
初

期

ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け

る
僧

・
尼
僧

の
宿

泊
所

仏
教
と
同
様
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
も
、
雨
季
に
は
、
「僧
も
尼
僧
も
遍
歴

し
て
は
な
ら
な
い
」
 (
1
.
3
6

)
 と
言

っ
て
雨
安
居
を
命
じ
て
い

る
。
 そ

の
訳

は
、
 
1
.
3
6
 

に

対

す

る
 
(
1
)
 に
よ

る
と

、

「雨

の
中

を

行

く

者

は

、
六

つ
の
身

を

殺

傷

す

る

の

で
、

(
ⅰ
)
 "
他

の
生

き

も

の

に
対

し

て
自

分

を

抑

え

る

こ
と

"
 
(
２
)

を

破

る

か

ら

で
あ

り
、

併

せ

て
 
(
ⅱ
)
自

身

を
傷

つ
け

る

か

ら
」
 で
あ

る
。

六

つ

の
身

と

は
、
 地

・
水

・
火

・
風

・
植

物

・
動

物

の
身

体

で
、

そ

れ

ら

は
以
下

の
よ

う

に
傷

つ
け

ら

れ

る
、

と

は
言

う

。

「①

雨
季

に
は

〈人
通
り
が
少

な
く
〉
道

が
踏

み

つ
け
ら
れ

る
こ
と
が

〈殆
ど
〉

無

い
か
ら

〔地

に
は
命

が
あ

る
。

し
か
る

に
歩
く

こ
と

に
よ

っ
て
〕
地
身

が

傷

ら
れ

る
。
②

水

に
濡
れ

た
道
を
行
く

こ
と

に
よ

っ
て
、
水
身

が
傷

つ
け
ら
れ

る
の
は
明
白

で
あ

る
。
③

持

ち
物

が
水

で
濡

れ
た

こ
と

で
、
そ

れ
を
乾

か
そ
う

と
思

う

こ
と

が
あ
ろ
う
。
そ
う

い
う
考
え
を
起

こ
す

こ
と
に

よ

っ
て
火
身
を
傷

つ
け

る
罪

を
犯
す

こ
と
が
あ

る
だ

ろ
う
。

④

雨
風

が
吹

い
て
い
る
と

い
う

こ
と

で

〈風

を
切

っ
て
〉
急

い
で
行
き
、

そ
れ
に
よ

っ
て

風
身

を
傷

つ
け

る
。
⑤

雨
季

に
は
地
上

に
ド

ゥ
1

ル
ヴ

ァ
等

の
植
物

身
が

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十
四
巻
第

一
号

平
成
十
七
年
十
二
月

奥

田

清

明

生
え

る
。
水

が
あ
る
か
ら
菌

の
癒

合
が
起

こ
る
。

こ
の
よ
う
に

〈
、
歩

み
行

く

こ
と

に

よ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
〉
植

物

身

を
傷

つ
け

る
。
⑥

雨

季

に

は

臙
脂
虫

・
蛇

の
子
等

多
数

の
 
"逃
げ

る
も

の

・
動

く
も

の
"
が
地
上
を
行
く
。

そ
う

い
う
訳

で

〈雨
中

を
歩
く

こ
と

に
よ

っ
て
〉

"動

く
も

の
"

の
殺

傷

が

行
わ
れ

る
で
あ

ろ
う
。
」

こ
れ

が

"
他

の
生

き

も

の

に
対

し

て
自

分

を

抑

え

る

こ
と
"
 が
破

ら

れ

る
実

態

で
あ

る
。

次

に
、

"自

己

を
傷

つ
け

る
"
 と

い
う

こ
と

に

つ

い
て
、

「自

己

の
損

傷

は
多

様

で
あ

る
。

す

な
わ

ち

、
①

泥

に
よ

っ
て
粘

液
性

の
あ

る
道

で

足

を
と

ら

れ

る
。

②

平

坦

で

な

い
所

で
 
〈
躓
い

て
〉

倒

れ

る
。
③

水

中

の
見

え

な

い
鉄

釘

や

棘

が

足

に
刺

さ

る
。
④

突

然

、
渓

流

が

増

水

し

て
、

あ

ら

ぬ
方

向

へ
流

さ

れ

る
、

等

々

、
多

様

〈
な

あ

り
方

で
〉

自

身

が
傷

を
受

け

る
。
」
　

と
述

べ

る
。

と

い

っ
た

注

釈

で

は
、

あ

る

行

為

を

禁

じ

る
場

合

、

上

の

二

つ
の
理
由

の
ほ

か

に

、

(
ⅲ
)

"
御

祖

師

様

の
教

え

を

破

る

罪

"
、

(
ⅳ
)

"
〈
他

の
僧

も

真

似

る

で
あ

ろ

う

と

い

1



初
期
ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊

所
 
(奥

田
)

う

訳

で
、

悪

事

は
そ

の
者

だ

け

に

〉

留

ま

ら

な

い
罪

"
、

(
v
)

"
 
間

違

っ
た
考

え

に
赴

く

罪

"
 が
根

拠

と

さ

れ

る
が
、

1
.
3
6
 

に
対

す

る

で

は
、

(
i
)

(
ⅱ
)

以

外

に

は
、

「
"御

祖

師

様

の
教

え

を
破

っ
て

い
る
"
 
の
は

明
白

で
あ

る

。

聖

典

に

四

ヶ
月

の
こ

の

期

間

に
歩

き
回

る

こ
と

が

禁

じ

ら

れ

て

い

る

か

ら

で
あ

る
」
 と

、

(
ⅲ
)

だ

け

が

理
由

に
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

三

つ
の
理
由

で
も

っ
て
雨

季

の
遍

歴

は
禁

止

さ

れ

る
が

、

「村

が

人

か

ら
非

難

さ

れ

た

り
、

王

に

よ

っ
て
災

い
を
齎

さ

れ
た

り
、

焼

け

果

て
た

り
、

食

べ
物

が
無

く

な

っ
た

り

、

水

に
浸

さ

れ

た
り

し
た

場

合
、

〈
つ
ま
り

〉

こ
の
よ

う

な
修

行

や
遍

歴

を
妨

げ

る

こ
と

が
起

こ

っ
た

場
合

は

、
時

が

雨

季

で

あ

っ
て
も

、

そ

こ
よ

り

出

て
行

か

な

け
れ

ぼ

な

ら

な

い
。
」

(
1
.
3
6
 

へ
の

)
 と

言

う

よ

う

に
、

こ

の

よ

う

な

場

合

に

は
、

そ

の
よ
う

な

村

か

ら
出

て
行

く

こ
と

が
命

じ

ら

れ

て

い
る
。

か

か

る
例

外

は

あ

る

が
、

基

本

的

に

は
雨

季

に
は

あ

る

所

か
ら

他

所

へ
の
僧

の
移

動

は
許

さ

れ

な

い

の
で
あ

る
。

遍

歴

は
、

「僧

も
尼

僧

も

寒

季

と
暑

季

に

は
遍

歴

し

て
よ

い
。
」

(
1
.
3
7

)

