
初

期

仏

教

々

団

に

海

け

る

危

機

意

識

香

川

孝

雄

一

/03初 期仏教々団における危機奮識

二
千

五
百

年

の
仏

教

々
団
史

を
通

じ

て
考

え

ら

れ
る

こ
と

は
、
殆

ん
ど
常

に
と
言

い
得

る
程

、
屡

々
危

機

意

識

が
附

随

し

て

い
る
。

そ

れ

は
早

く

も
仏

教

の
創

始
者

釈

尊

在
世

中

に
於

い
て

さ

え
見

ら

れ
、
仏
滅

後

に
お

い

て
は
勿
論

、
教

主

を
失

つ
た
空

虚

な
気

持

か
ら
危

機

の
意

識

は

一
層

深

刻

で
あ

つ
た

ろ
う
。
数

次

に
亘

る
仏

典

結
集

も
実

に
そ

の

一
つ
の

あ

ら

わ

れ

と
見

る
こ

と
が

出
来

る
。
更

に
、

中

印
度

ガ

ン
ヂ

ス
河

流

域

の

一
角

の
み

に
限

ら

れ
て

い
た
仏

教

の
版

図

を

殆

ん

ど
全

印

度

に
拡

げ
更

に

ア

フ
ガ

ニ
ス
タ

ン
、

イ

ラ

ソ
方

面

へ
も
伝
導

使

を
送

つ
て
仏

陀

の
教

を
四
方

に
弘

め
、

日

の
出

の
如

き
勢

を
示

し

た
阿

育

王
時

代

の
仏

教

で

す

ら
、

サ
ー

ル

ナ

ー

ト
、

コ
ー

サ

ン
ビ

ー
等

の
石
柱

法

勅

に
も

見

ら

れ

る
如

く
、

破
僧

伽

の
危
機

を
訴

え

て

い
る
。
或

は
亦

、

プ

シ
ヤ
、ミ
ト
ラ

王

や

エ
フ
タ

ル
民
族

に

よ

つ
て
仏

教

寺

院

が
破

壊

せ

ら
れ
、

僧
尼

が
殺

害

さ

れ
た
と
言

う
如

き
受

難

も
言

う

ま
で

も
な

く

危
機

で

あ

る

。

以

上

は

す

べ
て
印
度

の
仏
教

に
関

し
た

こ
と

で

あ

る
が
、

シ
ナ

や
日
本

の
仏
教
史

を
見

て
も
幾

多

の

こ

の
様

な
危

機

意

識

が
僧
尼

に
よ

つ
て
感

じ
ら

れ
て

い
る
。

そ

の
危
機

の
原
因

が

た
と

え
何

で
あ

る

に
せ

よ
、

何

ん

と
か
耐

え

、
或

は
却

つ
て
其

の
中
か

ら
新

し

い
芽

を
出

し

て
仏

教

は
二
千

五

百
年

の
命

脈

を

保

つ
て
来

て

い

る

の
%
.
あ

る
。
飜

つ
て
今

日

の
仏

教

々
団

を
見

る
時

、

ど

の
宗

派

も
危

機

に
臨

ん
で

い
る
と
言

え
よ

う
。

こ

の
危
機

を

ど

う
乗

り
切

る

か
、

又

、

こ
の
危

機

よ
り

ど

の
様

な
新

し

い
芽

を
出

す
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べ
き

か

は
今

日

の
急

務

で

あ

る

が
、

茲

で

は
過

去

の
歴

史

を
顧

て
特

に
初

期

の
仏

教

々
団

に
於

い
て
は

ど

の
様

に
危

機

が
意

識

せ
ら

れ

て

い

た

か

と
言

う

こ
と

を
倹
討

し

て
見

た

い
。
尚

、

教
団

の
危
機

に

つ
い
て
は
内
部

よ

り
と
外

部

よ

り

の
二

に
大
別

出

来

る
が
、

今

は
教

団

内
部

の
事

情

よ
り
起

る
危
機

意

識

に
限
定

す

る
。

教

団

内

部

の
事

情

よ

り

す

る
危

機

意

識

と

し

て

は
種

々
の
場
合

が
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る
が
、

そ

の

二
、

三

の
事

例

を
挙

げ

て

見

よ
う

。

仏

陀

の
教

団

に

と

つ
て

最

も

大

き

な
事

件

は
、

釈
尊

の
入
滅

で

あ

ろ
う

。

日
頃
、

絶
対

的

に
信
頼

も

し
、

よ

り
ど

こ

ろ
と

し

て

い
た
釈

尊

が

入
滅

せ

ら

れ

る

こ
と

は
扇

の
要

を
失

う

に
等

し
き

危

機

で

あ

つ
た
で

あ

ろ
う
。

そ
れ

に

か
ら

む

有
名

な
⑦

律

の
伝

説

が

あ

る
。

仏
滅

後

七

日

程

し

た

時
、

大

迦

葉

が
五

百

の
弟

子

を
率

い
N
葉

波

(
P
�
v
�
)
城

よ

り
倶

尸

那

(K
u
s
i.n
�
r
a
)

城

へ
行

こ
う

と
す

る
途

中
、

一
人

の
裸
形

外

道

に
遇

つ
た

の
で
仏
陀

の
消
息

を
尋

ね

た

と
こ

ろ
、

既

に
入
滅

せ

ら
れ
て
七

日

も
過

ぎ

た

こ
と
を
教

え

て

く

れ

た
。

こ

れ
を

聞

い
た
弟

子

の

中

に
は
、
肚

尊

の
入
滅

の
早

い

の
を

歎

き
悲

し
ん

だ

も

の
、

よ

く

そ

の
悲

に
耐

え
て
諸

行

無
常

の
理

を
悟

つ
た

も

の
等

、
色

々
で
あ

つ
た

が
そ

の

中

の

一
人
'
善

賢

(
S
u
b
h
a
d
r
a
)

