
印
度
學
佛
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第
五
十
四
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平
成
十
八
年
三
月

一
二

『
倶
舎
論
』

に
お
け

る

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味

に

つ
い
て

立

川

武

蔵

一

ア

ビ
ダ

ル

マ
仏

教

の
綱

要

書

『
倶

舎

論

』

(
一
・
一
)

に

お

い

て
著

者

世

親

は

次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

あ
ら

ゆ
る
仕
方

で
す
べ
て
の

[心

の
]
暗
を
破
り

輪
廻

の
泥
か
ら
人

々
を
救

っ
て
お
ら
れ

る

か

の
真

の
師

に
敬
礼

し
て

わ
た

し
は

『
ア
ビ
ダ

ル

マ

.
コ
ー

シ
ャ
』

(倶
舎
論

)

と

い
う
論

書

を
著

そ

う
(
1
)
。

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

(
a
b
h
i
d
h
a
r
m
a
)

と

い
う
語

は
、

仏

教
文

献

に

お

い

て
用

い
ら

れ

る
特

殊

な

用

法

で
あ

り
、

正

統

バ

ラ

モ

ン

の
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

文

献

に

は
現

れ

な

い
。

そ

も

そ
も

こ

の
複

合

語

の
構

成

自

体

が

問
題

を

含

ん

で

い
る
。

「
ア

ビ
ダ

ル

マ
」

と

は

「
ア

ビ
」

と

い
う
接

頭

辞

と

「ダ

ル

マ
」

と

い
う

名

詞

と

に

よ

り
成

る
複

合

語

で
あ

る
。

「
ア
ビ

」

は

一
般

に

「～

に
関

し

て
」

「～

の
方
向

に
」

と

い
う

意

味

を
有

す

る
と

考

え

ら

れ

て

い
る

。

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

と

い
う
語

は
、

少

な

く

と
も

二
種

の
意

味

に

用

い
ら

れ

て
き

た

。

す

な

わ

ち

、

(
a
)

ダ

ル

マ

(法
、
真

理
等

)

に
関

す

る

も

の

[論

議

、

分

析

知

等

]
、

お

よ
び

(
b
)

[
涅
槃
等

]

に
関

す

る

ダ

ル

マ

(法
、
教
説
等
)

の
二

種

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

と

は
、

(
a
)

「
ダ

ル

マ
に

関

す

る

(
ア
ビ
)

何

も

の
か
」

と

解

釈

さ

れ

る
場

合

と

(
b
)

「何

も

の
か

に
関

す

る

(
ア
ビ
)
ダ

ル

マ
」

で

あ

る
と

解

釈

さ

れ

る
場

合

と

が

存

す

る

の

で
あ

る
。

(
a
)
の
場

合
ダ

ル

マ
は
他

の
も

の

に
よ

っ

て
特

質

づ

け

ら

れ

る

も

の

(
l
a
k
s
y
a
)

で
あ

り

、

(
b
)

の
場

合

ダ

ル

マ
は

他

の

も

の
を

特

質

づ

け

る

も

の

(
l
a
k
s
a
n
a
)

で

あ

る

。
(
2
)

図

式

的

に
は

、

(
a
)

ダ

ル

マ

(
も

の
の
あ

り
方

)

に
関

す

る

[ダ

ル

マ

(教

説
)
」

な

の
か

、

(
b
)

[
ダ

ル

マ
]

(真

理

)

に
関

す

る

ダ

ル

マ
な

の
か

と

い
う

こ
と
も

で
き

よ

う

。

こ

の
よ

う

な

二

義

性

を

ど

の
よ

う

に
考

え

る

べ
き

か

に

つ

い

て

は
、

こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(
3
)

本
稿
は
こ
の
問
題

を
直
接
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
世
親

の

『倶
舎
論
』
(
一
・
二

a
)
に
お
け
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
定
義
に
つ
い
て
世
親
が
自
注
B
h
a
s
y
a
で
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述
べ
て
い
る
箇
所
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
考
察
の
た
め
に

必
要
な
限
り
の
準
備
と
し
て

「ア
ビ
ダ
ル
マ
」
と
い
う
複
合
語
に
つ
い

て
始
め
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

二

「ア
ビ
ダ
ル
マ
」
と
い
う
語
は
従
来
、
主
と
し
て

「ダ
ル
マ
に
対
す
る

(ア
ビ
)
も

の

[例
え
ぼ
、
学
習
」
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ぼ
、
桜
部
建
氏
は