と

あ

る
よ

う

に
、

寒

季

と

暑

季

に
行

う

も

の

で
、

行

き

先

は

「僧

・
尼

僧

共

、

東

は

ア

ン
ガ

ー

マ
ガ

ダ

、

南

は

カ

ウ

シ

ャ

ン

ビ

ー
、

西

は

ス

ト

ゥ
ー

ナ

地

方

、

北

は

ク

ナ
ー

ラ
地

方

ま

で
行

く

こ
と

が

で
き

る
。

敬

度

な

人

た

ち

の
土

地

の
あ

る
所

ま

で
行

く

こ
と

が

許

さ

れ

る
。

そ

れ

よ

り
先

に

は

行

け

な

い
。

た

だ

し

正

し

い
信

仰

・
認

識

・
生

活

が
生

き
生

き

と
行

わ

れ

て

い
る
な

ら
、

行

っ
て

よ

い
」

(
1
.
4
9

)
(
3
)
 

と
、

ジ

ャ

イ

ナ
教

の
修

行

が

活

発

に
行

わ

れ

て
い
る

所

で

あ
り

、

「巨

大

な
勢

力

が
争

っ
て

い
る

国

に

は
、

そ

の

よ
う

な

時

、

入

っ
た

り
、

出

た

り
、

出

入

り

し

て

は

な

ら

な

い
し
、

そ

の

よ
う

な

こ
と

を

行

っ

て

い
る
者

を
容

認

し

て
は

な

ら

な

い
。
.
 
.
 
.
 

」

(
1
.
3
8

)
 と

、
争

い
の
あ

る
国

は
避

け

る
。

寒

季

と

暑

季

に
遍

歴

す

る

の
は
、

そ

の
時

に

は

「
土

が
乾

燥

し

て

い

る
か

ら

、
遍

歴

し

た
と

こ
ろ

で
、

"
他

の
生

き

も

の
に
対

し

て
自

分

を

抑

え

る

こ
と

"

を
破

る

こ
と

が
な

い
し
、

"自

分

を
傷

つ
け

る

こ
と

"
 も

あ

り

え

な

い
か

ら

で
あ

る
」
 (
1
.
3
7
 
へ

の

)
。

行

き

先

が

、

「
〔
と
げ

・
垣

根

・
壁

な

ど

で
〕

囲

わ

れ

て

お
り

、

そ

の

外

側

に

は

家

並

み

の
な

い

〈、

こ

の
よ

う

な

〉

村

・
自

治

都

市

・
よ
く

防

備

さ

れ

た

町

、

身

分

の
低

い
者

の
住

む
町

、

二
十

マ
イ

ル
先

ま

で
家

の
な

い
村

や

町

、
舟

や

車

馬

に

よ

っ
て

こ
そ
行

け

る
町

、

鉱

山

・
港

町

・

市

場

町

・
王

都

・
巡

礼

地

・
野

営

地
　

・
牧

人

の

屯

所

・
小

村

落

・
市

場

で

あ

る
場

合

、

そ

こ

に

は
、

僧

は

寒

季

と

暑

季

に

一
月

間

〈
だ

け
〉

住

む

こ

と

が

で

き
」

(
1
.
6
)
、

「
〔と

げ

な

ど

で
〕

囲

わ

れ

て
お

り

、

そ

の
外

側

に
家

並

み

の
あ

る

〈、

こ

の

よ
う

な

〉

村
.
.
.

市

場

に

は
、
僧

は
寒

季

と

暑

季

に

二
月

間

〈
だ

け
〉

住

む

こ
と

が

で
き

る
。

す

な

わ

ち

〈村

な

ど

の
〉

内

に

一
月

、
外

に

一
月

で

あ

る
。

内

に

住

む
者

は
内

で
托

鉢

を

し
、

外

に
住

む

者

は
外

で
托

鉢

〈
を

し

な

け

れ
ぼ

な

ら

な

い
〉
」

(
1
.
7
)
。

「
一

月

以

上

住

む

と
、

〈村

民

と

〉

過

剰

に
親

し

く

な

っ
て
、

敬

わ

れ

な

く

な

る
。

女

性

と

し

ぼ

し
ぼ

会

っ
て
話

を

す

る

こ
と

な

ど
が

あ

っ
て
、

2



破
戒
を
行

っ
た
り
、
自
分
を
破
滅
に
導
い
た
り
す
る
。
長
く
住
む
と
、

金
持
ち

の
家
長

の
方
に
僧

へ
の
厚

い
友
情
が
生
じ
て
、
家
長
はに

よ
る
と
、

は

が
元
で
、
途
中

を
経
て
、
こ
の
表
現
に
至
っ
て
い
る
。
意
味
は

「殺
生
の
行
為
」

で
あ
る
。)
な
ど
の
答
に
汚
れ
た
食
べ
物
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

上
、
何
時
そ
や

〈僧
と
〉
興
じ
る
こ
と
に
強

い
喜
び
を
覚
え
て
、
男
た

ち
や
女
た
ち
は

〈僧
と
の
〉
別
れ
の
辛
さ
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
長
く
住
め
ぼ
聖
地
も
魅
力
が
無
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
悪

い
結
果
が
僧
に
生
じ
る
の
で
、
暑
季

・
寒
季
、
合
わ
せ
て
八
ヶ
月
に
は
、

村
な
ど
に

一
月
間
だ
け
住
む
の
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
長
く
は
許

さ
れ
な
い
」
(
1
.
6
へ
の

)
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「不
測
の
事
態
が
生
じ
た
時
に
は
、
〈
一
月
を
越
え
て
住
む

こ
と
が
〉
許
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
阿
閣
梨
た
ち
の
身
体
が
虚
弱

で
、
そ
の
者
た
ち
に
相
応
し
い
食

べ
物

・
飲
み
物
な
ど
が
近
く
の
村
な

ど
で
得
が
た
い
な
ら
、
そ
の
時
は
少
時
、
ま
た
僧
が
病
気
に
な
り
、
他

所
に
薬
草

、
薬
物
な
ど
が
得
ら
れ
な
い
時
は
、

一
月
を
越
え
て
も
快
復

し
て
い
な

い
場
合
、
そ
れ
だ
け
の
期
間
そ
こ
に
住
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

も
し
病
人
が
快
復
し
た
な
ら
、
そ
の
時
は
そ
れ
故
に
そ
の
場
所
か
ら
出

て
行
く
べ
き
で
あ
る
」
(
1
.
6
へ
の

)
。

初
期
ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿

泊
所

(奥
 

田
)

一
方
、
尼
僧
は

「〔と
げ
な
ど
で
〉
囲
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
側
に
家

並
み
の
な
い

〈、
こ
の
よ
う
な
〉
村
.
 
.
 
.
 

