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手足網縷相の意味

ブッダゴーサ註釈と北伝資料の相違

勝 本 華 蓮

1.は じ め に

手 足 網 縷1)は,偉 大 な 人 に あ る 身 体 的 特 徴,い わ ゆ る三 十 二 大 人 相(丈 夫相)

の 一 つ で あ る.北 伝 で は,そ れ を手 足 の 指 の 問 に鳥 の水 か き の よ うな も のが あ る

と考 え るが,南 伝 の パ ー リ註 釈 書 は その 説 を否 定 し,全 く別 の 解釈 を して い る.

手 足 網 縵 と水 か き を め ぐっ て は,1930年 前 後 に 印 欧 の学 者 に よ っ て論 じ られ,

水 か き は仏 像 の影 響 に よ る も の とさ れ た.し か し,漢 訳 の調 査 は まだ 不 十 分 で あ

り,わ が 国 にお い て も三 十 二相 の個 別 相 の研 究 は ほ とん ど進 ん で い な い2).

そ こで 本 稿 で は,手 足 網 縵 相 に絞 っ て,南 伝 と北 伝 に お け る特 徴 を 明 らか に し

た 上 で,水 か き説 が何 に よ り何 時 ご ろ定 着 した の か,考 察 して み た い.

2.手 足 網 縵 相 と は

2.1.南 伝 パ ー リ註釈 に お け る手足 網 縵

三 十 二 相 は,ニ カ ー ヤ で はDN14(Mahapadana-Suttanta)とDN30(Lakkhana-50)

とMN91(Brahmayu-Sutta)に 説 か れ るが3),手 足 網 縵 の原 語 は どれ もjala-hatthapa-

do(手 足 に網が ある)で あ る.こ の 語 につ い て,ブ ッダ ゴ ー サ は註 釈 書(Atthakatha=A)

の 中 で こ う説 明 す る.

「手足 に網 があ る」 とは,皮 膚 によって指 と指 の問がっ なが った者 ではな い.な ぜ な ら,

その ような蛇 頭の ような手を もつ者 は(phanahatthako)人 間の欠陥に害 された(障 害)者

であ るか ら,出 家 さえもで きない.と ころが,偉 大 な人 の四本 の手 の指 と五本 の足 の指

とは 〔各 々〕一定 の量 であ る.そ れ らが一定量 であ ることか ら,〔 その中の〕相 が相 互 に

貫 通 して い る.そ こで,彼 の手足 は巧 みな大工 がつ くった格 子窓 のよ うで ある.そ れで

「手足 に網 をもつ」 といわれたのである.DA(II,p.446);MA(III,p.376).

これ で もま だ わ か りに くい が,こ こに 出 る語 句 を復 註(Tika)が 説 明 して い る4).

「皮 膚 によって」(cammena)と は,指 と指 の問 にひろが った皮膚 で.「 指の問がつ ながっ
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て いる者」(pa口baddha-angulantalo)と は,指 と指の問がひ とつに くっついてい る者 であ る

が,〔 如来 は〕そ うで はない.「 一定量で ある」(ekappamana)と は,長 さが等 しい量 であ

る.「相が」(lakkhanam)と は,内 側 の指の結節 くふ し)に あ る相 が.「貫 通 して」(pativi-

jjhitva)と は,そ れぞれの結節 〔の問〕 に同 じ区分(長 さ)が あ ることによって,指 を伸

ば した ときで も相 互に貫かれ たよ うに接 触 して,〔 そ の相が〕 とどま る 〔とい う意味 であ

る〕.DT(II,P.48).

以 上 の註 釈 か ら,南 伝 に お け る網 縵 相 とは,手 の4本 の 指 と足 の5本 の指 の長

さが そ ろ い,指 を伸 ば して 閉 じ た状 態 で,内 側(掌,足 裏)の 指 と指 の 間 にで き

る縦線 とふ しの と こ ろの横 線 が そ ろ って,網 目の よ うに見 え る とい うこ とで あ る.

