で

あ
る

。

す

な

わ
ち

、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
す

る

言
い

伝
え

が

虚
偽
取
り
混
ぜ

て

そ

の

生

前
か

ら

流

布
し

て

い

た

こ

と

は

想
像
に

難
く
な

い
。

そ

れ

ら

の

言
い

伝
え

は
、

最
初
は

意
識
的
な

取
捨
選
択
を

経
る
こ

と

な

く
、

主
と

し

て
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

内
部
で

流
布
し

て

い

た

で

あ

ろ

う
。

し

か

る

に
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

没
後
一

〇
〇
年
以
ヒ

が

経
過

し
た

頃
か

ら
、

そ

れ

ら

の

言
い

伝
え
の

編
纂
が

開
始
さ

れ

る
。

こ

う
し
て

最
初

期
の

美
徳
伝
が

、

ザ
カ

リ

ヤ

ー
・

プ

ン

・

ヤ

ヒ

ヤ

ー
・

プ

ン
・

ア
ル
H

ハ

ー

リ
ス

・

ア
ン
囗

ナ

イ

サ

ー

ブ

ー

リ

ー
（
九
一

〇

年
没）
、

ア

ハ

マ

ド
・

プ
ン

・

ア

ッ

“

サ
ル

ト
〔
九
］

四

ま

た

は

九「

＝

年

没）
、

タ
ハ

ー

ウ
ィ

ー
（
九一
三
二

年
没）

、

ア

リ

ー
・

プ
ン

・

ム

ハ

ン

マ

ド
・

プ

ン
・

カ

ー

ス

・

ア
ン
“

ナ
ハ

イ

ー

（
九

三

五

年
没）

、

ア
ハ

マ

ド
・

プ

ン

・

ム

ハ

ン

マ

ド
・

プ
ン

・

サ

イ
ー
ド
・

プ
ン

・

ウ

ク

ダ
・

ア
ル

叶

ク

ー
フ

ィ

ー

（
九
四

四

年
没
V

、

ア

ブ
ド
ッ

ラ

ー
・

プ

ン

・

ム

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
6）

ハ

ン

マ

ド
・

ア
ル

ー

ハ

ー

リ

ス

ィ

ー
（
九
五

二

年

没
）

に

よ

り

編
纂
さ

れ

た

（

た

だ
し
い

ず
れ

も
現
存
し

な
い
）

。

こ

れ

ら

の

編
者
は

、

伝

達
履

歴
の

第
四
お

よ

び

第
五

世

代
に

お
い

て

高
い

頻

度
で

現
れ

る
。

と

く

に
ハ

ー

リ
ス

ィ

ー

は
、

】

→

三

個
の

言
い

伝
え

に

お

い

て

第

四

世

代
の
、

一

八

五

個
の

言
い

伝
え
に

お

い

て

第
五

世
代
の

伝
達
者
と

し

て
、

伝
達
履
歴

中
に

名
前
を

連
ね

て

い

る
。

も

ち
ろ

ん
、

ハ

ー

リ
ス

ィ

ー

を

伝
達
履

歴
に

含
む

言
い

伝
え
が

多
数
『

美

徳
伝
』

に

収
録
さ

れ

て

い

る

の

は
、

た

ん

に
ハ

ー

リ
ス

ィ

ー
が

多
数
の

言
い

伝
え
を

収
集
・

編

纂
し

た
か

ら

だ

け

で

は

な

く
、

そ

も
そ

も
マ

ッ

キ

ー

の

最
も
重

要
な

情
報
源
の
一

つ

が
ハ

ー

リ
ス

ィ

ー
の

『

言
い

伝

〔682） 394
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初期 ア プー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝 の編纂期 に お け る 言い 伝 えの 選別基準 に つ い て

一
◆
一

第 1世代

一
畳 一第 2 世代

＋ 第 3世代

一・　一）e 　・一　as　4世代

■

ノ　 、
’　　 、

’　　　 、

’　　 　　 　、

’　　 　　 　　、

’　 　　 　　 　　、

’
！

、

、

軸
　 ！

！

■
’

！

、

、

ノ

ノ

！

！

、

、

、

ノ

ノ

！
一一一一x 、 ＼ ， さ＼

ノ　　　　　　　　　 ’ 　　、 　　　　　　　　1
！　　　　　　　　　

’
　　　　 、 　　　　　 ！

　 　 　 　 、

　 　 　 　
、

×
’

〆 、
〉ぐ　 ＼ 　　　 　

一一一一x

　 　
’
魯

一一一
憫

40

　

35

　

30

　

25

　

20

　

15

　

10

rO

　
　
　

O
　 750　　　　　　　　　800　　　　　　　　　850　　　　　　　　　900　　　　　　　　　950

横軸 は年代 を、縦軸 はそ の 年代 を中心とする 25年間に 没 した伝達者の 数 を示す 。

図 1　各世代 に含 まれ る伝 達者の没年の 分布

え

の

開
示
（
国

器
ぼ

巴・
倒

匪
縛）
』

だ

か

ら

で

も

あ

る
。

他
の

編
者

に

つ

い

て

も
同

様
で

あ

る
。

　

次
に
、

各
世
代
の

伝
達
者
の

没
年
の

分
布
を

図
1
に

示
し

て

お

こ

う
。

情

報
源
は
ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

伝
記
集
と

伝
承
家
の

伝

記
集
で

あ
る

。

も
っ

と

も
、

没
年
が

分
か

っ

て

い

る

の

は
、

第

一

世

代
に

属
す
る

伝
達

者
の

う
ち
一

六

四

人
で

あ
り
、

以
下

、

第
二

世
代
一

六
九
人

、

第
三

世
代
…

四
三

人
、

第
四

世
代
八

六

人、

第
五

世
代
一

八

人
と

な
っ

て

い

る
。

第
五

世
代
は

標
本
数

が

少
な
い

た

め

に

グ
ラ

フ

に

は

記
さ

な
か

っ

た
。

　
一

見
し

て

分
か

る
よ

う
に
、

第
一

〜
三

世
代
が

近

似
的
に

は

正

規
分

布
を
示
し

て

い

る

の

に

た
い

し

て
、

第
四

世
代
は

、

没

年
が

長
期

間
に

わ

た
っ

て

な
だ

ら
か

に

分
布
し

て

い

て
、

か

つ

第
三

伝
達
者
と

第
四
伝
達
者
の

没
年
の

平
均
が

近
く

な
っ

て

い

る
。

没
年
が

分
か

っ

て

い

る

伝
達
者
の

数
が
か

な
ら

ず
し

も

充

分
で

は

な
い

も
の

の
、

図
2
に

示
す
よ

う

な
モ

デ
ル

を

考
え
れ

ば
、

こ

の

現

象
を

説
明
す
る

こ

と

が

で

き

そ

う
で

あ
る

。

　