王
都
に
、
寒
季
と
暑
季
に

二
月
間
住
む
こ
と
が
で
き
」
(
1
.
8

)、
「〔と
げ
な
ど
で
〕
囲
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
外
側
に
も
家
並
み
の
あ
る

〈、
こ
の
よ
う
な
〉
村
.
 
.
 
.
 

王
都
に

は
、
寒
季
と
暑
季
に
四
ヶ
月
間
住
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

〈村

な
ど
の
〉
内
に
二
ヶ
月
、
外
に
二
ヶ
月
で
あ
る
。
内
に
住
む
者
は
内
で

托
鉢
を
し
、
外
に
住
む
者
は
外
で
托
鉢

〈を
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
〉
」

(
1
.
9)。

こ

の
1
.
6～
1
.
9と

の
内

容

を
整

理

し

て
、
8

～
1
1
は
次

の
よ

う

に
言

う

。

「囲

い
の
外

に
家
並

み

の
な

い
村

な
ど

に
、
寒
季

と
暑
季

〈
か
ら

な
る
八

ヶ

月

の
問
〉

に
僧

は

一
ヶ
月
だ
け
住
む

こ
と
が
で
き
る
。

(8
)

囲

い
の
外

に
家

並

み

の
あ

る
村

な
ど

に
は

二
ヶ
月
間
住

む

こ
と

が

で
き

る
。

村

な
ど

の
内

に
住
む
者

は
、

そ

の
内

で
托
鉢
を
行

い
、
外

に
住
む
者

は
外

で

托
鉢

を
す
る
。

(9
)

一
ヶ
所

に
長

く
住

む
と
、

〔信
者

と

の
間

に
お
互

い
に
〕
 情

が
移

る

こ
と

が

あ
る
し
、
逆

に

〔信
者

に
〕
飽
き
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

〈信
者

に
〉
情

が
移

っ

て
 
"殺

生

の
行
為
が
行

わ
れ
た
食

べ
物
を
受
け

る
"
 こ
と
も
あ

る
。
破
戒

を

行

っ
た
り
、
自

ら
を
破
滅
に
導

い
た
り
す
る

こ
と
も
あ
る
。

(
10
)

尼
僧

に

は
僧

の
滞

在
期

間

の
二
倍

〈
の
期

間
〉

が
 
〔各

所

で
許

さ
れ

る
〕
。

そ
れ
は

"性
行
為
を
行

わ
な

い
"
等

の
誓
を
護

ら
せ
る
為

に
そ
の
よ
う
に
説

か
れ
る

の
で
あ
る
。

(11
)
」

上

記

の

「村

乃

至

王
都

が

、

そ

れ

に
囲

い

が

あ

り
、

門

が

一
つ
、

出

3



初

期
ジ
ャ
イ
ナ
教

に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

入
り
口
が

一
つ
で
あ
る
場
合
は
、
僧
と
尼
僧
は

〈そ
の
村
乃
至
王
都
に
〉

同
時
に
住

む
こ
と
が
で
き
な
い

」

(
1
.
1
0
)
 
が
 

「囲

い
が

無

く

、

門

も

無

く
、

出

入

り

自

由

の
出

入

り

口
だ

け

と

い
う

所

に

は
、

同

時

に
住

む

こ

と

が

許

さ

れ

る

(
.
 
.
 
.
 

)
」

(
1
.
1
1

)
。

そ

の
訳

は

「
出

入

り

〈
口
〉

が

一
つ

の
閉

ざ

さ

れ

た

場

所

。

そ

こ
に

一
緒

に
住

む
者

た

ち

は
、

行

っ
た

り
来

た
り

す

る
中

に
多

く

の
罪

を
犯

す

」

(
1
.
1
0
 

へ

の

)
 
か

ら

で

あ

る
。

そ

れ

に

対

し

て
、

「
.
 
.
 
.
 

、
(
5
)
 

多
く

の
門

が

あ

る

所

で

は
住

む

こ
と

が

許

さ

れ

る

。

〔僧

・

尼

僧

が
出

会

う

こ
,と

が

な

い

の
で
、
〕

托

鉢

に
出

た

り
、

排

便

の
場

に

行

っ
た

り

し
易

い

の

で

同

時

に
住

ん

で

よ

い

の

で
あ

る

」

(
1
.
1
1
へ
の

1
3

)
。

村
乃

至

王

都

に
は
、

湖

・
沼

・
池

・
川

な
ど

が

あ

る

こ
と

が

あ

る

が
、

そ

れ
ら

の

「水

辺

に

は
僧

も

尼

僧

も

、

〈
宿

泊

は

お

ろ
か

〉
、

立

っ
た
り

、

座

っ
た

り

、

横

に

な

っ
た

り

、

眠

っ
た

り
、

立

ち

な

が

ら

眠

っ
た

り

し

て

は
な

ら

な

い
。

食

べ
物

や
飲

み
物

・
果

物

・
香

辛

料

を

摂

っ
て
は

な

ら

な

い
。

大

小
便

や

疾

・
鼻

糞

を

排

し

て
は

な

ら

な

い
。

学

習

を

し

て

は
な

ら

な

い
。

真

理

を

思

索

し

て
は

な

ら

な

い
。

直

立

不

動

の
姿

勢

を

し

て
は

な

ら

な

い
。

片

足

で
立

っ
て

は
な

ら

な

い
。
」

(
1
.
1
9

)

と

言

う

。

そ

の
よ

う

な

こ

と
を

す

る

と
、

「生

き

も

の
が
水

を

飲

む
時

に
障

害

と

な

る
。

人

々

が
非

難

す

る
。

動

物

が
牙

や
角

で

〈僧

・
尼

僧

を

〉

傷

つ
け

る
。

〈
こ
れ

ら

に

よ

っ
て
、

生

き

も

の

に
対

し

て
〉

自

制

を

行

わ

な

か

っ

た

り
、

自

分

が

傷

つ
い
た

り

す

る
」

(
1
.
1
9
へ
の
1
9

)

か

ら

で

あ

る
。宿

泊

し

よ
う

と

す

る

建

物

が

「店

、

大

道

に
面

す

る
家

、

三

叉

路

・

四

叉
路

・
六

叉

路

上

の
家

、

市

場

に
立

ち
並

ぶ
店

で
あ

る
場

合

、

そ

れ

ら

に
尼

僧

は

宿

泊

し

て

は

な

ら

な

い

(

)
」

(
1
.
1
2

)
。

「人
の
出
入
り
が
多

い
の
で
学
習
等
が
全
く
行
え
な
い
。
ま
た
、
い
ろ

い
ろ
な
人
を
見
た
り
A
結
婚
式
な
ど
の
祭
事
を
見
た
り
し
て
、
昔
を
思

い
出
し
て
心
が
乱
れ
る
。
愛
人
に
よ

っ
て
連
れ
去
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
に
よ
っ
て
破
戒
を
犯
し
た
り
、
自
ら
を
破
滅
に
導