「「ア
ビ
ダ
ル
マ

(対
法
)」
と
は
元
来

「ダ
ル

マ
に
対

す

る

[学

習

・
研

究

]
」

の
意

味

で
あ

る
」

と

い
わ

れ

て

い

る
。
(
4
)

ま

た
平

川

彰

氏

は

「と

も

か

く

仏

陀

の
説

い
た

「法

」

(
こ
の
場

合

は
教

法
)

を

研

究

す

る

こ
と

は
、

既

に
阿

含

経

の
中

に

も

見

ら

れ

る
。

こ
れ

を

「
ア

ビ

ダ

ル

マ
論

議

」

(A
b
h
i
d
h
a
m
m
a
-
k
a
t
h
a
)

と

呼

ん

で

い

る

」

と

述

べ
ら

れ

て

い

る
。
(
5
)

こ

の
よ

う

な

ア
ビ
ダ

ル

マ
の
意

味

は

、

上

に

述

べ

た

二

つ
の
意
味

の
内

、

(
a
)

の
意

味

で
あ

る
と

い
え

よ

う
。

お

そ

ら

く

は

(
a
)

の
意

味

が

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

と

い

う
語

の
元

来

の
意

味

で
あ

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

部

派

仏

教

の
人

々

は
、

い

つ
も

ど

こ

で

も

「ダ

ル

マ
に
関

し

て
考

察

し

よ
う

」

と

か

「ダ

ル

マ
に
関

す

る
論

議

を

し

よ

う

」

と

い
う

よ

う

に

い
い
続

け

て

い
た

の

で
あ

ろ

う

。

し

た

が

っ
て
、

他

の
人

々

か

ら

見

れ

ぼ

「ダ

ル

マ
に
関

す

る

人

々
」

と

映

っ

た

で
あ

ろ

う

。

時

代

と

と

も

に

「ダ

ル

マ
に
関

す

る
」

が

彼

ら

自

身

あ

る

い
は
彼

ら

の
思

想

の

ニ
ッ
ク

ネ

ー

ム
と

し

て

「
ア

ビ
ダ

ル

マ
」

と

い

う
語

が

育

っ
て

い

っ
た

の

で
あ

ろ

う

。

ア

ビ
ダ

ル

マ
仏

教

形

成

の
歴

史

に

お

い

て
第

二

の
意

味

(
b

)

が

生

ま

れ

て

い

っ
た
。

こ

の
第

二

の
意

味

を

言

明

し

て

い
る
者

に
世

親

が

い

る
。

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二

a
)

に

お
け

る

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
定

義

に
対

す

る
自

注

は
、

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

と

い
う
語

を

(b

)

の
意

味

で
解

釈

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

三

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二

a
)

に

対

す

る

自

注

で

は
、

a
b
h
iは

p
r
aty
a－

b
h
i
m
u
k
h
a

(～

に
関
す
る
)

と

い

い
換

え

ら

れ

て

い
る
。

す

な

わ

ち
、

こ
れ

は
最
高

の
書
的

で
あ

る
法

(ダ

ル

マ
)

す
な
わ
ち
涅
槃

に
、
あ

る
い
は

法

の
特
相

に
関

す
る
法

で
あ

る
ゆ
え

に
、

ア
ビ
ダ

ル

マ

(
[究

極
的
な
も

の
]

に
関

す

る
ダ

ル

マ
)

と

い
う
。

(
6
)

こ

こ

に
引
用

し

た
プ

ラ

ダ

ン
版

の

p
ra
ty
a
b
h
i
m
u
k
h
o

と

あ

る
箇

所

の

p
ra
t
y

は
、

先

行

す

る

n
i
r
c
a
n
a

や

d
h
a
r
m
a
l
a
k
s
a
n
a

な
ど

に
掛

か

る
不

変

化

詞

と

取

る
べ

き

で
あ

り

、
p
ra
ty
a
b
h
i
m
u
k
h
o
と

読

む
方

が
良

い
と
思

わ

れ

る

の

で
、

以
下

a
b
h
h
i
m
u
k

h
o
と

し

て
論

ず

る

こ
と

に

し

た

い
。

引

用

文

中

の
a
b
h
h
i
m
u
k
h
o

は
、

限

定

詞

(形

容
詞
)