図
2
に

お

い

て
、

A
（

七

八

〇
年
没
）

を
あ
る

言
い

伝
え

の
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A
塁

B

∵
C − D

塁
E

醤
F

図2　言 い 伝 えの伝達 モ デ ル

発
信

者
（

第
一

伝

達
者
）

と

し

て
、

以

後
B
（

八
一

〇

年
没）
　

C
（

八
四

〇
年
没）

ー
D
（

八

五

〇

年
没
）

IE

（

八

八

〇

年
没）

ー
F
（

九
一

〇
年
没
の

編
者
）

の

順
序
で

伝
達
が

行
わ

れ
、

か

つ

こ

の

伝
達
経
路
が

『

美
徳
伝
』

に

収
録
さ

れ

た

と

す

る

（

C
と

D
の

没
年
が

近
い

こ

と

に

注
意
さ

れ

た
い
）

。

し

か

し

実

際
に

は
、

『

美

徳
伝
』

に

収
録
さ

れ

な

か
っ

た

伝
達
経
路
も

存
在
し

た

は

ず
で

あ

る
。

図
で

は

そ

れ

ら
の

伝
達
経
路
に

含
ま

れ

る

伝
達
者
を
●

で

示
し

て

い

る

（

な

お
、

A
を

起
点
と

し

て
、

各
伝

達

者
の

横
軸

方
向
へ

の

距
離
は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

没

年
の

相
対
時

期
を

表
し

て

い

る
）

。

図
に

よ

れ

ば
、

A
か

ら

C
へ

の

言
い

伝
え
の

伝
達

経
路
は

五

つ

あ
る

。

し

か

る

に
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
で

は
一

般
に
、

他

の

条
件
が

同
じ

な

ら
ば

短
い

（
11
伝
達

者
の

数
が

少
な
い

、

言
い

換
え

れ
ば

、

通
常、

隣
り

合
う
伝
達

者

間
の

没
年
が

大
き

く
異
な

る
）

伝
達

経
路
が

好
ま

れ

る

が
、

こ

の

原

則
を
適
用
す

れ

ば
、

A
　
B
−

C
と

い

う
伝
達
経

路
が

伝
達
履
歴
と

し

て

保
存
さ

れ
る
こ

と

に

な

る
。

同
様
の

理

由
に

よ

り
、

D
か

ら

F
へ

の

四
つ

の

言
い

伝
え
の

伝
達
経
路
の

中
で

は

DlEIF

と

い

う
伝
達
経
路
が

保
存
さ

れ

る
。

し

か

し
、

C
か

ら

D
へ

の

伝
達

経
路
に

関
し

て

は
、

他
に

伝
達
経
路
が

な
い

た

め
に
、

両

者
の

没

年
の

間

隔
が

狭
く

て

も

伝
達
経
路
と

し

て

保
存
さ

れ

る
こ

と

に

な

る
。

す
る

と
、

D
は

、

没
年
時
期
と

し

て

は

第
三

世
代
に

属
す

る

が
、

伝
達
履

歴
の

上

で

は

第
四

世
代
に

属
す

る
こ

と
に

な

る
。

　
こ

の

よ

う
な

事
態
が

生

ず
る
一

つ

の

原

因
は

容
易
に

想
像
が

付
く

。

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

は

ク

ー

フ

ァ

と
バ

グ
ダ
ー

ド

で

活
躍
し

た
が

、

マ

ッ

キ

ー
は

ホ

ラ

ズ
ム

で

活
躍
し
た

の

で
、

い

ず
れ
か

の

時
点

で

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
す
る

言
い

伝
え

が

中
央
ア

ジ

ア

に

伝
播
し
た

こ

と

に

な

る
。

た
と

え
ば

（684） 396
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初期ア ブー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝 の編纂期 に お け る言 い 伝 え の 選 別基 準に つ い て

D
が

そ

の

故

郷
で

あ
る

ホ

ラ

ズ

ム

か

ら

バ

グ
ダ

ー

ド

に

や
っ

て

き

て

C
か

ら

言
い

伝
え

を

受
け
取
り

、

帰
郷
し

て

か

ら

そ

の

言
い

伝
え

を

同
郷
人
に

伝
え

た

よ

う
な

場
合、

バ

グ
ダ

ー
ド

と

そ

の

近
辺
に

お

け

る

伝
達
や
ホ

ラ
ズ

ム

と

そ
の

近
辺
に

お

け
る

伝
達
に

は

そ

れ

ぞ

れ

複
数
の

経
路
が

あ
る

が
、

バ

グ

ダ
ー

ド

と

ホ

ラ

ズ

ム

を
つ

な
ぐ

経
路
は

CID

に

限
ら

れ

る

と
い

う
事
態
が

し

ば
し

ば
あ

り

う

る

で

あ
ろ

う
。

　

世

代
ご
と

の

伝
達

者
の

構
成
か

ら
見
た

収
集
と

編
纂
の

方
法

　

次
に
、

言
い

伝
え
の

収
集
と

編
纂
は

ど
の

よ

う

な

方

法
に

従
っ

て

行
わ

れ

た

の

か
、

以

下
で

は
、

伝
達
履
歴
の

分
析
を
通
じ
て

こ

の

点
に

つ

い

て

検
討
し
て

み

た
い

。

も
っ

と

も

『

美
徳
伝
』

に

収
録
さ

れ

た

伝
達

履
歴
に

は

伝
達

者
の

名
前
が

書
き

連
ね

て

あ
る

だ

け
で

あ
り

、

そ

れ

ぞ

れ
の

伝
達

者
に

つ

い

て

の

情
報
は

皆
無
に

等
し
い

。

そ

の

情

報
源
と

し

て
、

本
稿
で

は
、

伝
承

家
の

編
纂
に

よ

る

伝
記

集
を

用
い

る
。

そ

の

理

由
は
二

つ

あ
る

。

　