と
名

付

け

る
弟

子

は

、

「
今

迄
、

『
か
く

せ
よ
、

か
く
す

べ
か
ら

ず
』

と

口

や
か
ま

し

く
訓

誡

し

た
世

尊

の
亡

く

な

つ
た

蓬
と

に

ょ

り
、
爾

後

は
そ
の
様

な

わ
ず

ら

わ

し
さ

も
な

く
自

由

に

振

舞

う

こ
と

が
出

来

る
」

と
言

つ
て
却

つ
て
喜

ん

だ

の
を

大
迦
葉

は
見

て
、
仏
滅

直

後

で
す

ら
、

こ
の
様

な

こ

と
を
言

う
弟

子

が
あ

る

と
す

れ

ぱ
年

月

が
経

つ
て
後

の
教

団
内

部

の
乱

れ
は
察

す

る

に
余

り

あ
る

と
考

え

て
仏

骨
葬

送

の
後

、

直

ち

に
す
ぐ

れ

た
仏

弟

子

五

百

人

を
選

ん

で
律

と
経

の
結
集

を
行

つ
た
と

言

わ

れ
る
。

こ
の
伝



説

の
歴

史

的

真
偽

は
兎

も
角

と
し

て

こ
の
様

な
事

態

は
確

か

に
想

像

す

る
こ

と
が
出

来

る
。
右

は
矛

一
結
集

の

伝
説

で

あ

る
が
、

そ

の
後

、

数

次

に
亘

つ
て
行

わ

れ
た
結

集

の
行

わ

れ
る

に
至

つ
た
動
機

は

つ

ま
り
教

団

内

に

お
け
る

教
法
、

律

の
異

義

を
統

一
せ

ん
と

す

る
企

て
で

あ

る

。
又

、
事

実

そ

の
様

な
異

義

よ
り
部

派

の
分
裂

も

起

っ
て

い
る

の
で

あ

る

。

し
か

し
部

派

の
分

裂

は
恐

ら
く
真

面

目

な
教

法

に
対
す

る
意

見

の
相

違

に
ょ

つ
て
起

つ
た
も

の
で

あ

ろ

う

か

と

考

え
ち

れ

る

の
で

あ

る
が

、

そ

う

で

は
な

し

に
先

の
葉

波

の
如

く
僧

侶

の
堕

落

よ
り

招

く
危

機

が

一
層

重

大

で

あ

る

こ
と

は
現

存

す

る
経

典

や
律

の
中

に
も

見

う
け

ら

れ
る

の
で

あ

る
。
次

に
そ

の

こ
と

に

つ

い
て
触

れ

て

見

よ
う
。

/05初 期仏教 々団における危機意識

パ
ー

リ
増
支

部

才

五

に

は
正

法

衰

滅

に

つ
い

て
五

つ
の
理

由

を
挙

げ

て

い
る
。

即

ち

比

丘
等

よ
、

こ
れ

ら

の

五
法

は
正
法

の
混

乱
隠

没

を
招

く

も

の

で

あ

る
。

五
法

と

は
何
で

あ

る
か
、
妓

に

比

丘
が
尊

敬

し

て
法

を
聞

か
ず

、

尊

敬

し

て
法

を
暗

ん
ぜ
ず

、

尊

敬

し
て
法

を
受
持

せ
ず

、
尊

敬

し
て
受
持

し
た

る
法

の
義

を
研

究

せ
ず

、
尊

敬

し
て
義

を
知

り
、
法

を
知

り

、
法

に
従

つ
て
行

わ

な

い
、

こ
の
五
法

は

正
法

の
混

乱

隠
没

を
招

く

の

で
あ

る
。

(
一
五
四

)

