
ダ

ン

マ
パ
ダ

ア

ッ
タ
カ
タ
ー
語
義
解
釈

と

他
法
句
経
類

と

の
関
連

に

つ
い
て

高

橋

宏

文

 ダ
ン
マ
パ
ダ
ア
ッ
タ
カ
タ
ー

(
以
下
D
h
p
.
 
A
)
は
周
知

の
通
り
、

ス

リ
ラ
ン
カ
上
座
部
に
伝
持
さ
れ
て
き
た
ダ
ン
マ
パ
ダ

(以
下
D
h
p
)
の

註
釈
書

で
あ
る
。
従
来

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
研
究
は
、
因
縁
物
語

へ
の
文

学
的
興
味

か
ら
の
ア
フ
ロ
ー
チ
が
主
流
で
あ
り
、
各
偶
文
の
語
義
解
釈

の
部
分
は
付
随
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
体
系
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は

一
部
派
に
よ
る
偏
向

し
た
解
釈
か
も
し
れ
な
い
が
、
U
b
P

の
各
偶
を
解
釈
す
る
う
え

で
こ

れ
は
最
も
重
要
な
資
料
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま

た
他

の
法
句
経
類
と
の
関
連
を
調

べ
る
際
に
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
も

の
で
あ
る
。
今
回
は
D
h
p
.第
6
偶
、
第
41
偶
に
対
す
る
語

義
解
釈
上
、
な
ら
び
に
用
語
上
の
相
互
関
係
が
見
受
け
ら
れ
る
点
に

つ

い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
第

6
偶
で
あ
る
が
、

こ
の
中
で
は
パ
ー
ダ
B
に
あ
る
Y
a
m
a
-

m
a
s
eと
い
う
動
詞
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
語
は
以
前
か
ら

そ
の
意

味

す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
て
き
た
。
動
詞
の
形
は

一

人
称
複
数
為
他
言
命
令
形
で
あ
ろ
う
が
、
語
根

は

「努
力
す
る
、
自
制

す
る
」

の
意
の
く
矧
引

で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ヤ
マ

(死
神
)
の
名

動
詞
型
で
あ
る
の
か
が
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
K
-
R
-

ノ
ー
マ
ン
博
士
は
両
方

の
意
味
の
語
呂
合
わ
せ
で
あ

1

ろ

う

と
解

釈

し

て

い
る
。

と

こ
ろ

が
、
ウ
ダ

ー

ナ
ヴ

ァ

ル
ガ

(
以
下

d
v
.
)

の
対

応

箇

所

に

は
d
a
m
m
a
e

と

あ

り
、
y
a
m

に

よ

っ
て

述

べ

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

っ
て
、

そ

こ
に

ヤ

マ

の

観

念

は

見

受

け

ら

(3
)

れ
な
い
。
ま
た
漢
訳
法
句
経
も
同
様
で
あ
り
仏
数
梵

語
法
句
経

で
は

j
m
a
t
b
a

で
、

こ
れ

も

や

は

り
自

制

の
意

で
あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る
。

し

か

し

U
b
p
.
 
A
.
 

の
語

義

解

釈

で

は
次

の

よ

う

に

な

っ
て

い
る
。

こ

の

(5
)
 

解

釈

は

二

つ
の
部

分

に
分

か

れ

、

前

半

で

は

V
a
m

m
a
s
。
に

対

し

て

p
a
m
a
,
 
n
a
s
s
a
,
 
s
a
a
t
m
a
s
a
r
K
q
a
c
c
m
a

と
、

ヤ

マ
の
解

釈

を
示

し

て

い

る

の

に
対

し
、
後

半

で

は

b
b
a
n
d
a
n

a
m

v
n
d
r

v

m
a
と
、

v

＋
y
h
a
m

と
解

釈

し

て

い

る
。

一

方

、

こ
の
偶

は
他

の
パ

ー

り
経

典

中

に

は
、
v
i
n
a
y
a
,
 
m
a
j
i
h
i
m

ダ

ン
マ
パ
ダ

ア

ッ
タ
カ
タ
ー
語
義
解

釈
と
他
法
句
経
類

と
の
関
連

に

つ
い
て

(
高
 

橋
)
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ダ

ン
マ
パ
ダ

ァ

ッ
タ
カ
タ
ー
語
義
解
釈

と
他
法
句
経
類
と

の
関
連

に

つ
い
て

(
高
 
橋
)