第
一

の

理

由
は

、

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

関
す
る

言
い

伝
え

の

伝
達
者
に

つ

い

て

最
も
多
く

の

情
報
を

与
え

る
の

が
、

伝
承
家
が

編
纂
し
た

伝
記
集
だ

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

た

し

か

に
ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

編
纂
に

よ

る
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
の

伝

記
集
に

も

そ

れ

ら

の

伝
達

者
の
一

部
は

立

項
さ

れ
て

い

る
。

し

か

し
、

た

と

え

ば
、

伝
達
履

歴
中
の

第
一

世
代
に

含
ま

れ

る

伝
達

者
の

中
で

、

伝
承
家
に

よ

る

伝

記
集
に

立
項
さ

れ

た

者
が
二

四

八

人
い

る

の

に

た
い

し
て
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

代
表

的
な

伝
記

集
で

あ

る

イ
ブ

ン

・

ア
ビ

ー
・

ア
ル

・

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

〔
7）

ワ

フ

ァ

ー

の

『

ジ
ャ

ワ

ー
ヒ

ル
』

で

は

六

四

人
が
立

項
さ

れ

て

い

る

に

と

ど

ま

る

（

そ

れ

で

も
無

視
で

き

な
い

数
字
で

は

あ
る

が
）

。

こ

れ

は
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

の

真
偽
判

定
と

い

う

目
的
に

鑑
み

て
、

お

お

よ

そ
ハ

デ
ィ

ー
ス

を

伝
達
し

た

者
を
す
べ

て

網
羅
し

よ

う

と

す
る

傾
向
が

伝
承
家
に

よ

る

伝
記
集
編
纂
に

は

見
ら

れ
る

の

に

た
い

し

て
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

伝
記

集
の

編
纂
者
に

は
、

多
少
な

り

と

も
重

要
な

法
学
者
に

限
っ

て

収
録
す
れ

ば

足
り

る

と
い

う

考
え

が

あ
っ

た

た
め

で

あ
ろ

う
。

そ

の

理

由
は

と

も
か

く
と

し
て

、

情
報
量
が

多

397 〔685）
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い

と

い

う

だ
け

の

理

由
に

よ
っ

て

も
、

伝
承

家
に

よ

る

伝
記

集
は

最
も

有
力
な

資
料
と

み

な
す
こ

と

が

で

き

る
。

　

第
二

の

理

由
は

、

そ

も
そ
も
ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

美

徳
伝
が

直
接
に

は

伝
承

家
に

よ

る

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

批
判
に

応
え
る

た

め

に

編
纂
さ

れ

た
こ

と

か

ら

も

推
測
さ

れ

る

よ

う

に
、

伝
承
家
に

よ

る

伝
記
集
か

ら

は
、

伝
承
家
の

ハ

ナ
フ

ィ

i
派
に

た
い

す

る

見

方
や

態

度
と

、

そ

れ

を

通
じ

て
ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
の

伝
承

家
に

た
い

す
る

見

方
や

態
度
を

窺
い

知

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

　

し

か

し
こ

こ

で
、

な
ぜ

伝
承

家
の

伝
記
集
に

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

言
い

伝
え
の

伝
達
者
が

立

項
さ

れ
て

い

る
の

だ

ろ

う
か

と
い

う

疑
問
が

生
ず
る
か

も
し

れ

な
い

の
で

、

こ

の

疑

問
に

簡
単
に

答
え

て

お

こ

う
。

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

は

法
学
者
と

し

て

有
名
で

あ

る
が

、

主
と

し

て

ク

ー
フ

ァ

で

流
布
し

て
い

た
ハ

デ
ィ

ー
ス

も

伝
達
し

て

お

り
、

そ

の

弟
子
で

あ
る

ア
ブ

ー
・

ユ

ー

ス

フ

（
七
九
八

年）

や

シ

ャ

イ
バ

ー
二

ー
（
八
〇
五

年
没
）

は
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

か

ら

聞
い

た
ハ

デ
ィ

ー
ス

を

編
纂
し

て

い

る
。

そ

れ

か

ら

時
を

隔
て

て

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

美

徳
伝
が

編
纂
さ

れ

た

時
期
に

な
っ

て
、

再
び
ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

よ
っ

て

伝
え
ら

れ
た
ハ

デ
ィ

ー

ス

が

収
集

・

編

纂
さ

れ

た
。

そ
こ

で

伝
承
家
は

、

そ

れ

ら

の
ハ

デ
ィ

ー

ス

の

真

偽
判
定
の

材
料
と

し

て
、

そ

れ
ら

の

伝
達
者
に

つ

い

て

の

情
報
を

収
集
し

、

伝
記

集
中
に

立

項
し

た
。

そ

し

て
、

そ

れ
ら

の

伝
達
者
が

非
常
に

し

ば
し

ば
ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

つ

い

て

の

言
い

伝
え

の

相
承
に

も

関
与
し

て

い

た

た

め
、

結

果
と

し

て
、

ア

ブ

i
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

言
い

伝
え
の

伝
達
履
歴
に

現
れ

る

者
の

相
当

の

部
分
が

伝
承
家
に

よ

る

伝
記
集
に

立

項
さ

れ

た
と

考
え
ら

れ

る
。

も
ち

ろ

ん
、

伝
記

集
に

収
録
さ

れ
か

つ

伝
承

家
と

し

て

高
い

評

価

を

与
え

ら

れ

た

者
を

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

が

伝
え
た

ハ

デ
ィ

ー

ス

の

伝
達
履
歴
の

中
に

紛
れ

込
ま

せ

る

と
い

う

操
作
が
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
に

よ
っ

て

し

ば
し

ば

な
さ

れ

た

こ

と

も

想
像
に

難
く
な
い

。

　
一

般
に

伝
承

家
に

よ

る

伝
記

集
に

は
、

伝
承

家
の

生

没
年
や
、

誰
に

学
び

誰
に

教
え

た

か

と

い

う
相
承
の

記
録
な

ど

も

含
ま

れ

る

　