2.2.蛇 頭 の よ うな 手

で は,「 蛇 頭 の よ うな 手 」 とは ど うい う もの で あ ろ う.ブ ッダ ゴ ー サ は,そ ん

な 手 を もつ 者 は 出 家 で きな い とい う こ とを理 由 に大 人 相 で は な い と否 定 す る の だ

が,そ の根 拠 は律 蔵 の 腱 度 部 に あ る.「 蛇 頭 の よ うな 手 を 持 つ 者 を 出家 させ て は

な ら な い5)」 と規 定 され て い るか らで あ る.そ れ に つ い て ブ ッダ ゴ ー サ は 律 の註

釈 書(VA,V,P.1027)の 中 で こ う説 明 して い る.

「蛇頭 の ような手 を もつ者」 とは,,コ ウモ リの翼の よ うに指がつ なが って いる人で ある.

こうい う人 を出家 させたいな ら,〔比丘 は,か れの〕指 と指の間にあ るものを破 って,〔指

の〕問の皮膚をすべて除去 し,安 穏 に してか ら,出 家 させ るべ きであ る.

こ のVAで は,蛇 頭 は コ ウ モ リの 翼 に喩 え られ て い る.コ ウ モ リ は飛 ぶ とき に

翼 を広 げ,コ ブ ラは鎌 首 を も た げ た とき フー ドを広 げ る とい う共 通 点 が あ る.し

た が っ て,蛇 頭 の よ うな 手 とい うの は,指 の 問 に膜 状 の もの が あ り,指 を ひ ろ げ

る と見 え,閉 じた とき は見 えな い もの で あ ろ う.

これ に よ り5世 紀 初 め の イ ン ド出身 の ブ ッ ダ ゴー サ が,北 伝 で い う よ うな水 か

き状 の 網 縵 相 を知 っ て い た こ とが わ か る.彼 は そ うい う解 釈 を 否 定 す るた め に

「蛇 頭 の よ うな 手 」 を もち 出 して き た の で あ ろ う.し か し蛇 頭 の よ うな 手 を も つ

者 を出 家 不 可 とす る規 則 は,北 伝 の漢 訳 律 で は 四分 律 だ けに み られ る6).し た が っ

て,他 の 部 派 で は水 か き説 が 否 定 され る根 拠 は ない わ けで あ る.

2.3.北 伝 阿 含 経 典 にお け る手 足 網 縵

さ て,こ こで 北伝 の 方 に移 ろ う.漢 訳 阿 含 経 典 で 手 足 網 縵相 が 出 る の は4経 あ

る.DN14に 対 応 す る長 阿含 『大 本 経 』 と,DN30対 応 の 中 阿含 『三 十 二 相 経 』 と

MN91対 応 の 中 阿含 『梵摩 経 』・四 阿 含 外 の 『梵 摩 楡・経 』 で あ る

以 上 の うち翻 訳 が 最 も古 い の は 『梵 摩 楡 経 』(支 謙訳,333-253年)で あ る.そ れ
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に は 「手足 合 して 中 に縵 あ り」(Tlp.883c)と 出 る.縵 の意 味 は,漢 和 辞 典 に,①

無 地 の絹,② 模 様 の な い もの,③ ゆ るや か,と あ るか ら,お そ ら く薄 い無 地 の膜

の よ うな も の が あ る とい う こ とで あ ろ う.膜 とい う語 は 『僧 伽 羅 刹 所 集 経 』(僧 伽

賊澄訳,384年)だ け にみ られ るが,こ れ は 阿含 経 とは い え な い7).

説 一 切 有 部 所 属 の 中阿 含 経 の 『三 十 二 相 経 』 と 『梵 摩 経 』(曇 摩難提訳384-391年)

は,ど ち ら も 「手 足 の 網 縵,猶 ほ し雁 王 の如 し」(Tl pp.5b;493c)と あ る.そ して,

法 蔵 部 の 長 阿 含 『大 本 経 』(仏 陀耶舎 ・竺佛 念訳412-413年)は 「手 足 の網 縵,猶 ほ

し鵝 王 の如 し」(Tl p.686b)と あ る.鷹 と鵝 の原 語 は とも に"harpsa"(鵞 鳥)で あ

る(以 下,共 に鵝王 と呼ぶ).し か し,こ れ だ け で は鵝 王 ど ど こが ど う似 て い る の か

わ か らな い.鵝 王 を比 喩 に あ げ る文 献 を見 て い こ う.