い
た
り
す
る

こ
と
が
あ
る
か
ら
」
(
1
.
1
2

へ
の

)
で

あ
り
、
「男
た
ち
の
到
来
は
、

尼
僧
に
と
っ
て
罪
を
犯
す
原
因
と
な
り
う
る
」

(
1
4
ｃ
ｄ

)
 か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
僧
は
宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
1
.
1
3

)。
「男
性
で
あ
る
こ

と
か
ら
僧
に
は
害
が
及
ぼ
な
い
か
ら
で
あ
る
」

。

「戸
口
の
開
い
た
家
に
は

、
尼
僧
は
宿
泊

で
き
な
い
。
〔た
だ
し
、
あ
る
村
よ
り
遅
く
帰

っ
て
来
て
、
宿
泊
予
定
の

村
に
夕
方
に
着

い
て
、
他

に
相
応
し
い
家
が
な

い
と
、

一
夜
な
い
し
二

4



夜

は
宿

泊

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

し
か

し

そ

の
時

に
は
、
〕

一
枚

の
筵

な

ど

を

家

の
中

に
掛

け

、

さ

ら

に

一
枚

の
筵

な

ど

を

家

の
外

に
掛

け

て
、

〈
こ
れ

ら

を
〉

帳

と

し

て
宿

泊

す

る

こ
と

が
許

さ

れ

る

き

」

(
1
.
1
4

)
。

「尼

僧

は
女

性

で
あ

る

こ
と

か

ら

"
性

交

を

行

わ
な

い
"

〈
と

い
う

誓

い
を
〉

守

り

に

く

い
」

か

ら

で

あ

る
。

僧

は
し

か

し
、

そ

こ
に
宿

泊

で
き

る

(
1
.
1
5

)
。

「男
性

で
あ

る
か

ら
勇

気

と

力

が
あ

る

の

で
、
裸

体

で

い

て
も

危

険

は
な

い
。

そ

う

で

あ

る

か

ら

他

に
相

応

し

い
家

が

な

い
場

合

、

戸

口

の
開

い
た
家

で
も

宿

泊

が
許

さ

れ

る
」

の
で

あ

る

。
1
7
d
 

に

よ

る
と

、

「
男

性

で
あ

る

こ
と

か

ら

、
災

い

は
な

い
」

か
ら

で
あ

る
。

「
絵

が

壁

に

掛

け

ら

れ

て

い

る

家

に

は

、
僧

も

尼

僧

も

宿

泊

で

き

な

い
」

(
1
.
2
0

)
。

「絵

の
無

い
家

に

は

宿

泊

す

る

こ
と

が

で
き

る
」

(
1
.
2
1

)
。

そ

の
訳

は
、

絵

を

見

て

「笑

っ
た

り
、

興

味

を

示

し

た

り
、

楽

し

ん

だ
り

、

過

去

の
性

交

を
思

い
出

し

た

り
、

感

情

の
変

化

を

き

た

し

た

り

す

る
等

、

い
ろ

い
ろ

な
害

が
生

じ

る
か

ら
」

で
あ

る
。

「〈絵

の
な
い
家
で
あ
っ
て
も
、〉
在
家
者
の
庇
護
の
な
い
場
合
は
、
(
6
)

尼

僧
は
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
。

」

(
1
.
2
2

)
「庇
護
が
あ

っ
て

初
め
て
宿
泊
す

る
こ
と
が

で
き
る
」
(
1
.
2
3

)
。

初
期

ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け

る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

「庇
護
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
在
家
者
は
、
恐
ろ
し
い
禽
獣
や
泥
棒

か
ら
彼
女
た
ち
を
守

る
。
守
る
こ
と
が
彼

の
義
務
な

の
で
あ
る
。
」

(
2
1

)
は
、

。
1
.
2
2

と
2
3
の
規
定
の
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
。

「〔そ
の
場
所
に
食
肉
獣
や
盗
人
等
が
多
数
お
り
、
そ
の
危
険
か
ら
守

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
"私
た
ち
は
宿
泊
を
願

っ
て
い
ま
す
。
守

っ

て
く
だ
さ
い
。"
な
ど
と
〕
在
家
者
に
庇
護
を
求
め
た
上
で
僧
は
宿
泊

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔庇
護
さ
れ
る
必
要
が
な
い
場
合
は
、
在
家
者

の
〕
庇
護
を
求
め
ず
と
も
僧
は
宿
泊
し
て
よ
い
」

(
1
.
2
4

)。

「男
性
は
意
志
が
強
く
体
力
が
あ
る
か
ら
、
僧
に
は
こ
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
が
、
女
性
は
庇
護
の
要
不
要
に
拘
ら
ず
、
庇
護
を
求
め
ず
に

は
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。

「〔家
財
の
そ
ろ
っ
た
〕
(
7
)

在
家
者
の
家
に
は
、
僧

・
尼
僧
共
、
宿
泊
し

て
は
な
ち
な
い

」
(
1
.
2
5

)。
家
財
を
備
え
た
在
家
の
家

に
宿
泊
す
る
と
、
破
戒

を
行
い
、
自
ら
を
破
滅
に
追

い
や
る
、
多
く
の
災

い
が
僧

・
尼
僧
に
起

こ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
家
に
あ
る
衣
類
や
装
飾
品

・
寝
台
等
を
見
て
、

"私
に
も
か
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
衣
類
や
装
飾
品
な
ど
が

あ
っ
た
。"
と
い
う
在
家
時
の
記
憶
が
生
じ
、
破
戒
を
犯
す
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
衣
類
や
装
飾
品
等
を
取
る
た
め
に
盗
み
を
働
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。
か
く
て
僧