　

鵬

　

　

 

　

　

”

　

　

皿

　

　

 

驪

　
皿

　

　

 

臓
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が
、

本
稿
で

は
、

伝
承
家
と

し

て

の

信
頼

性
に

着
目
し

て
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

言
い

伝
え

の

伝
達
者
を

分
類
す
る
こ

と

を

試
み

よ

う
。

繰
り

返

し

に

な

る

が
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
の

最
大
の

目
的
は
、

ハ

デ
ィ

ー

ス

の

真
偽

判
定
で

あ

り
、

そ

の

判
定
基

準
と

し
て

最
も

重

要
な
の

が

伝
達
履
歴
で

あ
る

。

伝
達
履

歴
に

欠
落
が

な

く
、

か

つ

そ

こ

に

含
ま

れ

る

す
べ

て

の

者
が

信
頼
で

き

る

伝
達

者
だ

と

み
な

さ

れ

れ
ば

、

そ

の
ハ

デ
ィ

ー
ス

は

原
則
と

し

て

真
正

と

み

な

さ

れ

る
。

そ

の

た

め

に
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
者
は
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

の

伝
達
者

に

関
す
る

情
報
を

収
集
し

、

各
伝
達

者
の

信

頼
性
に

つ

い

て

評
価
を

下
し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

作
業
を

経
て

、

多
数
の

伝
記
集
が

編

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　ロ
　ソ

纂
さ

れ
る
こ

と

に

な
っ

た
。

こ

こ

で

は

代
表

的
な

伝
記

集
を

資
料
と

し

て
、

『

美
徳

伝
』

の

言
い

伝
え

に

付
さ

れ

た

伝
達
履
歴
に

現
れ

る

伝
達

者
を

、

最
も

頻

度
の

高
い

評

語
を

用
い

て
、

「

信
頼
で

き

る

者
（
け

三

毬
）

」

と

「

薄
弱
な

者
（

實
巳
」

、

そ

れ

に

立

項
は

さ

れ

て

い

る

が

評

価
の

記
載
が

な
い

者
（
以
下
で

は

「

未
評
価
者
」

）

の

三

つ

に

分
類
す
る

。

評
価
の

文

言
は

さ

ま

ざ
ま

な

の

で
、

こ

れ

ら
は

そ

れ

ぞ

れ
、

肯
定

的
な

評
価、

否
定

杓
な

評
価、

評
価
な

し

と

い

う
意

味
で

あ

る
。

そ
の

他
に

、

評

価
が

分
か

れ
て

い

る

者
も
い

る

が
、

そ

の

よ

う
な

者
は

こ

の

三

つ

の

い

ず
れ

に

も

分
類
し

な

か
っ

た
。

も

ち
ろ

ん
、

す
べ

て

の

伝
達
者
が
い

ず
れ
か

の

伝
記
集
に

立

項
さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

。

立

項
さ

れ
て

い

る

の

は
、

第
一

世

代
に

つ

い

て

は
二

四
八

入
（
同
世
代
の

全
伝

達
者
中
の

六
五
・
三

％）
、

第
二

世

代

に

つ

い

て

は

二

八

八

人
（

五

六
・
五

％）
、

第
三

世
代
に

つ

い

て

は
一

六

九
人
（

三

九
・
三

％）
、

第
四

世
代
に

つ

い

て

は

七

〇
人
（
二

四

二

％）

で

あ
る

。

　

図
3
・

4
で

は
、

『

美
徳
伝
』

に

収
録
さ

れ

た

言
い

伝
え

を

賞
賛

的
言
い

伝
え

と

中
立

的

言
い

伝
え

に

大
別
し

、

そ

の

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て
、

こ

れ

ら

の

立

項
さ

れ

た

伝
達

者
中
に

占
め

る

「

信
頼
で

き

る

者
」

、

「

薄
弱
な

者
」

、

未

評
価
者
の

そ

れ

ぞ

れ

に

よ

っ

て

伝
達

さ

れ

た

言
い

伝
え
の

数
の

比

率
（
％、

縦
軸）

を

世
代
（
横
軸
）

ご
と

に

示

し

て

い

る
。

こ

こ

で

賞
賛
的
言
い

伝
え

と

は
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

を

賞
賛
す
る

内
容
の

言
い

伝
え
で

あ
る

。

こ

れ
に

た
い

し

て

中
立

的
言
い

伝
え
は

、

賞
賛
的
で

は

な
い

言
い

伝
え

を
指
す

。
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初期ア ブ ー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝 の編纂期 に お け る言 い 伝 え の 選別基準に つ い て

た

と

え

ば
ア

プ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

生
没

年
を

め

ぐ
る

言
い

伝
え

や

た

ん

に

ア

プ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

学
説
を

伝
え

る

言
い

伝
え

な
ど

は

こ

れ

に

含
ま

れ

る
。

　
二

つ

の

図
に

つ

い

て
、

三

点
に

注
意
し
て

お
こ

う
。

第
一

に
、

本
稿
で

は

美

徳
伝
が

収
集

・

編
纂
さ

れ

る

過

程
を

問
題
に

し
て

い

る

の

で
、

先
に

名
前
を

挙
げ
た
六

人
の

美
徳

伝
編
者
お

よ

び

編

者
か

ら

言
い

伝
え

を

受
け
取
っ

た

者
は

算
定
か

ら

除
外
し

て
い

る
。

第
二

に
、

こ

こ

で

は

言
い

伝
え
の

数
の

比

率
を

問
題
に

し

て

い

る

の
で

、

た

と

え
ば
あ
る

「

信

頼
で

き

る

者
」

が
三

つ

の

言
い

伝
え
を

伝
達

し

た

場
合

、

こ

れ

を

三
つ

と

数
え

る
。

伝
達

者
の

数
そ

の

も
の

の

比
率
を

示
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

。

　
さ

て
、

二

つ

の

図
を

見
る
と

、

三
つ

の

現

象
に

気
付
く

。

　
（

一
）

「

信
頼
で

き

る

者
」

は

い

ず
れ

の

世

代
で

も

伝
達
に

重
要
な

役
割
を

果
た

し

て

い

る

が
、

第
四

世
代
で

は、

賞
賛
的
詳
い

伝
え

　
　
　