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い

る
。

つ
ま

り

「
何

も

の

か

に

関

す

る

[教

え
d
h
a
r
m
a
]
」

と

い
う

よ

う

に
後

続

の
名

詞
d
h
a
r
m
aを
形

容

し

て

い

る
。
a
b
h
h
i
m
u
k
h
o

と

い
う

語

自

体

は
法

と

い
う
意

味

を

含

ん

で
は

お
ら

ず

、

「法

」

と

い
う
名

詞

に
か

か

る

形

容

詞

と

な

っ
て
d
h
a
r
m
aと

い

う

語

の
性

・
数

・
格

に

合

わ

せ

『
倶
舎
論
』

に
お
け

る

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味

に

つ
い
て

(立

川
)

一
三
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『倶
舎
論
』

に
お
け

る

「ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味
に

つ
い
て

(立

川
)

一
四

て
、
男

性

・
単
数

・
主
格

の
か

た

ち

を
採

っ
て

い
る
。

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

を

、

法

に
関

す

る

[論

議

]

と

い
う
よ

う

に
解

釈

す

る
場

合

、

す

な
わ

ち

(
a
)

の
意

味

に
取

る
場
合

に

は
、
a
b
h
i
-
d
h
a
r
ma

と

い
う

語

は
、

例

え
ぼ

[論

議

]

(
k
a
t
h
a

)

と

い
う
語

を
修

飾

す

る
語

と

な

り
、

d
h
a
r
m
a
m
 
a
b
h
i
(
ダ

ル

マ
に
関
す

る
、

あ
る

い
は
関

し
て
)

と

い

う

意

味

に

用

い
ら

れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、
a
b
h
iは
d
h
a
r
m
aに
掛

か

る
、

英

語

で

い
う

前

置

詞

に
似

た
機

能

を

有

し

て

い
る

、

と
受

け
取

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

ち

な

み

に

「
ア
ビ

」

と

い

う

接

頭

辞

は
、

『
リ

グ

・
ヴ

ェ
ー
ダ

』

や

『
カ

ー

ト

ヤ

ー

ヤ
ナ

・
シ

ュ
ラ

ウ

タ

・
ス
ー

ト

ラ
』

な

ど

以
来

、

英

語

や

ド

イ

ツ
語

に

お

け

る
前

置

詞

の

よ

う

に

用

い
ら

れ

る

こ
と

が

し

ぼ

し
ぼ

で

あ

っ

た

。
(
7
)

し

か

し
、

ab
h
i
 d
h
a
r
m
a
m
と

い

う

よ

う

に

ab
h
i
が

d
h
a
r
m
a
m
と

い
う

語

に
掛

か

る

い
わ

ば

「前

置

詞

」

(不
変
化
詞
)

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る
箇

所

は

『
倶

舎

論

』

に

は
見

ら

れ

な

い
。
(
8
)

四

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二
)

の
自

注

で
は
、

「
ア

ビ
ダ

ル

マ
」

に
第

一
義

的

な

る

も

の

(p
a
r
a
m
a
r
t
h
i
k
a
)

と

世

間

的

な
も

の

(s
a
m
k
e
t
i
k
a
)

と

の

二

つ

が
存

す

る

と
述

べ
ら

れ

て

い
る
。
(
9
)

第
一
義

の

ア
ビ
ダ

ル

マ
は

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二

a
)

に
次

の
よ

う

に
規

定

さ

れ

て

い
る
。

汚

れ

の
な

い
分
析
知

で
あ
り

[そ
れ

に
]
伴

う
も

の
を
含
め
た
も

の
が
、

ア

ビ
ダ

ル

マ
で
あ
る
。
(
1
0
)

「
プ

ラ

ジ

ュ

ニ
ャ
ー

」

(
玄
　

の

『倶

舎
論
』

訳

で
は
慧
)