・
尼
僧
に
在
家
者
は
疑
い
を
か
け
、
警
察
官
を
遣

っ

て
か
れ
ら
を
捕
ま
え
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
僧

・
尼
僧
は
自
己
を
破

滅
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
訳

で
僧

・
尼
僧
は
、
家
財

5



初
期

ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

を
備
え
た
在
家
者
の
家
に
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(以
上

1
.
2
5

に
対
す
る

の
意
訳
)。

「
〔家

財

の
殆
ど
無

い
〕
在
家
者
の
家
に
は

、

僧

・
尼
僧

共
、
宿
泊
し
て
よ
い
の
で
あ
る
」
(
1
.
2
6

)。
「上
に
述
べ
た
災

い
が
起

こ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

。

尼
僧

の
住
む
家
は
勿
論

(
3
.
1

)、
「女

の
住
ん

で
い
る
家
に

僧
は
宿
泊
で
き
な
い
」
(
1
.
2
7

)。
「男
だ
け
の
住
む
家
に

は

宿
泊
し
て
よ
い
」
(
1
.
2
8

)
。

1
.
2
7

と
1
.
2
8に
対
す
る

に
よ
る
と
、
「女
性
た
ち
が
住

み
、

〈穀
類
を
〉
粉
砕
し
た
り
挽
い
た
り
し
、
ま
た
行

っ
た
り
来
た
り
し
て
い

る
家
、
女
性
が
入

っ
て
来
た
り
出

て
行

っ
た
り
す
る
通
路

の
あ
る
家
、

牝
牛

・
牝

水
牛

・
牝
山
羊
な
ど
牝

の
動
物
が
い
た
り
、
繋
が
れ
た
り
し

て
い
る
家
、
そ
う

い
う
家
が

"女
も
住
む
家
"
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な

"女

"
に
近
づ
き
う
る
家
に
僧
は
宿
泊
で
き
な
い
。
そ
こ
に
宿
泊

す
る
と
、
"女
性
と
の
性
交
を
し
な
い
"
と
い
う
誓

い
を
破
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら

で
あ
る
」
。
僧
は

「男
性

の
身
体
を
持

つ
が
故
に
、
男
性
に
近

づ
い
て
も
罪
は
生
じ
な
い
か
ら
、
他
に
相
応
し
い
家
が
無
い
場
合
、

一
、

二
夜
だ
け

"男
だ
け
の
住
む
家
"
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
以
上
の
日
数
の
宿
泊
は
許
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

は
、
「女
に
は
二
種
あ
る
。
人
間
の
女
性
と
動
物
の
牝
で
あ

る
。
そ
れ
ら
が
い
る
所
に
は
僧
は
宿
泊
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
女

の
住
む
家

に
宿
泊
す
る
と
、
"女
性
と
の
性
交
を
し
な
い
"
と
い
う
誓
い

を
破
る
罪
と
世
間
の
批
判
が
起
こ
る
。
男
だ
け
の
家
に
は
宿
泊
で
き
る

が
、
そ
れ
も

一
、
二
夜
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
。

一
方
、
僧

の
住
む
家
だ
け
で
な
く

(
3
.
2
)

、

「男
の
住
む
家
に
は
、
尼

僧
は
同
様
に
宿
泊
で
き
な
い
」
(
1
.
2
9

)
。
「女
だ
け
の
住
む
家
に
宿
泊
で

き
る
」
(
1
.
3
0

)
の
で
あ
る
。

29
に
対
す
る

に
よ
る
と
、
「尼
僧
は
、
男
た
ち
が
仕
事
の
話
を

し
た
り
、
遊
ん
だ
り
、
絵
を
描
い
た
り
、
通
路

を
行
き
来
し
て
い
る
、

そ
の
よ
う
な

"男
の
家
"
や
、
牡
牛

・
牡
水
牛

・
牡
山
羊

・
牡
馬
な
ど

と
い
う
牡
の
動
物
が
繋
が
れ
た
り
、
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

家
に
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
。
女
性
が
男
性
に
近
づ
く
こ
と
も
良
く
な

い
。
何
時
か
男
た
ち
に
邪
念
が
生
じ
て
、
〈尼
僧

は
〉
す
べ
な
く
破
戒
を

行

っ
た
り
、
自
ら
を
破
滅
に
導
い
た
り
す
る
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

「"〈
隣
家
と
〉
壁
を
隔
て
た
だ
け

の
家
"
 

に
、

僧
は
宿
泊

で
き
な
い
」
(
1
.
3
1

)。

に
よ
る
と
、
「"壁
を
隔

て
た
だ

け
の
家
"
 

は
二
種
類
か
ら
な
る
。
物
で
隔

て
ら
れ

た
家
と
、
実
質
的
に

"壁
を
隔
て
た
だ
け
の
家
"

で
あ
る
。
そ
の
中
、

物
で
隔

て
ら
れ
た
家
と
は
、
〈僧

の
宿
泊
す
る
〉
家
が

〈隣
の
〉
在
家

者

の
家
と
ヴ

ァ
ラ
ビ
ー
産
の
木
材
や
壁
な
ど
を
共
有
し
、
在
家
の
家
と

僧

の
宿
泊
す
る
家
の
、
両
者
を
隔
て
る
材
木
や
壁
が
共
通
の
も
の
で
あ

る
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
住
民
で
あ
る
男
女
の
声
が
聞
こ
え
る
。
そ
れ

が
物
で
隔
て
ら
れ
た
家
で
あ
る
。

6



実
質
的
に

"壁
を
隔

て
た
だ
け
の
家
"
は
四
種
か
ら
な
る
。
①

排

泄

・
②

席

・
③

姿

・
④

声
に
よ
る
区
別
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
四
種

の
区
別
が
、
実
質
的
に

"壁
を
隔
て
た
だ
け
の
家
"
に

〈宿
泊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〉
生
じ
る
。
①

そ
こ
に
宿
泊
す
る
と
、
そ

の
僧

は
隣
家
に
住
む
在
家
の
男
女
と
排
泄
場
所
を
同
じ
所
と
す
る
、
そ

の
よ
う

な
家
が
、
排
泄

〈を
同
じ
場
所
で
行
う
こ
と
に
な
る
、
"隣
家

と
〉
壁

一
つ
隔
て
た
だ
け
の
家
"
で
あ
る
。
②

そ
こ
に
宿
泊
す
る
と
、

学
習
な
ど
の
時
間
に
、
隣
家
の
男
女
と
席
を
同
じ
く
す
る
可
能
性
が
あ

る
、
そ

の
よ
う
な
家
が
席

〈を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
な
る
、
"隣
家
と
〉

壁

一
つ
隔

て
た
だ
け
の
家
"
で
あ
る
。
③

そ
こ
に
宿
泊
す
る
と
、
隣
家

の
婦
人

の
姿

の
美
し
さ
を
見
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
家
が
、
姿

〈を
見
る
こ
と
に
な
る
、
"隣
家
と
〉
壁

一
つ
隔

て
た
だ
け
の
家
"
で
あ

る
。
④

そ
こ
に
宿
泊
す
る
と
、
隣
家

の
婦
人

の
談
話
や
飾
り
立
て
た

詩
句
を
作
る
声
や
睦
言
を
聞
く
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
家
が
、
そ

の
よ
う
な
声

〈を
聞
く
こ
と
に
な
る
、
"隣
家
と
〉
壁

一
つ
隔
て
た
だ
け

の
家
"

で
あ
る
。
.
 
.
 
.
 