に

お

け

る

そ

の

比
率
は

約
四

八

％
で

あ
る

の

に

た
い

し
て

、

中
立

的
言
い

伝
え

に

お

け
る

比

率
は
三

五

％
に

と

ど

ま

る
。

　
（

二
）

「

薄
弱
な

者
」

の

比

率
は

、

第
二

世

代
に

比
べ

て
、

第
三

世
代
・

第
四

世

代
で

は

減
少
し

て

い

る
。

と

く
に

第
四
世
代
で

は
、

　
　
　

賞
賛
的

言
い

伝
え

の

約
一

三

％、

中
立
的

言
い

伝
え

の

約
一

六

％
を

占
め

る

に

過
ぎ
な
い

。

　
（

三
）

未
評
価
者
の

比

率
は
、

世
代
を
追

う
ご

と

に

高
く
な
っ

て
い

て
、

と

く

に

第
四

世
代
で

は
、

賞
賛
的
言
い

伝
え
の

約
三

九
％

、

　
　
　

中
立

的
言
い

伝
え

の

約
四

八

％
の

伝
達
を
担
っ

て
い

る
。

　

本
稿
は

美
徳
伝
編

纂
の

過

程
を

考
察
す

る

こ

と

を
目
的
と

し

て

い

る

の

で
、

第
一

〜
三

世
代
に

お

け

る

伝
達
者
の

構
成
に

は

あ
ま

り

立
ち

入
ら

な

い
。

以

下
で

は
、

主
と

し

て

第
四

世

代
に

着
目
し
つ

つ
、

こ

の一．一

つ

の

現
象
を

説
明
す

る

こ

と

に

し

よ

う
。

　

最
初
に
、

「

薄

弱
な

者
」

の

比

率
の

低
下
と

未
評

価
者
の

比

率
の

増
加
は

表
裏
一

体
の

現
象
だ
と

思
わ

れ

る

の

で
、

ま

と

め

て

考
察

し

て

お
こ

う
。

伝
記

集
に

お

け

る

評
価
が

伝
承
家
に

よ

る

評

価
だ

と
い

う
こ

と

を

考
え
る

と
、

最
も

単
純
な

説
明
は

、

第
四

世
代
の

時
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期
に

至
っ

て

伝
承
家
の

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
に

た

い

す

る

態
度
が

軟
化
し

た

た
め

、

ア

プ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
す

る

言
い

伝
え

を

伝
達
し

た

（

す

な

わ
ち

、

基

本
的
に

は
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
か

親
ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
と

考
え
ら

れ

る
）

人
々

に

た
い

す
る

評

価
も

好
転
し

た

と
い

う
説

明
で

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

次
の

理

由
か

ら
、

こ

の

説

明
を

受
け

容
れ

る
こ

と

は

で

き

な
い

。

図
1
に

見
た

よ

う
に
、

第
四

世
代
に

属
す

る

伝
達

者
の

没

年
は

長
い

期
間
に

わ

た
っ

て

い

る
が

、

こ

の

間
に

活
躍
し

た

伝
承
家
で
、

本
稿
で

用
い

た

伝
記
集
の

著
者
で

も

あ

る

ウ

カ

イ

リ

ー

（
九
三

四

年
没）

や

イ

ブ
ン

・

ア
ビ

ー
・

ハ

ー
テ
ィ

ム
・

ア

ッ

回

ラ

ー

ズ

ィ

ー
（
九
三

九
年
没）

は

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

信

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
〔
皇

頼
で

き

な
い

伝
承
家
と
い

う
評

価
を

与
え
、

と

く
に

イ
ブ

ン

・

ヒ

ッ

バ

ー
ン

〔
九
六
五

年）

や

イ
ブ
ン

・

ア

デ
ィ

ー

（

九

七
五

年
没）

は
、

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

は
ハ

デ
ィ

ー

ス

の

伝

達
履
歴
と

本
文
を

し

ば
し

ば
改

竄
し

た

た

め

そ
の

伝
達
し

た
ハ

デ
ィ

ー
ス

を
論
拠
と

す
る

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
（
10）

こ

と

は
で

き

な
い

と

述
べ

て

い

る
。

逆
に

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

を
好
意
的
に

評
価
し

て

い

る

伝
承
家
は

い

な
い

。

　

そ

う
な

る
と

別
の

説
明
を

試
み

る

必
要
が

あ
る

が
、

二

つ

の
、

基
本
的
な

発
想
を
一

に

す
る

考
え

方
が

適
当
の

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

そ

の
一

つ

は

次
の

と

お

り
で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

あ

る

編
者
が

、

本
文
は

同
じ
か

ま

た

は

よ

く

似
て

い

る
が

異
な

る

伝
達
履
歴
を

備
え

た

複
数
の

言
い

伝
え

を
収
集
し

た

と

す

る
。

そ

も

そ

も

美
徳
伝
が

伝
承
家
に

よ

る

批
判
に

対
し

て

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

を

擁
護
す

る

こ

と

を

日
的
と

し

て

第
四
と

と

く

に

第
五

世
代
か

ら

編
纂
さ

れ

始
め

た
こ

と

か

ら

す
れ

ば
、

編
者
と

し

て

は
、

（
そ

の

他
の

条
件
を

考

慮
し

な
い

と

す
れ

ば
）

伝
達
履

歴
の

最
後
の

伝
達
者
（
訓

編
者
に

直
接
そ

れ

を

伝
え

た

者
）

が

「

信
頼
で

き

る

者
」

で

あ

る

よ

う
な
言

い

伝
え
を

最
優
先
し

、

そ

れ

に

次
い

で
、

疑
わ

し
い

と
い

う

評
判
の

立
っ

て

い

な
い

伝
達

者
、

つ

ま

り

未
評
価
者
か

ら

聞
い

た

言
い

伝

え
を

選
好
す

る

で

あ
ろ

う
。

そ

の

よ

う
な
伝

達
者
も
い

な
い

場
合
に

限
り

、

最
後
の

伝
達

者
が

疑
わ

し
い

人
物
で

あ
っ

て

も
そ

の

言
い

伝
え

を

収
録
せ

ざ
る

を

得
な

く

な

る

で

あ
ろ

う
。

こ

の

よ

う
に

解
す

る

こ

と

に

よ

り
、

第
四
世
代
（

“

編
者
が

属
す
る

第
五

世
代
の

情

報
源）

に

お

い

て

未
評

価
者
の

比

率
が

高
く

、

「

薄
弱
な

者
」

の

比

率
が

低
い

理

由
を

説

明
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

も

う
一

つ

の

考
え
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初期 ア ブ ー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝の 編纂期 に お け る言 い 伝 え の 選別 基準に つ い て