j
a
a

ゆ
お

よ

び
。

b
e
p
a

t

(
T
h
a
g
)
に

見

ら

れ
、

そ

れ

ら

に

対

す

る
註

釈

を
調

べ

る

と
、

四

つ
と

も

U
b
b
.
 
A
.
 

の
前

半

部
分

を

共
有

し

て

お
り
、

か

つ
V
i
n
.
 
A
.
 
a
m
a
t
a
は

そ

の
部

分

の
み
、

す

な

わ

ち

「
死
神

の
面

前

に
行

く

べ

し
」

の
解

釈

し

か

な

さ
れ

て

い
な

い
。

そ
れ

に
対

し
T
h
a
g
.
 
A
.
 

は
前

半

部

分

に

加

え

て
、

u

p
.
 
A
.
 

と

同

様

の

v

a
m

a
と

い
う

解

釈

を

、

∪

P
.
 
A
-と

は
全

く
異

な

る
表

現

で
補

足

し

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
偶

に
付

け

ら

れ
た

因

縁

物

語

は
J
a
t
.

Ａ
,
 
V
i
n
.
 
A
.
 

が

U
b
p
.
 
A
.
 

と

同

…様

の

も

の

で
あ

り

、
T
h
a
g
.
 
A
.
 

は
、

こ

の
偶

が

サ
ビ

ヤ
長

老

に
帰

せ

ら

れ

て

い

る
関

係

か

ら

か

別

の
物

語

が

語

ら
れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、

v
i
n
.
 
A
.
 
J
a
t
.
 
A
.
 

は
、

U
b
p
.
 
A
.
 

と

同

じ

物

語

を

語

っ
た

う

え

で

「
ヤ

マ
」

の
解

釈

し
か

述

べ

て

い

な

い

の

で

あ

る
。

こ

の

こ
と

か

ら
私

は

次

の

よ

う

に
考

え

る
。

す

な
わ

ち
、

こ

の
偶

が
作

ら

れ

た
時

点

で

の

オ

リ

ジ

ナ

ル
な
意

味

は

と
も

か
く

、

少

く

と

も

ス
リ

ラ

ン

カ
上

座

部

に

お

い

て

は

a
m

m
a
se

に

対

し

て

「
ヤ

マ
」

の
解
釈
が
伝
統
的
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
-

も

っ
と
も

そ
れ
が
所
謂

シ
ン
ハ
ラ
ソ
ー
ス
ま
で
遡
れ
る
か
に
つ
い
て
は
資
料
的
裏

付
け
は
な

い
が
ー

そ
し
て

∪

p
.
 
A
.
 

作
成
の
時
点
で
註
釈
者
は
、
ブ

ッ
ダ
ゴ
ー
サ
や
j
a
t
.
 
A
.

の
作
者
が
意
識
し
て

い
な
か

っ
た

「努
力
、

自
制
」
の
解
釈
を
、
他

の
法
句
経
類

(主
に
北
方
系
の
も
の
)
か
ら
の
影
.

響
を
受
け

て
、
i

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
意
味
を
も
持
た
せ
る
べ
き
だ

と
い
う
解
釈
が
南
方
で
も
有
力
に
な

っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

-

伝
統
的
解
釈
を
ま
ず
踏
襲
し
て
述
べ
た
う
え
で
、
こ
の
偶
に
添
え
ら
れ

た
因
縁
物
語
を
考
慮
し
つ
つ
後
半
部
分
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
、
T
h
a
g
.
 
A
.

の
作
者
と
さ
れ
る
ダ

ン
マ
パ
ー
ラ
は

∪

p
.
 
A
-
の
解

釈
を
意
識
し
つ
つ
、
か

つ
∪

p
.
 