と

こ
ろ
で
、
四
種
の
、
実
質
的
に

"壁
を
隔
て
だ
け
の
家
"
に
宿
泊

す
る
と
、
次
の
罪
が
生
じ
る
。
排
泄
に
際
し
て
:
排
泄
等
を
行
う
た
め

に
、
偶
然
、
在
家

の
婦
人
と
僧
が
同
じ
所
に
や
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

②

席

に
関
し
て
:
学
習
な
ど
の
時
間
に
、
両
者
が
同
じ
所
に
着
席
す

る
可
能

性
が
あ
る
。
③

姿
に
関
し
て
:
女
性

の
姿
の
美
し
さ
や
身

の

こ
な
し
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
④

声
に
関
し
て
:
女
性
た
ち
の
笑

い
、

初

期
ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿

泊
所

(奥
 

田
)

歌

い
、
泣

き
、

叫

び

、

愛

を
囁

く

声

を
聞

く

こ
と

が

あ

る

だ

ろ

う
。

こ

れ

に
よ

っ
て
、

過

去

に
性

の
体

験

の
あ

る
僧

は

そ

れ
を

思

い
出

し
、

未

経

験

の
僧

は

好

奇

心

を

抱

く

こ
と

に
な

る

だ

ろ

う
。

そ

し

て

"女

性

と

の
性

交

を

し

な

い
"

と

い
う

誓

い

に
対

し

て

疑

い

の
気

持

を

お

こ

し
、

そ

れ

を

守

ろ

う

と

し

な

い
こ
と

に
よ

っ
て
、

誓

い
を

破

る
罪

に
陥

る

こ

と

に

な

ろ
う

。

そ

う

い

っ
た
所

に
宿

泊

す

る
僧

に

は
、

"
お
祖
師

様

の
教

え

を

破

る

"
、

"間

違

っ
た

考

え

に

赴

く

"
、

"
〈悪

事

は

そ

の
者

だ

け

に
〉

留

ま

ら

な

い
"
、

"
破

戒

を

犯

す

"
、

"自

己

を
破

滅

に
導

く
"

罪

が

生

じ

る
。

こ
の

よ
う

な
訳

で
、
壁

を
隔

て

た

だ

け

の
家

に
宿

泊

し

て

は

な

ら

な

い
の

で
あ

る
」
。

他

方

、

「
尼

僧

は
、

"
〈
隣

家

と

〉

壁

を

隔

て

た

だ

け

の
家

"

に
宿

泊

す

る

の
が
望

ま

し

い
」

(
1
.
3
2

)
。

こ

の
場

合

、
隣

家

は
、

女

性

や

親

族

だ

け

の
住

む
家

で
な

け

れ

ぼ

な

ら

な

い
。

は
、

「性

交

を

し
な

い
と

い
う
誓
い
を
守
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
家

〔や
、
(
7
)

"隣
家
と
壁
を
隔
て

た
だ
け
の
家
"〕
に
宿
泊
す
る
の
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。
〔
こ
れ
ら
の

家
で
は
基
本
的
な
徳
で
あ
る

"性
交
を
し
な

い
"
と
い
う
誓
い
を
守
る

こ
と
が
容
易
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。〕
"隣
家
と
壁
を
隔
て
た
だ
け
の
家
"

で
な
い
家
に
宿
泊
す
る
と

、
誰
が

〔災
難
を
齎
す

悪
人
た
ち
か
ら
〕
彼
女
ら
を
守
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
(
2
5)
と

言
う
。

「中
を
通

っ
て
出
入
り
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
、
そ
の
よ
う
な
在
家
の

家
に
は
、
僧
は
宿
泊
し
て
な
ら
な
い

7



初
期
ジ
ャ
イ
ナ
教

に
お
け

る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

」
(
1
.
3
3

)
が
、
「尼
僧
は
そ

の
よ
う
な
家
に

〈こ
そ
〉
宿
泊
す
る
の
が
よ
い
」
(
1
.
3
4

)
で
あ
る
。

に
よ
る
と
、
3
3に
記
さ
れ
る
よ
う
な
家
で
は
、
「僧
が
出
入
り

す
る
時

に
在
家
者

の
所
作
が
目
に
入
り
、
在
家
者
が
出
入
り
す
る
時
に

僧
の
食
事

マ
ナ
ー
や
座
法
を
在
家
者
が
見
て
、
か
く
て
相
互
に
相
手
の

所
作
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
、
お
互

い
に
嫌
悪
し
た
り
喧
嘩
を
始
め
た

り
す
る
。
そ
の
家
に
住
む
婦
人
の
姿
が
目
に
入
っ
て
、
僧

に
迷
い
の
気

持
な
ど
が
起
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
く
て
修
行
に
対
し
て
疑
い
の
気

持
を
起

こ
し
た
り
破
ろ
う
と
し
た
り
す
る
、
な
ど
と
い
う
罪
が
生
じ
る
。

そ
う
い
う
訳
で
ス
ー
ト
ラ
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
家
に
は
僧

は
宿
泊
し

て
は
な
ら
ず
」、

「尼
僧
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
来
弱
く
愚
か
で

あ
る
の
で
、
盗
み
を
事
と
す
る
物
欲
の
強
い
無
頼
が
、
甘
言
を
弄
し
て

惑
わ
し

に
来
る
。
暴
を
振
る
う
。

こ
の
よ
う
な
訳
で
尼
僧
た
ち
に
は
、

親
族
が
近
く
に
居
る
こ
と
で
安
全
で
あ
る
、
上
記
の
よ
う
な
家
に
宿
泊

す
る
の
が
よ
い
」
(同
じ
く

)
の
で
あ
る
。

「敷
地

の
囲
い
の
内
側
に
水
稲
や
陸
稲

・
ム
グ
ダ
豆

・
マ
ー
サ
豆

・
胡

麻
・

豆
類

・
小
麦

・
大
麦

・
ヤ
ヴ
ァ
・
ヤ
ヴ
ァ
ヤ
ヴ
ァ
が
こ
ぼ
し
た
り
、

撒
き
散
ら
し
た
り
、
散
.ら
し
た
り
、
投
げ
散
ら
し
た
り
さ
れ
て
い
る
と
、

僧

・
尼
僧
は
、
瞬
時
と
い
え
ど
も

〈そ
の
よ
う
な
所
に
〉
宿
泊
し
て
は

な

ら

な

い

」

(
2
.
1
)
。

に

よ

る
と

、

そ

の
訳

は
、

「
そ

こ
に
宿

泊

す

る
と

、

注
意

深

い

者

で
も
突

然

命

の
あ

る
種

を
砕

く

こ
と

が

必
ず

あ

る

か
ら

」

で
あ

る

。

「敷

地

の
囲

い

の
内

側

に
水
稲

な

ど

が

"
こ
ぼ

し

た

り
.
.
.

さ
れ

て

お
ら

ず

、

〈
そ

れ

ら

が
〉

山

に
さ

れ

た

り

、
積

み
上

げ

ら
れ

た

り
、
壁

や

仕

切

り

に
寄

せ
ら

れ
た

り

、

灰

や

牛

糞

で
固

め

ら

れ

た

り
、

錘

を

か

け

ら

れ

た
り

し

て

い
る
と
、
"

〈
そ

の
よ

う

な

所

に

は

〉
寒

季

や

暑
季

に
宿

泊

し

て

よ

い

」

(
2
.
2
)
。

に
よ
る
と
、
「こ
の
よ
う
な
形
で
水
稲
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る

と
、
そ
こ
に
宿
泊
す
る
僧
が
命
あ
る
も
の
を
砕
く
と
い
う
可
能
性
が
な

い
か
ら
で
あ
る
」。

「〈敷
地

の
囲

い
の
内
側
に
水
稲
な
ど
が
こ
ぼ
し
た
り
.
.
.
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
〉
"山
に
さ
れ
た
り
.
.
.