方
も
基

本
的
な

発
想
は

同
じ

で

あ
る

。

い

ま
、

あ
る

編
者
が
、

た

と

え

ば

五

十
の

言
い

伝
え

を
収
集
し
て

、

そ
の

中
か

ら

取
捨
選
択
を

行
っ

て

美
徳
伝
を

編
纂
し

よ

う

と

し

て

い

る

と

す

る
。

そ

の

な

か

に

「

信

頼
で

き

る

者
」

と

未
評

価
者
と

「

薄
弱
な

者
」

か

ら

聞
い

た

言
い

伝
え

が

含
ま

れ

て

い

る

と

す

れ

ば
、

美
徳
伝
に

採
録
さ

れ

る

確
率
の

高
さ

も
こ

の

順

序
に

従
う
こ

と
に

な

る

で

あ
ろ

う
。

　

実
際
に

編
者
が

こ

れ

ら

の

基

準
に

従
っ

て

言
い

伝
え

の

取
捨
選

択
を

行
っ

た

か

ど

う

か

は

定
か

で

は

な
い

。

し

か

し
、

第
三

世
代
に

お

け
る

「

薄
弱
な

者
」

の

比
率
は

そ
の

可
能
性
を
示
唆
し

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

す

な

わ

ち
、

そ

の

比

率
は

、

賞
賛
的
言
い

伝
え
に

関

し

て

は

三

六

％
で

あ
り
、

中
立
的
な

言
い

伝
え

に

関
し
て

は
】

九
％
で

あ

る
。

な
ぜ

こ

の

よ

う
に

そ

の

比
率
に

著
し

い

差
が

見
ら

れ

る

の

か
。

「

薄
弱
な

者
」

と
い

う

評
価
が

伝
承
家
に

よ
っ

て

与
え
ら

れ
た

評

価
で

あ
る

こ

と

を

考
慮

す
る

な

ら

ば
、

最
も
蓋

然
性
の

高
い

解
釈
は

、

そ

も

そ

も
ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

に

関
し

て

賞

賛
的
言
い

伝
え
を

伝
達
し

た

と

い

う
事
実
そ

の

も

の

が
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
と

ア
ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

た
い

し

て
一

般
的
に

批
判
的
な

伝
承

家
の

評

価
を

下
げ
た

と

い

う
も

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

伝
承
家
が

ア

プ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

関
す

る

言
い

伝
え

に

た
い

し

て

懐
疑

的
な

目
を
向
け

て

い

た

と

す
れ

ば
、

そ

の

こ

と

は
、

編
者
に

よ
る

伝
達
履

歴
の

選
択
に

も

影
響
を

与
え

た

と

考
え

る
こ

と

は

容
易
で

あ
ろ

う
。

　

次
に

、

第
四

世
代
に

お

い

て
、

賞
賛
的
言
い

伝
え

に

関
し

て

は

「

信
頼
で

き

る

者
」

の

比
率
が

未
評
価
者
よ

り

も

高
い

の

に

た
い

し

て
、

中
立
的

言
い

伝
え
に

関
し

て

は

高
低
が

逆
に

な
っ

て

い

る

現
象
や
、

賞
賛

的
言
い

伝
え

に

お

け
る

「

信
頼
で

き

る

者
」

の

比

率
が

中
立

的
言
い

伝
え

に

お

け

る

比

率
よ

り

も

高
い

と

い

う

現
象
も

ま
た

同
様
の

説

明
が

可
能
で

あ
る

。

す

な
わ
ち

、

第
四

世
代
の

伝
達

者

は
、

賞
賛
的

言
い

伝
え

に

関
し
て

は
、

中
立
的

言
い

伝
え

よ

り
も

伝
承
家
の

基

準
を

厳
格
に

適
用
し
て

言
い

伝
え
を

取
捨
選
択
し
て

い

た

と

考
え

る

の

で

あ

る
。

　

た

と

え
ば

、

第
五

世
代
に

属
す

る

あ

る

編
者
が

、

第
四

世
代
に

属
す

る

五

人
の

「

信
頼
で

き

る

者
」

と
二

十
四

人
の

未
評
価
者
か

ら

403 （691）
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賞
賛
的
な

言
い

伝
え

を

聞
い

た

と

す
る

。

こ

こ

で

編
者
が
、

厳
し
い

基

準
を
適

用
し

て
、

「

信
頼
で

き

る

者
」

に

つ

い

て

は

そ

の

言
い

伝
え

を

す
べ

て

真
と

し

て

採
録
す
る
が

、

未
評
価
者
に

つ

い

て

は

六

人
に
】

人

し

か

採
録
し

な
い

と

す

れ
ば
、

採
録
数
は

五

対
四
と

な

る
。

し

か

し

中
立

的
な

言
い

伝
え
に

つ

い

て

は

基
準
を

緩
和
し

て
、

未
評
価
者
に

つ

い

て

三

人
に
】

人
の

言
い

伝
え

を

採
録
し

た
と

す

れ
ば

、

採
録
数
は

五

対
八

と

な

る
。

　