A
.
と
は
異
な
る
自
ら
の
因
縁
物
語
を

考
慮
し
て
T
h
a
g
.
 
A
.
 

の
後
半
部
分
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

次

に
第

41

偶

で
あ

る

が
、

こ
れ

は

d
v
.
 
お

よ

び

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

法

句

経(3
)
(G
u
h
p
)
に
も

相

当

偶

が

見

ら

れ

る
。

そ

れ

ら

を

比

較

し

た

際

、

U
b
p
.
 の
c
h
u
d
h
o
に
対

し
、
d
v
.
で

は

n
n

o
、
G
U

p
.
 で

は
t
u
c
h
u

と

な

っ
て

お
り

、

ま
た

n
pa
tt
a

に

対

し

て

は

B
v
.
は

n
p
a
s
ta
m
、

G
U
p
-

は
n
a
a

と

な

っ
て

い

る
。

パ

ー

り

の

c

d
d
b
a

と

い

う

語

に

対

し

て

諸

註

釈

は
a
p
a
v
d
b
a
(
a
p
a
-
a
h
d
h
)「
棄

て

ら

れ

た
」
、

あ

る

い

は

c

a

ta
(
k
s
i
p
)「
投

げ

捨

て
ら

れ

た

」

と

い

う

解

釈

を

施

し

て

い
る

が
、

語

源

的

研

究

が

先

学

の
諸

博

士

に

よ

っ
て

既

に
な

さ
れ

て

い

る
。

そ

れ

に

よ

る

と
通

常

言

わ

れ

て

い

る

s
K
t
.の
語

根
a
s
l
k
g
j
w
p
o
f

か

ら

考

え

る

の
は

困

難

で

あ

る

と

さ
れ

て

お

り
、

J
-

ブ

ラ

フ
博

士

は
語

源

を

古

ヒ

ン
デ

ィ
ー
語

に

求

め

て

い

る
。

そ

こ

に

は

「
棄

て

ら

れ

た
」

と

い
う

意

味

の
語

と
類

似

の
語

に

「
無

用

な

」

と

い

う

意

味

が

あ

り
、

こ
れ

が

G
U
b
p
.
 の
t
c
b
n
す

な

わ

ち
t
u
c
h
o
.に
通

ず

る

と

い
う

指
摘

を

し

て

い

る
。

そ

し

て
ま

た

U
b
p
.
の

c
b

d

O
を

d
v
.
G
p

で

は
n
p
a
s
t
a
m
n
r
b
a

で
受

け
、

p
.
の

n
p
a
tr

を
s
m
P
t
n

で
受
け
て
、
偶
全
体

の
意
味
に
極
端

な
違

い
が
出

な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
第
41
偶
に
対
す
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る

∪

p
.
 
A
.
 

の
註

釈

は
次

の

よ
う

に

な

っ
て

い

る
。

k
r
q
a
p
a
m
.
s
g
s
f
d
s
f
e
 
l
k
u
o
m
 
g
y
u
f
l
 
o
g
i
h

(
以
下
略
)
。

つ
ま

り
.

斜

体

で
記

述

し
た

言

い
換

え

の
部

分

と
.

G
U
b
p
.
 
と

の

一

致

が

認

め

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

ブ

ラ

フ
博

士

は

こ
の

こ
と

も
指

摘

し

て

い
る

が
.

偶

然

に

し

て

は

一
致

し
す

ぎ

る
と

し

て
次

の

よ

う

な
両

方

向

へ
の
仮

説

を
立

て

て

い

る
。

す

な

わ

ち
.

(1)

G
 
U
h
p

の
方

が
古

い
形

を
表

し

て

お

り
.

u
b
p
.
が
韻

律
的

な

形

に

直

し

た

際
.

古

い

語

句

が

註

釈

の
中

に
保

存

さ

れ
た

。

(2)

U
b
p

の
形

の
方

が
古

く
.

G
O
b
p
.
も

し

く

は

そ

の
系

統

の
法

句

経

が
.

註

釈

を

参

照

し

つ

つ
韻

律

に

あ

ま

と

ら

わ

れ

ず

に
再

構

成

し
た
.