し
て
お
ら
ず
、

倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
り
、
竹
製
の
容
器
に
容

れ
ら
れ
た
り
、
蓋
の
あ
る

旅
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
二
階
に
上
げ
置
か
れ
た
り
、
壼
に
入
れ
て
そ
の

口
を
牛
糞
な
ど
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
り
、
容

器
が
完
全
に
閉
じ
ら
れ
た

り
、
封
印
さ
れ
た
り
、
封
を
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
、"
〈そ
の
よ
う
な

所
に
は
〉
雨
季
に
宿
泊
し
て
よ
い
」
(
2
.
3

)。

に
よ
る
と
、
「そ
の
よ
う
な
形
で
保
存
さ
れ
た
水
稲
の
種
な
ど

8



は
、
四
ヶ
月
間
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
所
に

宿
泊
す

る
僧
た
ち
が
命
あ
る
種
な
ど
を

〈踏
み
つ
け
て
〉
砕
く
よ
う
な

恐
れ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

「敷
地

の
囲
い
の
内
側
に
穀
類
の
酒
や
非
穀
類
製

の
酒
を
入
れ
た
壺

が
置
か
れ
て
い
る
時
、
〈そ
の
よ
う
な
所
に
は
〉
僧

・
尼
僧
は
瞬
時
と
い

え
ど
も
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
に
家
を
探
し
て
見
つ
か
ら
な
い
と
、

一
夜
な

い
し
二
夜
は

〈そ
こ
に
〉
宿
泊
し
て
よ
い
。
そ
れ
以
上
は
い
け

な
い
。
.
 
.
 
.
 

」
(
2
.
4

)。

「
敷

地

の
囲

い

の
内

側

に

冷

水

や

熱

湯

を

入

れ

た

壷

が

置

か

れ

て

い

る
時

、

〈
そ

の

よ
う

な
所

に

は
〉

僧

・
尼

僧

は

瞬

時

と

い
え

ど

も

宿

泊

し

て
は

な
ら

な

い
」

(
2
.
5
.

以
下
2
.
4の
と
お
り
)
。

「敷

地

の
囲

い
の
内

側

に

一
晩

中

、

火

が
燃

や
さ

れ

て

い
る
と

、

〈
そ

の
よ

う

な

所

に

は
〉

僧

・
尼

僧

は
瞬

時

と

い

え

ど

も
宿

泊

し

て
は

な

ら
な

い
」

(
2
.
6
.

以
下
2
.
4の
と
お
り
)
。

に

よ

る

と
、

「
火

身

を
痛

め

つ
け

る

こ

の
場

に
宿

泊

す

る

と

、

そ

こ

に

は

〈
地

・
水

・
火

・
風

・
植

物

・
動

物

の
〉

六

種

の
身

体

の
殺

傷

が
行

わ

れ

る

〈
の
を
見

る

で
あ

ろ
う

〉
。

こ

の
故

に
六

身

の
傷

害

くを

初

期
ジ

ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

行

う
〉

と

い
う
罪

に
陥

る
」
。

「敷

地

の
囲

い

の
内

側

に

一
晩

中

、
灯

火

が
灯

さ

れ

て

い
る

と

、

〈
そ

の

よ

う

な

所

に

は
〉

僧

・
尼

僧

は
瞬

時

と

い

え

ど
も

宿

泊

し

て

は
な

ら
な

い
」

(
2
.
7
.

以
下
2
.
6と
同
じ
)
。

に

よ

る

と

、

「火

が
燃

え

て

い

る
時

、

〈
そ

こ
に

〉

僧

た

ち

は

宿

泊

し

て
は

な

ら

な

い
。

そ

こ

で
は

上

に
述

べ

た

よ
う

に

六

身

の
殺

傷

な

ど

の
罪

が
起

き

て

い

る
。

灯

火

の
上

に
落

ち

た
蛾

な

ど

の
生

き

も

の

の
殺

傷

が

行

わ

れ

て

い

る
。

僧

た

ち

の
持

ち
物

の
上

に
落

ち

た

こ
と

か

ら
、

僧

に

よ

る
殺

傷

が
行

わ

れ

る
、

と

い
う

よ

う

な
罪

が
生

じ

る
か

ら

で
あ

る
」
。

「敷

地

の
囲

い

の
内

側

に
球

形

の
糖

菓

、

粥

・
牛

乳

・
酸

乳

・
生
酥

・

酥・
油

・
糖

蜜

・
菓

子

・
プ

デ

ィ

ン
グ

・
砂
糖

や

香

料

混

入

の
凝

乳

が

撒

き
散

ら

し
た

り
、

散

ら

し

た
り

、

投

げ

散

ら

し

た

り

さ
れ

て
い
る

と
、

僧

・
尼

僧

は
、

瞬

時

と

い
え

ど

も

〈
そ

の

よ

う

な

所

に
〉

宿

泊

し

て

は

な

ら

な

い」

(
2
.
8
)
。

に
よ
る
と
、
「そ
こ
に
宿
泊
す
る
と
、
出
入
り
す
る
時
に
物
を

壊
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
主
人
の
心
に
僧

へ
の
悪
い
感
情
が
生

じ
る
。
そ
こ
に
あ
る
物
を
僧
が
欲
す
る
の
が
人
々
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ

る
。
ま
た
若
い
僧
や
疲
れ
た
僧
に
は
そ
れ
ら
を
食
べ
た
い
と
い
う
欲
求

9



初
期
ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け
る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

が
起

こ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
悪

い
結
果
が
生
じ
る
か

ら
、
僧

・
尼
僧
は
瞬
時
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に
宿
泊
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「敷
地

の
囲
い
の
内
側
に
球
形
の
糖
菓
、
.
 
.
 
.
 

砂
糖
や
香
料
混
入
の

凝
乳
が

こ
ぼ
し
た
り
、
.
 
.
 
.
 