比

丘
等

よ
、

こ
れ

ら

の
五

法

は
正
法

の
混

乱
隠

没

を
招

く

も

の

で
あ

る
。

五
法

と

は
何

で
あ

る

か
。
茲

に

比
丘

が

経

、
褐

…
…
乃

至
方

広

の
法

を
暗

ん
じ

な

い
。

又

、
聞

け

る

が
如

く
法

を
広

く
他

に
説

か

な

い
。

又

、

聞

け

る
が
如

く
暗

ん
ぜ

る
が
如

く
、
法

を
広

く
他

に
教

え

な

い
。

又

、
聞

け

る
が
如

く
暗

ん
ぜ

る
が
如
く

、

法

を
広

く
反

復

し

な

い
。

又

、

聞

け

る

が
如

く
暗

ん
ぜ

る

が
如

く
、
法

を

心

を

以

っ
て
屡

々
観

覚

せ
ず

、
意

を
以

っ
て
調

べ
な

い
。

(
一
五

五

)
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又
、

こ
れ

ら

の
五

法

は
法

の
混

乱

隠

没

を
招

く

も

の
で

あ

る
。

五
法

と

は
何

で
あ

る

か
。
妓

に
比

丘

が
誤

/

つ
て
組

ま

れ
た

文

句

を
以

り

て
経

を

間
違

つ
て

取

り
、

又

、

誤

つ
て
組

ま

れ
た
文
句

を

以

つ
て
義

が
明

ら

か

な

ら

ず
、

比

丘

が

悪

語

で

あ

り

、

悪
語

の
理
由

に
ょ

つ
て
忍

な

く
教

を
善

く

取
ら

な

い
。

多
聞

に
し

て
阿

含

に
通

じ

た
法

の

受
持

者

、

律

の
受
持

者

、
論

母

の
受
持

者

が
尊

敬

し
て
経

を
他

に

説

か

な

い
。
彼

等

の
死
後

、

経

は
根

が
切

れ
保

護

を
持

た

な

い
上

座

の
比

丘

は
、
賛

沢

に
し

て
遅
緩

、
堕

落

に
先

行

し
遠
離

に
努

力

せ
ず

、

未

だ
達

ぜ
ざ

る
も

の

に
達

し
、

未

だ

到

ら

ざ

る

も

の

に
到

り
、

未

だ

実
現

せ
ざ

る
も

の
を
実

現

す

る
た
め

に

勤

勉

な

ら
ず
、

彼

等

の
後

の

人

々
も

そ

れ

に
慣

う

。

又
、

僧

伽

が
和

合

を
破

り
、

互

に
謗

り
、

互

に
非

難

し
、

互

に
争

い
、

互

に
離

れ
去

り
、

儒

な
き

者

に
信

を
生

ぜ

し
め

ず
、
信

あ

る
者

の

一
部

を
信

を
離

れ

し

め
る

。

こ

の
五
法

は
正

法

の
混

乱

隠

没

を
招

く

も

の
で

あ

る
。

(
一
五

六
)

右

の
文

は
、

要

す

る
に

法

の
理
解

に
、

或

は

た

と

え

理
解

し
て

も

そ

の
法

を
他

に
説

く

こ

と

に
真

剣

で
な

く

徒

ら

に
静

う

当
時

の
僧

侶

達

を
歎

い

た

も

の
で

あ

り
、

こ

の
ま

ま
で

は
正
法

の

隠
没

を
招

く

こ
と

を
憂

え

た
も

の
で

あ

る
。

四

法

滅

の
五

法

に
関

す

る
も

の

は
、
律

に
も

あ

つ
て
、
先

の

パ
ー

り
増
支

部

の
文

で
は
主

と
し

て
法

に
対

し
て

真
剣

で

な

い

こ
と

を
指

摘

し
て

い

る
が
律

で

は
よ

く

似

た
文

で

は
あ

る

が
戒

を
保

た
ず

、
律

を
守

ら

な

い

こ
と

が
法

減

の
五

法

に
加

え
ら

れ

て

駟
る
.