は
考

察

の
対

象

を

明

晰

に
考

察

す

る
分

析

知

の

こ

と

を

い

い
、

「汚

れ

の
な

い
」

と

は
、

煩

悩

に
汚

さ

れ

て

い
な

い
と

い
う

意

味

で

あ

る
。

こ

の
箇

所

で
問

題

と

な

る

の
は

「
伴

う

も

の
を

含

め
た

」

の
意

味

で
あ

る
。
自

注

に
お

い

て
世

親

は

「
伴

う

も

の
」

(a
n
u
c
a
r
a
)

を

「
従

う

も

の
」

(p
a
r
i
v
a
r
a

)

と

言

い
換

え

て

い
る

の

み

で

詳

し

い
説

明

を

し

て

い
な

い
。

玄

　

は

a
n
u
c
a
r
a

を

「
眷
属

」
と

訳

し

て

い
る
。
眷

属

と

は

い
わ

ゆ

る
と

り

ま

き

の

こ
と

で
あ

る
。

ヤ

シ

ョ
ー

ミ

ト

ラ

の

『
倶

舎

論

』

注

で

は

「伴

う

も

の
」

を

王

に
従

う

家
来

の
よ

う

な

も

の
だ

と
説

明

さ
れ

て
い
る

。
(
1
1
)

王

と

家

来

に

あ

た

る

も

の

は

そ

れ

ぞ

れ

何

か
。

王

は
分

析

知

(
慧
)

で

あ

り

、

家

来

は
分

析

知

と

と

も

に
生

じ

て

い

る

も

の

で
あ

る
。

ヤ

シ

ョ
ー

ミ

ト

ラ

の

『
倶

舎

論

』

注

に

お

い
て

は
、

そ

の

「
と

も

に
生

じ

て

い
る

も

の
」

を

「心

、

心

所

(
心
作

用

)
、

無

漏

の

(煩

悩

の
な

い
)

律

儀

、

お

よ

び

生

(も

の
を
生
ぜ
し
め
、
未

来
よ
り
現
在

に
入
ら
し
め
る
法
)

な
ど
の
心
不
相
応

[行
」」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(
1
2
)

分
析
知
が
生
じ
て
い

る
時
に
は
、
そ
れ
の
み
が
生
じ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
分
析
知
に

伴

っ
て
何
も
の
か
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
親
は
こ
の
箇
所
で
は
分
析
知
に
伴

っ
て
生
ず
る
も
の
を

「五
蘊
」

と
簡
単
に
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
少
な
く

と
も

『倶
舎
論
』
(
一
・
一
～
二
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
自
注
に
お
い

て
は
、
詳
し
く
述
べ
て
は
い
な
い
。
こ
の
箇
所

は
第

一
義
的
な
ア
ビ
ダ

―566―



ル
マ
の
総
括
的
定
義
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
詳
し
く
述
べ
る
必
要
を
世
親
は
認
め
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

心
が
生
じ
て
い
る
、

つ
ま
り
機
能
し
て
い
る
と
き
に
は
、

一
〇

の
広

領
域
発
生
存
在

(大
き
な
発
生
領
域
を
有
す
る
存
在
、
大
地
法
)
は
常
に
生

ま
れ
て
い
る
、
と

『倶
舎
論
』
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
〇
の

法

の
ひ
と
つ
が

「プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
」
(慧
、
分
析
知
)

で
あ
る
。
第

一

義
的
な

ア
ビ
ダ

ル
マ
の
主
要
な
も
の
は
、
無
漏
な
る
慧

で
あ

っ
た
が
、

こ
の
無
漏
の
慧
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
そ
れ
に
伴
う
五
蘊

も
無
漏
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

五

日
本

に
お
け
る

『倶
舎
論
』
研
究
は
、
奈
良
仏
教
以
来

一
千
年
前
以

上
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
日
本
人
の
手
に
な
る
数
多
く

の
注
釈
書
が
著
さ
れ
、
『倶
舎
論
』
の
漢
訳
テ
キ
ス
ト
の
読
み
方
が
決

定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
も
整
理
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な

『倶
舎
論
』
の
読
み
方
と
諸
解
釈
の

整
理
を
伝
え
る
著
作
の
代
表
的
な
も
の
が
、
『冠
導
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

(以
下
、
冠
導
本
)

で
あ

る
。
(
1
3
)

冠

導

本

第

一
巻

(
二
頁
)

で

は
、
玄
奘

訳

の

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二

a
)