2.4.鵝 王 の 比 喩 の あ る文 献

鵝 王 を比 喩 に あ げ る 文 献 は,上 記 経 典 以 外 に17あ る8).部 派 の 文 献 は有 部 の

『大 毘婆 沙 論 』 だ けで9),他 はす べ て 大 乗 の文 献 で あ る.た だ し,大 乗 経 典 は鵝 王

の 語 が 出 る だ け で,具 体 的 に説 明 す るの は 註釈 書 の 『大 智 度 論 』 と 『十住 毘 婆 沙

論 』 だ けで あ る.漢 訳 順 に見 て い こ う.

『大 智 度 論 』(龍 樹 作?・ 羅什訳)で は こ う述 べ る10).

五 には,手 足 指の縵網相 な り,鵝 王 の指 を張 れ ば則 ち現 はれ,張 らざれ ば則 ち現 はれ ざ

るが如 し.(T25P.90b)

これ に よ る と,鵝 王 の よ うな相 とは,指 を 開 け ば現 わ れ,閉 じれ ば 見 えな くな

る,つ ま り鳥 の 水 か きの よ うな も の で あ る.と こ ろが これ は大 乗 の説 で は な い.

とい うの は,三 十 二 相 を す べ て 説 明 した あ とで,「 摩 詞 迦 旃 延 尼 子11)の 弟 子 輩 の

菩 薩相 義 に説 くが 如 し」(T25,p.91c)と 出 るか らで あ る.つ ま り,こ れ は有 部 説 の

引用 な の で あ る.『 大 毘 婆 沙 論 』(玄 奘訳)を 見 て み よ う.

六 には手足網 縵相.謂 く,佛 の手足 の指問 に は皆網 縵有 りて,猶 ほ し鵡王 の指 の如 し.

若 し合す る時 は網即 ち現 れ ざるも,而 も織緩無 く,開 す る時 は便 ち現 じて而 も攣急無 し.

(T27p.888a)

これ と 『大 智 度 論 』 の 引 用 文 とを比 べ る と,指 を閉 じて も しわ が な く,開 い て も

引 きつ れ は な い とい う特徴 が 多 い が,内 容 に大 差 はな い.

次 に,『 十 住 毘婆 沙 論 』(龍 樹作 ・羅什訳)を み る と,こ れ も また 「阿 毘 曇 三 十 二

相 品 の 中 に」 と明 記 し(同 名の章は現存 しない),部 派 の説 を 引用 す る.

網 縵 は軟薄 に して猶 ほ し鵝王 の如 く,叢 文 は明了 に して眞金 の縷 の如 し.故 に手足網相

と名つ く.(T26P.65a)
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す な わ ち,網 縵 とは 柔 らか くて 薄 い水 か き状 の も ので あ り,そ こに金 色 の 細 い

糸 の よ うな線(模 様)が は っ き りと出 て い る とい う こ との よ うで あ る.

これ と似 た 内容 は 『大 般 若 波 羅蜜 経 』(玄 奘訳)に も出 る.

如来 の手足 の一一 の指 問は,猶 ほ鴈王 の如 く威 く鞍網 有 りて,金 色交絡 の文綺 豊に同ず.

(T6,P.960b)CfT7,PP.376b;726a;960b12)

指 の間 に鞭 網(鞭 の意 味が不明だが おそ ら く水 かき状の もの)が あ り,そ こに金 色

の線 が規 則 的 に交 わ っ て網 の 目の よ うに見 え る とい う こ とで あ る.

以 上 か ら,北 伝 の註 釈 書 で は,手 足 縵 網 は,指 の 問 に鳥 の水 か き の よ うな 膜 が

あ り,そ こに金 色 の網 目模 様 が あ る と解 釈 され て い る こ とが わ か る.