即

ち
の
四

分

律

に
よ

れ

ば
、

声

五
法
嚇冷
"正

法
疾

減

。
何

等

五

。
有
此

丘
{不
諦

受゚
誦
{熹

忘

誤

。
文

不
r異

足
以

教
{余

人
一。

文
既

不
ジ具
。
其
義

有
レ

闕

。

是

為
陸

一
疾

滅

正

法
臼。
復

次
有
納比

糞

。
為

軌僧

中
勝

人

上
座

。
若

一
国

所
届
ホ
。
而

多

疥
持
城

。

但

諺
詰

不



善

法
胸。
放
捨

戒
行
[。

∬
動

精

準

。
未
v碍

而

得

。

未
臨人
而

入
。
未
短

而

証

。
後
生

年

少
比

丘

。
倣

智

其
爺

。
亦

多

破
械

。

修

不̂
善

法
}。
諏
捨

戒

貨

。

亦

丕
動

精
進

。

未
y得
而

得

。
未
レ入
而

入
。
未
短

而

証

。
是

為
'才

二
疾
滅

正

法
㍉
復
次
有
}比

丘
一。
多

聞
芦
法
持
律
鋳

唱摩
第

。
5
似
{所
鯒
7教
ボ余
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆

塞
、
優
婆
蝿

便

命

終

。
彼

既

命

終

冷

法
断

滅
噛。
是

為
矛

三

疾

滅

正

法
一。
復

次

声

比

箕
。

難
r可
口籔

授
脚不
レ受
善

言
輔。

奮

二忍
辱
嘯余

善

比

丘

即
捨

置

。

是

為
隊

四

疾

滅

正

強

。

復

次

有
嘱比

丘
倒。
憙

闘

静

共

相
罵

詈

。
彼

此
静

言

ロ
如
勿

剣
白。

互
求
副

長
短
騨。
是

為
矛

五

疾

滅

正

弦

。

こ
の
文

は
先

の

パ
ー

リ

増
支

部

の

一
五

六

に
極

似

し

て

い

る
が
持
.戒

、
持

律

、
精

進

、

忍

辱
等

が
附

加

せ
ら

れ

て
い

る
。

こ
れ

は
教

団

の
秩
序

が
保

た

れ
ず

に
乱

れ

る
こ

と

に
ょ

つ
て
正

法

が
破

滅

す

る
こ

と

を
強

張

し

て

い

る
も

の
と
見

ら

れ
る

。

こ

の
様

な
文

は
⑤
四

分

律

の
中

・
他

所

に
も

あ

り
十

誦

律

に
も

あ

る

が
、

い
ず

れ
も

パ

ー
リ
増

支
部

の
文

に
ょ

く
似

た

も

の
で
、

多
少

増
広

を

加

え

た

に
過

ぎ

な

い
。
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五

更

に
注

意

す

べ
ぎ

は
、

女

人

の
出

家

に
対

し
て
、

異
常

な
程

の
危
機

を
感

じ

て

い
る

こ

と
で

あ

る
。

④

そ

れ

は
釈
尊

が
姨

母

、
波

闇

波

提

の
出

家

の
懇

請

に
対

し
、

女

子

の
出

家

を
好

ま
な

か

つ
た

が
、
重

ね
重

ね

の
懇

請

に
遂

に
比

丘
尼

は
特

に
八

敬
法

を
守

る

べ
き

こ
と

を
約

し
て
許

可

し
た

と
言

う
伝