さ

ら

に
、

第
四

世
代
に

属
す
る

伝
達

者
自

身
は

自
分
た

ち

に

言
い

伝
え
を
語
っ

た

第
三

世

代
の

伝
達
者
に

関
し

て

は

伝
承
家
に

よ

る

評
価
を

斟

酌
す

る

こ

と

な

く

言
い

伝
え

の

採
否
を

決
定
し

て
い

た

と

す
れ

ば、

第
三

世
代
に

お

い

て

「

薄
弱
な

者
」

の

比
率
が

高
い

こ

と

も

説
明
が

つ

く
。

す

な

わ

ち
、

第
四

世
代
の

伝
達
者
が

伝
承

家
の

基
準
と

は

無

関
係
の

（

あ
る

い

は
ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
独
自
の
）

基

準

に

従
っ

て

言
い

伝
え
を

取
捨
選
択
し

て

い

た
と

考
え

れ
ば

、

伝
承
家
の

基
準
に

従
っ

て

「

薄
弱
な

者
」

か

ら

伝
達
し

た
言
い

伝
え

を

避

け

て

言
い

伝
え

を

選
択
し

た

場
合
に

比
べ

て

「

薄

弱
な

者
」

の

比

率
は

高
く
な

る

で

あ

ろ

う
。

　

以

上

を

要
す

る

に
、

美
徳

伝
の

編
纂
が

始
ま

っ

た

第
五

世
代
に

至
っ

て
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー

派
は
、

伝
承

家
か

ら

の

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

批

判
に

配
慮
し

つ

つ
、

自
ら

も

伝
承
家
と

同
様
に

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
の

方

法
に

従
っ

て

言
い

伝
え

を
選
別
し

編
纂
す

る

よ

う
に

な
っ

た

と

い

う
こ

と

が

い

え

る
。

　

言
い

伝
え
の

真
正

性
と

倫
理
的
言
い

伝
え
の

成
立

時
期

　

こ

こ

ま

で

は
、

言
い

伝
え

の

真
正

性
の

問
題
に

触
れ
る
こ

と

な

く

議
論
を

進
め

て

き

た

が
、

は

た

し

て

言
い

伝
え
は

真
正

な

の

だ

ろ

う
か

。

伝
達

履
歴
に

関
し
て

は

決

定
的
な

証
拠
は

な
い

が
、

統
計
的
に

は

基
本

的
に

真
と

み

な
し

て

よ
い

よ

う

に

思
わ
れ

る
。

と

い

う

の

は
、

た

と

え

ぼ

第
四
な
い

し

第
五

世
代
の

伝
達

者
に

よ
っ

て

伝
達

履
歴
が

創
作
さ

れ

た

と

す
れ

ば
、

第
三

世
代
に

数
多
く

の

「

薄
弱

な

者
」

が

含
ま

れ

る

事
実
を

う
ま

く

説
明
す
る

こ

と

が

で

き
な
い

か

ら

で

あ
る

。
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初期 ア ブ ー ・ハ ニ ーフ ァ 美徳伝の 編纂期 に お け る菁い 伝 え の 選 別基準 に つ い て

　

そ

れ

で

は

本
文
に

つ

い

て

は

ど

う
か

。

総
論
を

述
べ

る
こ

と

は

で

き

な
い

も

の

の
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

人
格
を

賞
賛
す
る

内

容、

言
い

換
え

れ

ば
倫
理

的
言
い

伝
え
に

関
し

て

は
、

統
計
的
に

は

第
二

な
い

し

三

世
代
に

創

作
さ

れ

た

と

い

う
可
能
性
が

高
い

よ

う

に

思
わ

れ

る
。

そ

の

理

由
は

次
の

と

お

り
で

あ

る
。

　

本

稿
の

最
初
に

記
し

た

よ

う
に

、

私
は

別
稿
に

お

い

て
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

勤
行
を

証
す

る

言
い

伝
え

よ

り

も
後
れ

て
、

と

い

う
こ

と

は

第
二

世
代
以

降
に
、

そ

の

敬
虔
（

壽
「

巴

を

証
す

る

言
い

伝
え

が

創

作
さ

れ
た

と
い

う

結
論
を

得
た

。

こ

こ

で

敬

虔
と

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
11）

は
、

各
信
徒
が

自
分
の

倫
理

観
に

照
ら

し

て

多
少
と

も

疑
念
を

持
つ

よ

う
な

行
為
を

控
え

る
こ

と

と

し

て

定
義
さ

れ
る

。

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

は
、

ヒ

ヤ
ル

（
蔵
《

巴

と

呼
ば

れ
る

、

本
来
な

ら

ば

違
法
な

目
的
を
達

成
す

る

た

め

に

合
法
な
手

続
き

を

組
み

合
わ
せ

る

手

段
を

多
数
創
案
し
て

お

り
、

と

く

に

こ

の

こ

と

が

敬
虔
に

真
っ

向
か

ら

反
す
る

と

し

て

伝
承
家
か

ら

激
し
い

人

格
的
批
判
を

浴
び
た

の

で

あ

る

が
、

す
で

に

見
た

よ

う
に

、

美
徳
伝
に

は
、

ア

ブ
ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

の

敬

虔
お

よ

び
一

般
に

そ

の

倫

理

性
を
賞
賛
す

る

言
い

伝

え
が

多
数
収
録
さ

れ

て

い

る
。

　