で は,こ の よ うな水 か き説 を最 初 に言 い 出 した の は ど こで あ ろ う.

3.水 か き 説 の 起 源

3.1.『 大 智 度 論 』 の立 場

『大 智 度 論 』 が 手 足 網 縵 相 に言 及 す るの は,上 記 の 鵝 王 の 出 る文 以 外 に,5ヶ 所

あ る.そ の うち 註 釈 対 象 の 『摩 詞 般 若 波 羅 蜜 経 』 か らの 引用 は1ヶ 所 だ けで13),

残 り4の うち3つ ま で が他 説 の 引用 で あ る.例 え ば,阿 私 陀仙 の予 言 の所 で は,

指合縵網 は……是 の如 き等 は阿毘曇 の中に廣 く分別 するが如 し(T35,p.219c).

とあ り,ま た,手 足 縵 網 相 を得 る原 医「に つ い て は,

有人 は言 ふ,… 施 は人 を撮 するが故 に,手 足縵網相 を得.(T25,p.141b).

四撮 法 を以て衆 生 を撮 す る業 因縁 の故 に,手 足縵 網相 を得.… 是 を声 聞法を用ふ る三十

二相 の業 因縁 と為 す.(T35,p。273c).

と述 べ る.前 者 は施,後 者 は 四 摂 法 とい う違 い が あ るが,四 摂 法 の最 初 は施 で あ

るか ら14),「有 人 」 も 「声 聞法 」 の人,す な わ ち部 派 で あ る可 能 性 は高 い.

また,残 る1ヶ 所(T25,p.684a)の 内容 は,嚴 賓 國彌 帝隷 力 利 菩 薩 に は縵 網 相 が

あ っ た が,彼 の父 親 が そ れ を 奇 怪 な も の と嫌 っ て 割 い て しま っ た.衆 生 に は好 み

が あ り,仏 は天 竺 國 の人 の好 み に 随 っ て三 十 二 相 を現 わ した とい う もの で あ る.

この よ うに,『 大 智 度 論 』 は手 足 縵 網 相 を重 視 して い な い の で あ る15).ま た,三

十 二 相 を そ な え た者 は菩 薩 で あ る とい う説 を16),こ う弾 じ る(T25,p.273a).

迦 栴延子 の 阿毘曇碑婆 沙 の中に是 の如 き説 あ り,三 藏 中の諸 説 に非ず.な ん となれ ば,

三十 二相 は鯨人 に も亦 た有 り,何 ぞ貴 しと為 すに足 らんや.

これ は,三 十 二 相 は 菩 薩 以 外 の 人 に も あ るか ら,そ れ ほ ど貴 い もの とす る に値

しな い とい う主 張 で あ る.逆 に い う と,三 十 二 相 を貴 ぶ の は有 部 な の で あ る.
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以 上 で,水 か き説 の 起 源 は大 乗 で は な く,有 部 の可 能 性 が 高 い こ とが 確 か め ら

れ た と思 う.し か し,有 部 以 外 の部 派 も調 べ て み る必 要 が あ る.

3.2.部 派 の 文 献 中の ハ ンサ

手 足 網 縵 が 出 る部 派 の 文 献 を,梵 本 と=漢訳 か ら確 認 して い こ う.

『大 本 経 』 に は梵 本Mahavadana-sutraが 発 見 され て い るが17),こ れ は有 部 の 所 伝

の アー ガ マ で あ る.そ の 中,王 子(菩 薩)に あ る三 十 二相 を 告 げ る場 面 で,「 手 足

に あ る網 は美 しい ハ ンサ 王(hamsa-raja)の よ うで す 」 と語 られ る.