が

次

の
よ
う

に
読

ま

れ

て

い
る
。

浄
慧
ト
随
行
ト
ヲ
名
二
対
法
一
ト

す

な

わ

ち

、

冠
導

本

は
玄
奘

訳

を

「浄

慧

と

随

行

と

を

対

法

と

名

づ

く
」

(浄
ら
か
な
智
慧

と
そ
れ
に
伴

っ
て
生
ず

る
も

の
と
を
対
法

(ア
ビ
ダ

ル
マ
)

と
名
づ
け
る
)

と
読

ん

で

い
る
。
(
1
4
)

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

は

「
ダ

ル

マ
に
関

す

る

[
も

の
]
」

と

い
う

意

味

あ

る

い

は

「ダ

ル

マ
に
関

す

る
分

析

知

」

と

い
う

意

味

に

用

い
ら

れ

て

き

た

と

い
う

こ
と

は

す

で
に
述

べ

た
。

し

か

し
、

こ

の
冠

導

本

に

お

い
て

ア

ビ
ダ

ル

マ

(対
法
)

は
、
浄

ら

か

な
慧

(分
析
知
)

と
浄

ら

か

な

五
蘊

と

を
合

わ

せ

た

も

の
で
あ

る
と

解

釈

さ

れ

て

い

る
。

注

意

す

べ
き

は

、

こ

こ
で
浄

慧

と

随

行

と

が

並

列

的

に
置

か

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

随

行

と

は
伴

っ
て
生

ず

る

も

の
を

意

味

す

る
が

、

こ

こ
で

は

そ

れ

が

浄

ら

か

な
五
蘊

の

こ
と

で

あ

る

と

解

釈

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
場

合

、

慧

が

主

で
あ

り
、

随

行

が
従

の
も

の

で
あ

る

こ
と

は

明

ら

か

で

あ

る

が

、

そ

れ

で
も

二
語

が
並

列

的

に

お

か

れ

て

い
る

こ
と

に

は

注
意

を
払

い
た

い
。

玄

　

は

ア

ビ
ダ

ル

マ
を

「
対

法

」

と

訳

し

た

。

し

か
し

、

こ

の
訳
語

は

「
ア
ビ

」

を

「対

」

と
置

き

、

「ダ

ル

マ
」

を

「
法

」

と
置

い
た

直

訳

で
あ

っ
て
、

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
語

自

体

の
意

味

が

元

来

い
さ

さ
か

不

明

瞭

で
あ

る

よ
う

に
、

こ

の
直

訳

も
意

味

が

は

っ
き

り

し

な

い
。

「法

に
対

す

る

な

に
も

の
」

(
す
な
わ
ち

(
a
)
の
意

味
)

な

の

か

、

「何

も

の
か

に

対

す

る
法

」

(
す
な
わ
ち

(b
)

の
意
味
)

な

の

か
、

「
対

法

」

と

い
う
語

か

ら

は

は

っ
き

り

し

な

い
。

玄

　

は

そ

こ

は

問

わ

な

い
ま

ま

、

内

容

に

よ

っ
て
定

義

付

け

を

し

て
い
る

と

い
え

よ

う
。

冠

導

本

に

お

い
て

も
、

慧

に
伴

っ
て
生
ず

る
も

の

が
何

で

あ

り
、

幾

『倶
舎
論
』

に
お
け
る

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味
に

つ
い
て

(立

川
)

一
五
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『倶
舎
論
』

に
お
け
る

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味

に

つ
い
て

(立

川
)

一
六

つ
の
纏

に
亘

っ
て

い
る

の
か

が
問

題

と

な

っ
て

い

る
。

冠

導

本

の
序

の

部

分

に

は
表

が

あ

り

、

次

の
よ

う

に
記

さ

れ

て

い
る
。

す

な

わ

ち
、

五

纏

に

は

、
無

漏

の
も

の
と

有

漏

の
も

の

が
あ

る

が
、

前

者

は
無

為

の
三

法
を

除

く
七

二
法

を

い

い
、

後
者

は

(
一
)

色

、

受
等

の
五
蘊

と

(
二
)

戒

、

定

、
恵

等

の
五

編

と

に
分

か

れ

る

。

さ

ら

に

(
一
)