す

る

と
、

ハ

ナ
フ

ィ

ー

派
は

、

伝
承
家
か

ら

の

批
判
に

対
応
す

る

た

め

に

そ

れ

ら
の

言
い

伝
え

を

創

作
し

た
と

考
え

る

の

が

自
然
で

あ
る

。

さ

き

に

述
べ

た

よ

う
に

、

第
四

世
代
の

伝
達

者
は

伝
承
家
の

方
法
論
を

受
け

入
れ

て
い

た

の

で
、

た

と

え
対
伝
承

家
対
策
の

方

便
と

し

て

で

あ
れ

、

こ

の

世
代
に

は

す

で

に

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

に

つ

い

て

の

倫
理
的
な

言
い

伝
え

は

流
布
し

て

い

た
と

考
え
ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

の

世
代
が

そ

の

よ

う
な

言
い

伝
え
を

創
作
し

た

と

は

考
え

ら

れ

な
い

。

と

い

う

の

は
、

も

し

そ

う
だ
と

す

れ
ば

、

伝

達
履

歴
も
一

緒
に

創
作
す

る

は

ず
で

あ
る

と
こ

ろ
、

す
で

に

述
べ

た

よ

う

に

そ

の

よ

う

な

創
作
は

な

か

っ

た

と

思
わ

れ

る
か

ら

で

あ

る
。

む

し

ろ
、

倫
理

的
な

言
い

伝
え
の

創
作
は

、

伝
承

家
か

ら

は

「

薄

弱
な

者
」

と

評
価
さ

れ

た

第
二

あ
る

い

は

第
三

世
代
に

遡
る

と

考
え
た

方
が
よ
い

と

思
わ

れ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

敬
虔
と

い

う

概
念
が

九

世
紀
に

な
っ

て

宗
教
な
い

し

倫
理

ト
の

徳
目
と

し

て

発
展
す

405 （693）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
12）

る

よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
説
に

も

符
合
す
る

で

あ
ろ

う
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

鄭

　
と
こ

ろ

で
、

ハ

ナ

フ

ィ

ー
派
の

法

学
者
と

し

て

最
初
の

倫
理

書
を
著
し

た

の

は

ア
ブ

ー
・

ア

ッ
ー

ラ

イ
ス

・

ア
ッ
・

サ
マ

ル

カ
ン

デ
ィ

⊥
九
八

三

年
没）

の

よ

う

で

あ

華

す

な

わ

ち
・

ハ

ナ
フ

ィ

｝

派
が

倫
理

を

本
格
的
に

論
じ

始
め

た
の

は
・

第
二

あ

る
い

は

第
三

世

代

嫐

か

ら

お

お

よ

そ

五

十
な
い

し

百
年
後
の

こ

と

で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と

は
、

同
派
が

伝
承
家
へ

の

対
応
の

た

め

に

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

倫
理

性
を

強
調
す
る
よ

う
に

な
っ

た

が
、

真
に

倫
理
を
重

視
す

る

よ

う
に

な

る

に

は

さ

ら
に

年
月
を

要
し

た
こ

と

を

示

唆
し

て
い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

四

　
結
論

　

本
稿
で

は
、

ハ

ナ
フ

ィ

ー

派

法
学
の

学
祖
ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー
フ

ァ

の

美
徳
伝
の

代
表
的
な
著
作
で

あ
る
マ

ッ

キ

ー
の

『

美
徳
伝
』

の

ご
く

大
ま

か

な

内
容
を

紹
介
す

る

と

と

も
に

、

『

美
徳

伝
』

に

収
録
さ

れ
た

言
い

伝
え
の

伝
達
履

歴
を

調
べ

る

こ

と

に

よ

り
以

下
の

よ

う
な

現
象
を

観
察

す
る
こ

と

が

で

き

た
。

　
（

一
）

「

信
頼
で

き

る

者
」

は
い

ず
れ

の

世
代
で

も

伝
達
に

重
要
な

役
割
を

果
た

し

て
い

る

が
、

第
四

世
代
で

は
、

賞
賛
的

言
い

伝
え

　
　

　
に

お

け
る

そ

の

比

率
は

中
立
的

言
い

伝
え
に

お

け

る

比
率
に

比
べ

て

著
し

く

高
い

。

　
（

二
）

「

薄
弱
な

者
」

の

比

率
は
、

第
二

世
代
に

比
べ

て
、

第
三

世
代

、

そ

し

て

と

く
に

第
四

世
代
で

は

減
少
し

て

い

る
。

　
（
三
）

未
評
価

者
の

比

率
は

、

世
代
を

追
う
ご

と

に

高
く
な
っ

て

い

て
、

と

く
に

第
四
世

代
で

は
、

賞
賛
的
言
い

伝
え

で

は

「

信
頼

　
　

　
で

き
る

者
」

に

迫
り

、

中
立

的
言
い

伝
え

で

は

こ

れ

を

超
え

て

い

る
。

　
こ

れ

ら
の

現
象
は
、

美
徳

伝
編
纂
が

始
ま
っ

た

第
五

世
代
に

至
っ

て

初
め

て
、

ハ

ナ
フ

ィ

i
派
が
、

ハ

デ
ィ

ー
ス

学
の

原
則
に

従
っ
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初期 ア ブ ー ・ハ ニ ー
フ ァ 美徳伝 の 編纂期 に お ける言 い 伝 え の 選別基準 に つ い て

て
、

意

識
的
に

伝
達
者
の

資
質
〔

信
頼
度
）

を

基

準
と

し

て

言
い

伝
え

の

取
捨
選

択
を

行
っ

た
こ

と

を

示
唆
し
て

い

る
。

し
か

し
、

そ

れ

に

よ
っ

て

た

だ

ち

に

同
派
が

伝
承
家
と

同
様
に

倫
理

に

た
い

し

て

重
要

性
を

認
め

る

よ

う
に

な
っ

た

と

は

か

な

ら

ず
し

も
思
わ
れ

な

い
。

注
（
1

）

　
「

美
徳
伝
」

と

い．
う
名
称
の

意
義
に

つ

い

て

は
、

OF

℃
Φ一
訂
ゴ

．．
竃

穹
群
費、．

ロ

肉
嵩

疉
ミ

愚
ミ
ミ
黛

ミ

謝

§
タ

ω

Φ

8
巳

巴
ぼ
oPOU

°
幻
O
竃

　
　
 
α

詳…
O
質．
H
」

O
｛

鳥
 
コ”

Jd
「

＝一
　
bウ
OO

避

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
層

（
2

∀

　
柳
橋
博
之

「

ア

ブ

ー
・

ハ

ニ

ー

フ

ァ

讃
を

思
想
研
究．
資
料
と

し
て

利
用
す

る

た

め

の

基
礎

的
考
察
」

（

「

日

本
中
東
学
会
年

報』

二

三

1
一
、

二

〇
〇

　
　

七

年
V

、

二

〇
一
−
−

二

〇
三

頁
。

（
3）

＝

ぎ
旨
江

団

碧
譴
臼
釦
の

葺
．、

跨

呂
相

聟
営
  、

ヨ

寒
亀
q

§
爲
ミ
黛

亀

掬
登

ミ

珪
「

匹

9
三
。

P
＜

巳゚
°。

v

冨
こ
Φ
コ“

甲
豊
悼

8G
。

扇
？
朝

け

（
4）
　
〉
げ

q

巴−］
≦
二、
帥

宅
《
騨

α

巴−】
≦

5
〈
四

中
叫
ρ

〉
σ

ヨ
固
飢

巴
占

≦
μ
貯

貯
剥

ミ
恥
嵩

8
詠
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