そ して,所 属 部 派 不 明 のLalitavistaraに はjala-angulihastapadah(手 足 の指 が網で

ある)と あ り,そ の対 応 漢 訳 『普 曜 経 』 『方 廣 大 荘嚴 経 』 も網 縵 ・網 鞭 と出 る の み

で,鳥 の譬 喩 は な い.大 衆 部 のMahavastuに はjala-avanaddhaと あ る.avanaddhaは

V「nahの 過 去 分 詞 で,「 縛 られ た,結 ば れ た,覆 わ れ た」 の 意 味 が あ り,『 摩 詞 僧

祇 律 』 に は 「合 縵 網 文 成 」 と出 る.こ れ で は水 か き状 の もの と は確 定 で きな い.

根 本 説 一・切 有 部 の 『毘奈 耶 破 僧 事 』 に は 「網 縵 」 と しか 出 な い が18),Samghab-

hedavastuは 有 部 のMahavadana-sutraと 類 似 の 内 容 を 説 き,ハ ンサ 王(hamsaraja)

の 讐 喩 が あ る19).

つ ま り,現 存 資 料 に 限 れ ば,部 派 の文 献 で 梵 本 にハ ン サ の 喩 え が 出 る の は,有

部 ・根 本 有 部 だ けで あ る30).そ して,漢 訳 で は 上 記(有 部 の中阿含 ・大 毘婆沙論 と,

法蔵部の長阿含)以 外 に,鳥 の喩 え が 出 る もの は な い.つ ま り,梵 漢 とも共 通 して

鳥 の 喩 えが 出 るの は,有 部 だ けな の で あ る.

な お,法 蔵 部 長 阿含 の 「鵝 王 」 の 語 は訳 者 の 付加 の 可 能性 も あ る21).

3.3.仏 像 の 影 響

最 後 に,仏 像 の影 響 説 に つ い て 考 え て み た い.こ れ は5世 紀(グ プタ朝)に 彫

刻 者 が 仏 像 の 指 の破 損 予 防 と して指 の 間 を 彫 り残 した も の を,後 代 の 学 者 が 誤 っ

て 解 釈 し,縵 網 が水 か き と して 三 十 二 相 に加 わ っ た とす る説 で,ク マ ラス ワ ー ミ

が 提 唱 した22).日 本 の学 者 もガ ン ダ ー ラ仏 の網 縵 相 へ の影 響 を考 えて い る23).

しか し,筆 者 は す で に ク シ ャ ン朝(3世 紀)の マ トゥ ラー の仏 像 に,親 指 と人

差 し指 の 問 に網 目模様 が 刻 まれ て い る資 料 をみ つ けた(写 真 は註24の 図録 よ り)24).

単 に手 の破 損 を 防 ぐた め な ら,そ の よ うな形 状 に な らな い は ず で あ る.言 葉 は

抽 象 的 で よ い が,物 体 で は そ うは い か な い.お そ ら く仏 像 制 作 の 際 に,形 を具 象

的 に考 え る必 要 に 迫 られ,ハ ンサ 王 の よ うな 網 目 の あ る水 か き状 の もの が 考 え ら

れ,そ の考 え を も と に表 現 した の で は な か ろ うか.つ ま り,仏 像 が先 な の で は な

く,そ の逆 と考 え るの で あ る.こ こで,マ トゥ ラー は有 部 が 勢 力 を も って い た地
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仏坐像(サ ヘー ト・マヘ ー ト出土)

域 で あ る こ とは注 目す べ きで あ ろ う.

仏上半身像(マ トゥラー 出土)

4.お わ り に

以 上 を ま とめ る.手 足 縵 網 相 は,南 伝 で は 「手 足 〔の指 〕 が網 の よ う に 〔長 さ

が そ ろ っ て い る〕」 とい う意 味 で あ るが,北 伝 で は 「手足 〔の指 〕 が 鵞 鳥 の 王 の

よ う に 〔つ な が っ て〕 網 目が あ る」 と考 え た.後 者 の よ うな解 釈 の起 源 は有 部 と

考 え られ る.そ の根 拠 は,① 有 部所 伝 の 梵漢 阿含 経 に ハ ンサ王 の 喩 え が あ る こ と,

② 大 乗 初 期 のr大 智 度 論 』 が 有 部 説 を 引用 して い る こ と.③3世 紀 頃,有 部 が 勢

力 を もっ て い た マ トゥ ラー に網 目の水 か きを もつ 仏 像 が存 在 す る こ とで あ る.