は
無

表

色

で

あ

る
戒

、
無

漏

の
受

の
心

所
、

無

漏

の
想

の
心

所

、

無

漏

の
二
五

行
蘊

(八
大

地

法
、

一
〇

大
善

地
法
、
尋
、
伺
、
得
、
生

・
住

・
異

・
滅

の
四
相

)
、

無

漏

の
第

六

識

に
よ

っ
て
構

成

さ

れ

る
。

(
二
)

は
、

戒

、

定

、

恵

、
解

脱
、

解

脱

知

見

そ

れ

ぞ

れ

の
蘊

の
中

、
無

漏

な

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の

よ

う

に

無

漏

の
慧

が

生

じ

て

い
る

と

き

に

は
、

そ

れ

に
伴

う

五
蘊

も
無

漏

の
も

の

で
な

け

れ
ぼ

な

ら

な

い
と

考

え

ら

れ

て

い
る
。
(
1
5
)

六

世

親

は

『
倶

舎

論

』

(
一
・
二
)

に

お

け

る
第
一
義

的

な

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

の
定

義

を
自

注

に

お

い
て
次

の
よ

う

に
言

い
換

え

て

い

る
。

こ

の
よ
う

に
無

漏

で
あ
り
、
五
蘊

を
伴
う
も

の
が
ア
ビ
ダ

ル

マ
で
あ
る
、

と

い
う

こ
と
に
な

る
。

(
1
6
)

「五
蘊

を

伴

う

も

の
」

と
訳

さ

れ

た
語

は
p
a
n
c
a
-
s
k
a
n
d
h
a
k
a

で
あ

る
。

s
k
a
n
d
h
a
k
a

冨

の
-
ka
と

い
う
接

尾

辞

は

こ

こ
で

は

「を

伴

う

」

を
意

味

す

る

と

思

わ

れ

る
。

も

っ
と

も

-
k
aと

い
う

接

尾

辞

が

付

い

て

も
意

味

の

変

わ

ら

な

い

場

合

も

あ

る
。

そ

の
場

合

に

は
p
a
n
c
a
-
s
k
a
n
d
h
a
k
a

は

p
a
n
c
a
-
s
k
a
n
d
h
a
k
a

す

な

わ

ち

五
纏

の
意

味

と

な

り
、

先

ほ

ど

引

用

し

た

句

は

「無

漏

の
五
蘊

が

ア

ビ
ダ

ル

マ
と

い
う

こ

と

に

な

る
」

を
意

味

す

る
。

「と

い
う

こ

と

に
な

る
」

(
i
t
y
 
u
k
t
a
m
 
b
h
a
v
a
t
i
)

と

は

「よ

う

す

る

に

～

と

い
う

こ
と

に

な

る
」

と

い
う
意

味

の

い
い
ま

わ

し

で
あ

る
。

P
a
n
c
a
-
s
k
a
n
d
h
a
k
a

を

「
五
蘊

よ

り
構

成

さ
れ

る
グ

ル
ー

プ

」

と

訳

す

こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
(
1
7
)

「五
蘊

よ
り
構
成
さ
れ

る
集
合
と
そ
の
集
合
の

メ
ン
バ
ー
と
は
別

の
存
在
で
あ
る
」
と
考
え
る
実
在
論
的
な
考
え
方
に

立

つ
者
に
は
、
集
合
そ
れ
自
体
と
そ
の
要
素
と

の
区
別
が
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
が
、
『倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
実
在
論
的
区
別
は
ほ

と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

「五
蘊

を
伴
う
」
慧
が
五
蘊

の

中
の

一
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「ア
ビ
ダ
ル
マ
は
、
無
漏

の
五
蘊

で
あ
る
」

と
解
釈
し
た
場
合
に
は
、

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
き
た
世
親
自
注
に
お
け
る
か
の
箇

所
に
お
い
て
、
主
要
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
慧

に
つ
い
て
の
言
及
が
な

い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も

「無
漏

の
五
蘊

が
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
あ
る
」

と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
親
は

『倶
舎
論

』
(
一
・
二
a
)
に
お
け

る

「伴
う
も
の
を
含
め
た
も
の
が
ア
ビ
ダ
ル

マ
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所

を
言

い
換
え
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
箇
所
を
述

べ
た

直
後
に
世
親
は
有
漏

の
分
析
知

(慧
)
の
説

明
に
移

っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
無
漏

の
分
析
知
、
す
な
わ
ち
第

;
我
的
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
説

明
は
、
先
述

の

「無
漏

で
あ
り
五
蘊
を
伴
う
も
の
で
あ
る
も
の
が
ア
ビ

ダ
ル
マ
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
で
終
わ

っ
て

い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
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ろ