説

に
ょ

る
様

で
あ

る
が

、
、
そ

雛

蕪

響
籠
爨
擁
に磐
鐘

嫉

藻

れ
簿

蜂

難
瓧鰻

百年
に

阿

難

よ
。

若

し
婦

人

が

如

来

所
説

の
法

と
律

に
家

よ
り
出

で

て
家

な
き

に
出

家

せ
ざ

れ
ば

、

梵
行

は
永

く

確

立

し

、
正
法

は
千
年

止
住

せ

し

な

る

べ
き

に
、
阿

難

よ
,。
婦

人

が
如

来
所

説

の
法

と
律

に
出

家

せ

し

に
依
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り
、

梵

行

は
永

く
続

く

こ

と

な

く
、

正

法

は
五

百

年

止

住

す

べ
し
。

と
説

か

れ

て

い

る
。

こ

れ

が
正
法

五

百

年

説

の
⑦

起

源

で

あ

ろ
う

と

さ

れ

て

い

る
が
・

又

・
後

に
は
・

一
旦
女

人

の
出

家

で
正

法

は

五

百
年

と

な

つ
た

が
八

敬

法

の
制

定

に

よ

り
再

び

正

法

は
千
年

住

す

る

こ
と

に
な

つ
た

と

言

う
説

も
現

れ
て

い

る
。

そ

れ

は
⑧
婆

沙

論

矛

一
八

三

に
出

る
有

余

師

の
説

で
・

有
余
師
説
。
此

依
㌦右
丕
行
気

尊
重
基
密
億
裄

説
。
謂

若
壌
汝
人

軆出
家
、
不
淦

行
気

尊
重
法
看

、
則
仏

正
法

応
γ

滅
五

百

歳
住
噛。
由
脇仏
ム
詔
彼
行
二八
尊

重

法
髄故
。

正

法

住
レ世

還

満
二千
歳
}。

こ
れ
は
女

人

の
出

家

に

よ

り
、

教

団

内

に

お

い
て
男

女

間

の
風

紀

が
乱

れ
る

こ
と

を
恐

れ

た

こ
と

も

あ

ろ
う

し
、

又

、
当

時

の
極

め

て
女

性

の
地
位

が
低

か

つ
た

イ

ソ
ド

の
風

習
に

も

よ

つ
た

の
で

あ

ろ

う
。

そ

れ

で
は
八
尊

重

法

と
言

い
八

敬
法

と

も
呼

ば

れ

る

も

の

は
ど

ん
な

こ

と

か
と

言

え
ば

、

一
、

受

戒
後

百

歳

の
比

丘
尼

た

り

と
難

も
、

新

に
受
戒

せ

る
比

兵

に
対

し
て
礼

拝

起

迎

す

べ
し
。

二
、

比

丘

尼

は
比
丘

な
き

処

に
於

て
夏

安

居

す

べ
か
ら
ず

。

三

、

比

丘
尼

は
半

月

毎

に
聖

日
教

授

の

時

日

に
関

し
て
豫

め
比

丘

の
示

教

を

受

く

べ
し
。

四

、
比

丘
尼

は
安

居

の
後

、

僧

衆

の
前

に
於

て
、

見

、

聞
、

疑

、

三

事

の
罪

を
講

う

べ
し
。

五
、

比

丘

尼

、
僧

残

の
罪

を
犯

せ
ば

、

比

丘
比

丘
尼

二
部

の
僧

衆

の
中

に
於

て
摩

那

壥

徐

倒
β
画
d
d
餌