1)縵 網 とい う訳 も あ る.2)三 十 二 相 の 配 列 に よ る文 献 系 統 の 解 明 が 主 で あ る.

高 田 信 一 「Mahavastu所 伝 「仏 の三 十 二 相 」 に つ い て」 『佛 教 研 究 』2,/972,pp.99-99.岡 田

行 弘 「三 十 二大 人 相 の成 立 」 『勝 呂信 静 博 士 古 希 記 念 論 集 』1996,Pp.7]一86(同 氏 の 一 連

の 研 究 は この 註 を参 照).関 稔 「釈 尊 観 の一 断面― 三 十 二 相 を 中心 と して― 」 『日本 仏 教

学 会 年報 』50.1985,pp.47-60.中 村 元 『新 編 ブ ッ ダ の世 界 』 学 習 研 究 社2000,p.486は ブ ッ

ダ ゴ ー サ 註 釈 に 言 及.3)DN,11,p.17;III.pp.143:1)J:MN,n.p.136.4)DAと

DTと を 比 べ る と,数 ヶ所 相 違 が あ り,DTは 異 読 が 多 い.5)Na bhikkhave phanahat-

thako pabbajetabbo.Vin(1,p.9]).6)T22,p.814b(林 隆 嗣 氏 の質 問 に よ り調 査).

7)指 間 連 膜(T4,p.128b),中 印 度 出 身 のSamaharal<saが3世 紀 頃 ガ ン ダ ー ラに 来 て 著 述

し た.8)以 下 漢 訳 年 順.① 大 智 度 論 ② 十 住 毘 婆 沙 論 ③ 輝 秘 要 法 經(T15.

r255b),涅 槃 經 ④ 北 本 ⑥ 南 本(T12,pp.535a;780a同 文),⑤ 金 光 明 經(T16,p.344a),⑦

究 寛 一 乗 宝 性 論(T31,pp.817c;844b),⑧ 勝 天 王 般 若 經(T8,p.723a),⑨ 大 乗 同性 經(Tl6,

p,649a),⑩ 合 部 金 光 明 經(T16,p.385b),⑪ 金 光 明 最 勝 王 經(Tl6,432a),⑫ 大 般 若 波 羅
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蜜 經(T7,p.960b),⑬ 大 毘 婆 沙 論,⑭a契 大 乗 經(Tl6,660c),⑮ 華 嚴 經(T10,p.703a),

⑯ 衆 許 摩 詞 帝 經(Tom,p.940b),密 跡 金 剛經(T12,p.1117a,失 訳).該 当箇 所 の 梵 本 が あ る

の は⑦ ⑪ ⑫ ⑮ で,⑦ ⑫ は ハ ンサ の比 喩 な し.⑪Suvarna-prabhasa-sutraに はhamsendraの

語(Nanjo ed.p.91),⑮Gandavyuhaに はhamsarajaの 語 が あ る(Vaidyaed.p.309).

9)婆 沙 論 三 訳 で 三 十 二 相 を 詳 説 す る の は玄 奘 訳 の み .10)被 註 釈 経 の 『摩 詞 般 若

波 羅 蜜 經 』 に鵝 王 の句 は な い.11)有 部 『発 智 論 』 の著 者 カ ー テ ィヤ ー ヤ ニ ー プ ト

ラ の こ と.12)『 大 般 若 波 羅 蜜 經 』 は諸 般 若 経 の集 成 な ので,ほ ば 同 内容 が4回 出 る.

13)手 足 指 合 縵 網 妙 好 勝 於 餓 人(T8,p.395c)→ 手 足 指 合 縵 網 勝 於 鯨 人(T25 ,p.681a).