う
。

そ

う

で
あ

れ

ぼ

、

と

い
う
文

章

に

お

い

て
p
a
n
c
a
s
k
a
n
d
h
a
k
o

は
、

男
性

、

単

数

に

活

用

し

て
お

り
、
五
蘊

を
指

し

て

い
る

の
で
は

な
く

て
、

「
五
蘊
を
伴

う

も

の

[
す

な

わ

ち
、

知

、
慧

」
」

の

こ

と

を
指

し

て

い
る

と
解

釈

す

べ
き

で

あ

ろ
う
。

「
無

漏

の
五
蘊

が

ア

ビ

ダ

ル

マ
で

あ

る

」

と

い

う

意

味

な

ら

ぼ

、

a
n
a
s
r
a
v
a
h
 
p
a
n
c
a
s
k
a
n
d
h
a
k
a
h

と

い

う

表

現

で

は

な

く

、

a
n
a
s
r
a
v
a

m

p
a
n
c
a
s
k
a
n
d
h
a
k
a
m

と

い
う

よ

う

に
、

主

格

、

単

数

、

中

性

で
述

べ

ら

れ

て

い

た

の
で

は

な

か

ろ

う

か
。
k
a
が

数

詞
限

定

複

合

語

で

あ

り
、

か

つ
集

合

名

詞

で
あ

る
語

の
末

尾

に
来

る
場

合

、
a-

あ

る

い
は
a
-

語

幹

お

よ
び

a
n
-語

幹

は

-a
m
ま

た

は
-
i
と

な

る
か

ら

で
あ

る
。
(
1
8
)

今

問

題

に
し

て

い
る
箇

所

を
玄
奘

は

次

の
よ

う

に
訳

し

て

い
る
。

如
是
総
説
無
漏
五
蘊

名
為

対
法
。

　

(是

の
如

く
総

じ
て
無

漏

の
五
蘊

を
説

い
て
名
づ
け

て
対
法
と
為

す
。
)
(
1
9
)

接

尾

辞
-
k
a
を
玄
奘

が

ど

の
よ

う

に

理
解

し
た

か

は
定

か

で
は

な

い
。

し

か
し

、
玄
奘

訳

の

こ

の
箇

所

は

、
無

漏

の
五
蘊

に
関

し

て
説

く

も

の

(
あ
る

い
は
、

こ
と
i

が

ア

ビ

ダ

ル

マ
で

あ

る

と
理

解

し

て

い

る

と

も

理

解

で
き

る
。

す

な

わ

ち

「無

漏

の
五
蘊

」

そ

の
も

の
を

直

接

ア
ビ

ダ

ル

マ
と

呼

ん

で

い

る

の

で

は

な

い
と

も

理

解

で
き

る

。

で

は

あ

る

が

、

玄

奘
訳

の

こ

の
箇

所

を

「
無

漏

の
分

析

知

(慧
)

で

あ

り
、

か

つ
五
蘊

を

伴

う

も

の

が
、

対

法

で

あ

る

」

と

は
読

む

こ
と

は

で
き

な

い
。
無

漏

の

五
蘊

を

ま

と

め

て
対

法

と

呼

ぶ

、

と

読

む

方

が
素

直

で
あ

ろ

う

。

そ

う

で
あ

れ

ぼ
、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の
原

文

と

微

妙

に
意

味

が

異

な

る

の

で

あ

る
。

ド

ゥ

・
ラ

・
ヴ

ァ
レ

・
プ

サ

ン
は

、
玄
奘

訳

の
仏

訳

に

お

い

て
か

の

箇

所

を

「慧

と

共

に
生

じ

て

い
る
汚

れ

の
な

い
五
蘊

」

と
訳

し

て

い
る
(
2
0
)