と

い
う

の

で
あ

る
。

し

か

し
他

の

パ

り

ー

リ
註

釈
文

献

に

お

い

て

は

a
d

に

対

し

て

=
p
a
.

s
e
ss
t

に

対

し

て

s
a

sa

と

い
う

言

い
換

え

は

一
般

的

に

見

ら

れ
.

ま
た

a
p
e
ta
に

対

し

て

a
p
a
q
a
ta

と

い
う

表

現

も

少

な

か

ら

ず

見

受

け

ら

れ

る
。

そ

し

て

t
c
c
b
O

と

い

う
語

も
.

a
p
a
Q
a
ta
v
n
n
g

a
t

a
を

意

味

的

に

補

足

し
た

も

の
と

思

わ

れ
.

c
b

d
d
b
O
の
言

い
換

え

と

は

必

ず

し

も

言

え

な

い
。

従

っ
て

G
u
ゲ
p
.
の
系

統

の
法

句

経

を

意

識

し

て

∪

p
.
 
A
.
 

が

作

ら
れ

た

と

は
考

え

に

く

い
。

も

っ
と

も
.

だ

か

ら

と

い

っ
て
短

絡
.的

に

∪
p
.
 
A
.
 
か

ら

G
u

p
.
の
系

統

の
法

句

経

が
作

成

さ

れ

た

と

は

言

え

な
い
が
.
少
な
く
と
も
そ
の
接
点
を

U

p
.
 
A
.
 

に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
際
.
ブ
ラ
フ
博
士
の
指
摘
に
も
あ
る

よ
う
に
.
c

d
d
b
O
の
意
味
と
t
u
c
h
uの
意
味
と
の
混
同
か
ら
t
u
c
h
u

を
採
用
し
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
.

そ
し

て
.
d
v
.
 
で
は

cb
d
.
 
に
匹
敵
す
る
語
を
も
た
な
い
た
め
に
t
u
c
h
u

の
解
釈
の
影
響
を
受
け
.
よ
り
仏
数
的
色
彩

の
濃

い
s
u
n
y
a
の
語
を
使

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ブ

ラ
フ
博
士

は
.
果
し
て
パ
ー
り
の

註
釈
が
北
西
イ
ン
ド
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
.
森
祖
道
博
士
に
よ
る
.
三
蔵
の
古
註
の

一
部
は
イ
ン
ド
本
土
で

成
立
し
た
と
い
う
説
に
よ
れ
ば
.
G
u
g
.
 の
系
統

の
法
句
経
に
影
響
を

与
え
た
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
。
も

っ
と
も
.
こ
れ
に
は
明
確
な

資
料
の
裏
付
け
が
存
在
せ
ず
.
飽
く
ま
で
も
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で

は
な
い
が
.
u

p
.
 
A
.
 

の
語
義
解
釈
と
他
の
法
句
経
と
の
関
連
を
示
唆

す
る
貴
重
な

一
例
と
言
え
よ
う
。

2
 
f
d
e
k
 
h
u
k
t
f
d

法

句
経

双
要

品

6
.

大

正

4
.

6
2
a
。

4
 
k
l
t
r
t
 
d
f
w
k
l
f
 
s
a
f
e
w
j
 
l
t
z
j
t
 (
た

だ

し

R
o
tb

版

は

2
5
5
)｡
f
d
r
f
f
g
 
l
n
d
s
f
 
g
f
h
r

版
)

p
.6
5
.2
2
行

目
 
A
t
h
a
 
b
v
a

以

下
を

後

半

と

す

る

。
 

6
 
a
s
l
k
f
j
o
 
a
s
f
j
o
e
 
a
l
f
k
j
a
e
s

1
1
 
s
f
o
e
f
j
 
a
l
f
j
e
 
l
k
a
f
j
o
e
j
 
a
l
f
j
a
 
第

1
5
3偶

お
よ
び
.

そ

の

c
o
m
m
e
n
tp

参
照
。
 

9
 
U

p
.
A
.
p
.
32
0
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