14)布 施 ・愛 語 ・利 益 ・同 事 の こ と。 『十 住 毘 婆 沙 論 』 に も 「常 修 四撮 法 布 施 愛 語 利 益

同 事 故,得 手 足 網 縵 相 」(T26.65b)と 出 る.15)1世 諦 故 説 三 十 二 相.第 一 義 諦 故

説 無相 」(T25p.274a)他.16)三 十 二 相 を得 る業(相 異 熟 業)を 得 た ら菩 薩 とな る.

詳 し くは,拙 論 「菩 薩 に な る条 件 と祈 願 一 南 伝 と北 伝 の比 較 一 」 『日本 佛 教 学 会 年報 』70 ,

2005(出 版 予 定) .17)TheMalra'vadanasutra:A New Edition Based on Manuscripts Dis-

covered in Northern Turkesten ,ed.byT.Fukita,2000,Guttingen,2003,p.78.18)T24,p.109a.

根 本 有 部 律 は他 にT23,pp.859b;885c;994a;T24,p.40b.19)同 部 派 の説 話Divyavadana

(E.B.Cowelled.,p.56)に はjala-avanaddhaの 語.20)両 者 を 同一 部 派 とす る 説 は,

榎:本文 雄 「「根 本 説 一 切 有 部 」 の 登 場 」 『神 子 上 恵 生 教 授頌 寿 記 念 論 集 』2004 ,pp.651-677.

21)仏 陀 耶 舎 は有 部 の本 拠 地 の 一 つ カ シ ミー ル 出 身 で ,中 国 に来 て羅 什 に 『十 住 毘

婆 沙 論 』 を 自 頌 し た 後,長 阿 含 を 漢 訳 した.す で に 漢 訳 中 阿 含 は あ っ た .22)A.K.

Coomaraswamy,"The webbed finger of Buddha ,"IHQ,vII,1931,pp.365-366.E.Lamotte,Le

Traite de la Grande Vertu de Sagess ,I,Louvain,1981,PP.273-274に よれ ば,E.Burnouf,Le Lo-

tus de la Bonne Loi ,1ed。,1853,p.574でjalaが 膜 を意 味 しな い と言 い,M.A.Foucherは 手 の

筋 だ と解 し た.1930年 頃 議 論 が 盛 ん に な り,J.N.BanerjeaやM.W.F.Stutterheimは 手 の血

管 の模 様 と論 じた.筆 者 が確 認 した と こ ろ,Banerjeaは ブ ッ ダ ゴー サ 解 釈 に も言 及 して い

る.ま たLamotteは 漢 訳 の 出 典 も挙 げて い る(全 部 で は な い) .23)高 田修 『佛 像 の

起 源 』,岩 波 書 店,1967,pp.339;339;367-368.彼 は,マ トゥ ラー の 仏 像 で 手 と胸 の間 に枕

状 の支 え(筆 者 註:こ れ はBanerjeaもIHQ,vI,P.720で 指摘)を 残 した 手 法 か ら網 縵 相 が

考 え 出 さ れ,ガ ン ダ ー ラ に伝 わ っ た と推 測 す る.ま た,指 に 膜 が あ る相 はガ ン ダ ー ラで

も早 期 に は な く,マ ト ゥラ ー に作 例 は見 られ な い とい う.次 註 参 照.24)『 イ ン ド ・

マ トゥ ラー 彫 刻 展 』,東 京 国 立 博 物 館 ・NHK,2002,PP.32-33,No.16(マ トゥ ラー 出 土 仏 上

半 身 像,マ トゥ ラ ー博 物 館),No.17(サ ヘ ー ト ・マ ヘ ー ト出土 仏 坐 像,ラ クナ ウ州 立 博

物 館).No.17は 解 説 に は2-3世 紀 の作 と あ る.し か し高 田 は こ の 像 を 唯 一 の例 外 と し,

そ の 制 作 は 遅 い と見 る(前 掲 書,PP.367-368) .No.16像 へ の 言 及 は な い.(PaliText

Society版 使 用,略 号 は通 例 に従 っ た)