)
を
行

う

べ

し
。

六
、

比

丘
尼

は
初

め
沙

彌

尼

と

し

て

六
戒

を
学

ぶ

こ
と
二
年

の
後

、
比

丘

・
比

丘

尼

二
部

の
僧
衆

中

に
於

て

旦
ハ
足
.戒

を
受

く

べ
し

。

七

、
比

丘

尼

は
比

丘

を
罵

る

べ
か

ら

ず

。

八

、
比

丘
尼

は

比
丘

の
罪

を
険

挙

す

る
を
得

ず

と
雖

も
、
比
丘

は
比

丘
尼

の
罪

を
検
挙

す

る
を
得

べ
し
。



の
八

で
あ

る
が

、

こ

の
様

に
列
挙

し

て
見

る

と
、
男

女

間

の
問

題

よ
り

も
、
男

尊
女

卑

の
面

が
強

い
様

で
あ

り
、

比
丘

尼

は
具

足
戒

を

受

け

る
迄

に
沙

彌

尼

と

し

て

六
戒

を
学

ば

ね
ば

な

ら

な

い

こ
と

や
殊

に
矛

八

の
場

合

は
比

丘
尼

に
は
非
常

な

差
別

待

遇

で

あ

る
。

亠
ノ、

初期仏教々団における危機意識/U9

以

上
述

べ
来

つ

た
と

こ
ろ

で
大

体

初

期

仏

教

々
団

に
お
け

る
内

部

の
問
題

よ
り
す

る
危

機

意
識

に

つ
い
て

は

一
応

触

れ
得

た

こ

と

と
思

う

。

大

乗

仏

教
成

立

の

頃

に
な

れ
ば
仏

滅
後

五

百
年

の
教

団

は
像

法

で

あ

る
⑨

と

か
、

或

は
活
命

利

養

の
為

に
塔

や
仏

舎

利

の
供
養

の

み
を
行

つ
て
修

身

、
修

心

、
修

戒

修
慧

を

な
さ

な

い
⑭

と

か
言

う

こ
と
が

問
題

と

な

つ
て

い
る

が
、

そ
の
根

本

は
右

に
あ
げ

た
事

柄

に
起
因

し
て

い

る
と
見

て
差
支

え

な

い
。

最
後

の
女

人

出

家

の
件

は
男
女

同

権

の
現

在

で

は
問

題

は
な

い
が
、

教

法

を
護
持

し
伝

道

し
な

い
こ

と
、

戒
律

を
守

ら

な

い

こ
と

、
内
部

で
静

う

こ

と

の
三
点

は
、
時

、

処

が
異

る

と
雖

も

正

法

を

破
滅

に
導

く

一
大
原

動
力

た
る

こ
と

は
疑

の

な

い

と
こ

ろ

で
あ

る
。

現
在

の
各

宗

教

団

の
内

部
事

情

を
見

る
時

、
筆
者

は
こ

の
三
点

が

悉

く
当

て
は

ま

る
様

な
気

が

し

て
な

ら
な

い
。

全

く
耳

の
痛

い
話

で

あ

る
。

若

し
当

つ
て

い
な

け

れ
ば
幸

で
あ

る

が
。註　
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思
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外
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