、
投
げ
散
ら
し
た
り
さ
れ
て
お
ら
ず
、

〈そ
れ
ら
が
〉
山
に
さ
れ
た
り
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
り
、
壁
や
仕
切
り

に
寄
せ
ら
れ
た
り
、
灰
や
牛
糞
で
固
め
ら
れ
た
り
、
筵

を
か
け
ら
れ
た

り
し
て
い
る
と
、
〈そ
の
よ
う
な
所
に
は
〉
寒
季
や
暑
季
に
宿
泊
し
て
よ

い
」
(
2
.
8

)。に
よ
る
と
、

「こ
の
よ
う
に
上
述
の

"球
形
の
糖
菓
"
な
ど
が

置
か
れ

て
い
る
と
、
そ
の
時
は
、
八
ヶ
月
か
ら
な
る
寒
季
と
暑
季
に
お

い
て
許
さ
れ
た
時
間
だ
け
、
そ
こ
に
僧

・
尼
僧
は
宿
泊
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
は
上
述

の
悪
い
結
果
は
起
き
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。」「敷

地

の
囲

い
の
内
側
に
球
形
の
糖
菓
、
.
.
.
砂
糖
や
香
料
混
入
の

凝
乳
が

こ
ぼ
し
た
り
、
.
.
.
、
投
げ
散
ら
し
た
り
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
〈そ
れ
ら
が
〉
山
に
さ
れ
た
り
、
.
.
.
、
筵
を
か
け
ら
れ
た
り
し

て
お
ら
ず
、
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
り
、
竹
製

の
容
器
に
容
れ
ら
れ
た
り
、

蓋
の
あ
る
笊
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
二
階
に
上
げ
置
か
れ
た
り
、
壺
に
入

れ
て
そ
の
口
を
牛
糞
な
ど
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
り
、
容
器
が
完
全
に
閉

じ
ら
れ
た
り
、
封
印
さ
れ
た
り
、
封
を
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
、
〈そ
の

よ
う
な
所
に
は
〉
雨
季
に
も
宿
泊
し
て
よ
い
」
(
2
.
1
0

)
。

に

よ

る
と

、

一も

し

家

が

こ

の
よ

う

で
あ

る

と
、

僧

や

尼

僧

は

四

ヶ
月

の
雨

季

に
宿

泊

で
き

る
。

上

述

の
よ

う

な

や

り
方

で

"球

形

の

糖

菓

"

な

ど

の
食

べ
物

が
保

存

さ

れ

て

お
り

、

普

通

に
は
、

取

り

出

し

て
置

い
て

お
く

と

い
う

こ
と

が

起

こ
ら

な

い

の

で
、

悪

い
結

果

が

生

じ

る

こ
と
が
無

い
か

ら

で
あ

る

」
。

「宿

や
集

会

場

や

、

回
廊

の
あ

る
家

、

木

の
根
元

に
建

て

ら

れ

た
家

、

吹

き

さ

ら

し

の
家

に

は
尼

僧

は
、

宿

泊

し

て

は
な

ら

な

い

」

(
2
.
1
1

)
。

に
よ
る
と
、
「ス
ー
ト
ラ
に
あ
る
よ
う
な
家
に
尼
僧
は
住
ん
で

は
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
家
に
は
在
家
者

に
よ
る
護
り
が
無
く
、

人
々
が
出
入
り
す
る
の
で
、
大
小
便
を
す
る
と
き
や
食
事
を
す
る
時
に

視
線
を
受
け
る
。
女
性

の
身

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
性
交
を
し
な
い
と
い

う
誓
い
が
破
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

「宿
や
.
.
.
 吹

き
さ
ら

し

の
家

に
、
僧

は
、
宿
泊
し

て
よ

い
」

(
2
.
1
2
)

。
「男
性
の
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
僧

に
は
上
記
の
罪
は
起
こ
ら

な

い
か
ら
で
あ
る
」

。

1
9
6
9

所
収

の
 

な

お
、

も
同
書

に
収

め

ら
れ
た
も

の
。
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と

そ

の

注

釈

文

献

[

]

の
翻

訳
に
お

い
て
、
文
脈
上

の
補

い
は

〈

〉
、
注
釈
文
献

に

よ
る
補

い
は

〔

〕

で
括

っ
た
。
原
語
を
訳
語

の
後

ろ
に
入
れ

る
場
合

は

(

)

に
入
れ

て
示
し
た
。

2

そ

の
原
語

で
あ

る

は

"修
行
"
を
意
味
す

る
こ
と
も

あ
る
の

で
、

は
、
時

に
は

"破
戒
"
と
訳
さ
な
け

れ
ぼ

な
ら

な

い
。

3

(
以
下

)
、
1
9
0
5

で
は
1
.
5
1
。

4

に

つ
い

て

は

の
注

(
p.
3
7
)

に

よ

っ
た
。

や

で

は

(多

数

の
)
、

で
は

な

く
、

と

し

て

い
る
)

は

で
は

(固

定
し
た
、
不
変

の
)
と
理
解

さ

れ

て

い
る
が
、
採
ら
な

い
。

5
1
3

は

「
そ
れ

ゆ

え
、

多

く

の
囲

い
が

あ
り

」

と
す
る
が
、
意
味

が
通
ら
な

い
。

6

は

を

「家
屋

所
有

者

の
力

の
及
ば

な

い

所

に

」

に

訳

す
。

そ

の

訳

1
9
1
0
、
p
.
2
6
1

)

は

「家

屋
所
有
者

の
承
諾

な

し

に
」

で
あ
る
が
、

こ
れ

は
採
れ
な

い
。

7

を

は
、

「家

族

の
住
む

家
」

と
訳

し
、
下

の

を

「居
住
者

の
少

な

い
家
族

の
家

」
と
理
解

す

る
。初

期

ジ

ャ
イ
ナ
教

に
お
け

る
僧

・
尼
僧

の
宿
泊
所

(奥
 

田
)

11



Journal of Indian and Buddhist Studies Vol. 54, No.3, March 2006 (125 )

1. Lodgings of Monks and Nuns in Early Jainism 

Kiyoaki OKUDA 

We can obtain a rough idea, through the related lines of Schubring's trans-

lation of the Kalpa sutra, about what sort of lodgings monks and nuns on a 

pilgrimage came to find themselves in due to religious constraints, in the 
time of early Jainism. However, even Schubring's work (Das Kalpa-sutra, 

Leipzig, 1905) does not clarify how such constraints came to be imposed. 
The present paper is an attempt to make this point clear through notes 

given on the literature. 

2. A Study of the View of Buddha in the Smaller Mahaprajnaparamita-sutra 

Yugen KATSUZAKI 

The present work aims at contributing to the study of the basic view of 

Buddha in the Smaller Mahaprajnapdramita-sutras, and in particular focus-

es on the view of Sakyamuni Buddha in Early Mahayana Buddhism. Conse-

quently, it becomes evident that a new view of Sakyamuni Buddha and Ma-
hayana Buddha was established in the Smaller Mahaprajnapdaramita-sutras. 

3. Development of Buddha's Enlightenment 

Egaku MAYEDA 

At the age of 35, the founder of Buddhism, the Buddha, attained His En-
lightenment in Uruvela. This enlightenment is complete enlightenment as 

thought by many people. But according to Vinaya Mahavagga I, Buddha at-

tained pathamabhisambuddha at first, then in the second stage he developed 

his enlightenment even more. After his first sermon, the Order consisted of 
61 Arahants, and the Buddha further developed his spiritual development in 

the first rain retreat. He attained incomparable deliverance (anuttara-vimutti) 

through mindful concentration (manasikara). 
Enlightenment under the Bo-tree is to become free from Ignorance (avijja)

-1237-