〈キ ー ワ ー ド>jalallatthapado,鵝 王,三 十 二 相,説 一 切 有 部,マ トゥ ラー

(花 園 大 学 非 常 勤 講 師)
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There is the statement in the Abhidharma Mahavibhasa (AMBh) translated 

by Xuanzang Œºš÷that discrimination in meditation is devoid of conceptual 

construction (nirvikalpaka), but that language exists until the first stage of 

meditation (prathamadhyana). Dharmakirti (ca.600-660) calls cognition (jnana) 

that can combine with language conceptual construction (kalpanajnana). This 

may be understood to mean that there is no language in meditation. On the 

contrary, it is said that language exists until the first stage of meditation in 

the AMBh. The authors of the AMBh regard cognition that is combined with 

language in the first stage of meditation as non-discriminative (nirvikalpaka), 

because they say that discrimination in meditation is devoid of conceptual 

construction. 

70. The Meaning of Jala-hatthapada: The Difference between the Southern 

and Northern Traditions 

Karen KASTUMOTO 

Jala-hatthapada is one of the thirty-two characteristics of a great man like 

the Buddha. In Northern Buddhism, it implies that He had membranes/webs 

between the digits of His hands and feet. 

However, Buddhaghosa's commentaries refute this idea. Buddhaghosa ar-

gues that under the rule of the Vinaya, such a man cannot become even a 

monk. Moreover, the commentaries explain that the lines formed by the dig-

its and their knots in the great man appear like nets. 

Some scholars argued this matter and concluded that the idea of webbed 

digits emanated from a misinterpretation of the sculptures of the Buddha, 

whose digits were connected by sculptors to prevent them from fracturing. 

 In this paper, I attempt to demonstrate that the idea of webbed digits orig-

inates from the Sarvastivada school. The evidence is as follows. The word 

"h
amsa-raja" (the king of ganders) appears as a simile of jalini panipada (= 

jala-hatthapada) in a Sanskrit scripture, namely, the Mahavadana-sutra, and 

in the Chinese versions of other sutras; all of these were disseminated by the 

same school. Moreover, I found pictures of two sculptures with webbed dig-
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its, probably carved between the 2nd and 3rd centuries in Mathura, where 

the Sarvastivada school was influential. 

71. The Newari Buddhist Manuscripts copied by Ratnamuni Vajracarya in 
Lhasa, Tibet 

Kazumi YOSHIZAKI 

The Asha Archives (Asha Saphu Kuthi) in Nepal has a collection of San-

skrit and Newari manuscripts about 5,300 in number. In this collection, ac-
cording to the colophons, I discovered 37 mss. commissioned by Newari 

traders or artisans who had lived in Tibet (Yoshizaki, "The Modern Newari 

Buddhist Manuscripts copied in Tibet from the Collection of Asha Saphu Kuthi, 

Kathmandu, Nepal," forthcoming). Of these mss., 6 or 7 mss. were copied by 

Ratnamuni Vajracarya in Lhasa. In the first half of his life he was a priest of 
Sikhamu Baha (Tarumula Mahavihara) of Kathmandu, and he copied 2 mss. 
dated Newari Samvat 983 and 991. But in his later life, between Newari 

Samvat 991 and 1001, he proceeded to Lhasa to engage in the business of 

trade with Tibet. And at least for 12 years he stayed in Lhasa, keeping his 

habit of copying Buddhist mss. as in the Kathmandu days. Then it seems 
that later in Lhasa he changed his position from businessman to priest for 

the Newari merchants in Lhasa (Yoshizaki, "The Vajracaryas in the Newari Mer-
chant Associations in Tibet [Palas]," forthcoming). He was one of the typical men 
who intended to maintain the Newari culture in Tibet. 

72. The Traditions Related to the Parinibbana of Sariputta 

Shogo IWAI 

In the Nikayas and the Chinese Agamas it is a fixed tradition that Sariput-

ta and Mahamoggallana, the two great disciples of Sakyamuni, entered pa-
rinibbana earlier than their Teacher. But it is not clear how long before the 

Teacher's parinibbana this took place. For example, according to the Pali tra-

dition, Sariputta actually appears in the Mahaparinibbanasuttanta; therefore
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