。

プ

サ

ン
は
単

に

「汚

れ

の
な

い
五
蘊

」

と
訳

す

の
で
は

な
く

、

「慧

と

共

に
生

じ

て

い
る
」

と

い
う
玄
奘

訳

に

は

見

ら

れ

な

い
表

現

を

意

味

か

ら

判

断

し

て
付

け
加

え
、

意

味

を

よ

り

明

確

に
し

よ
う

と
努

め

て

い

る

よ

う

に
思

わ

れ

る
。

プ

サ

ン
が

こ

こ

で

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
は
無

漏

の
五
蘊

で

あ

る
」

と

の
み
訳

し

て

い
な

い
こ
と

に

注

目

す

べ
き

で
あ

る
。

七

a
n
a
s
r
a
v
a
h
 
p
a
n
c
a
s
k
a
n
d
h
a
k
o

と

い
う

文

言

は
、

以
上

の
理
由

に
よ

っ

て
、

「無

漏

の
五
蘊

」

を

意

味

す

る

の

で
は

な

く

、

「無

漏

で
あ

り

五
蘊

を
伴

う
も

の
」

を

意
味

す

る

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

テ
ー

ラ

ヴ

ァ
ー

ダ

仏

教

お

よ
び

チ

ベ

ッ
ト
仏

教

の
ア
ビ

ダ

ル

マ
学

の

伝

統

に
お

い
て
か

の

『
倶

舎

論

』

の
当

該

箇

所

が

ど

の
よ

う

に

理
解

さ

れ

て
き
た

の
か

、

に

つ
い

て
は
ご

く
簡

単

に
述

べ

て
お
き

た

い
。

テ
ー

ラ
ヴ

ァ
ー
ダ

仏

教

に

お

い

て

「
ア
ビ

ダ

ル

マ
」

の

「
ア
ビ

」

は

「勝

れ

た
」

と

い
う

意

味

を

持

つ
と
解

釈

さ

れ

た

。

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の

チ

ベ

ッ
ト

語

訳

は

「
チ

ュ
ー

ゴ

ン

パ

」

(ch
os
 
m
n
g
o
n
 
p
a

)

.
で
あ

る

が

、

こ

こ

で

は

ab
h
iの
訳

で

あ

る

「
ゴ

ン

パ
」

は

d
h
a
r
ma
の

訳

で

あ

る

「チ

ュ
ー
」

に
か

か

る
限

定

詞

(形
容

詞

)

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

。

『倶
舎
論

』

に
お
け

る

「ア
ビ
ダ

ル

マ
」

の
意
味

に

つ
い
て

(立

川

)

一
七
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『倶
舎
論
』
に
お
け
る

「ア
ビ
ダ

ル
マ
」

の
意
味

に

つ
い
て

(立

川
)

一
八

チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
限
定
詞
が
形
容

さ
れ
る
名
詞
の
後

に
お
か
れ
る
。

「チ

ュ
ー
ゴ
ン
パ
」
と
い
う
語

の
意
味
は
、
世
親
が
自
注
で
い
う
意
味
、

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
名
付
け
て
き
た

(b
)
の
意
味
に
近
い
。

1

2

井

口
泰
淳

「ヤ

シ
ョ
ー

ミ
ト

ラ

・
倶
舎
論
疏

に
於

け
る

a
b
h
i
d
h
a
r
m
a

の

語
義
解
釈
に
就

い
て
」
『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』

(
一
・
二
)

一
九
六
三
年
、

一
八
三
頁
参

照
。

3

渡
辺
郁
子

「
Y
a
s
o
m
i
t
r
a
 
S
p
h
u
t
a
r
t
h
a

に
お
け
る
仏
教
語

の
文
法

的
解
釈

口
]

『
ア
ジ

ア
に
お

け
る
宗
教

と
文
化
』

東
洋

大
学
東
洋

学
研
究

所

一

九
九

四
年
、
六
三
)

六
五
頁
、
岩

崎
良
行

「
ヤ
シ

ョ
ー
ミ
ト
ラ
と
パ
ー

二

二
文
法
学
」

(
二
)

『印
度

哲
学
仏

教
学
』

(
一
〇
)

一
九
九
五
年
、

五

一

頁
、
木
村
誠

司

「
『倶
舎
論

』
に
お
け
る
,
s
v
a
l
a
k
s
a
n
a
d
h
a
r
a
n
a
n
d
 
d
h
a
r
m
a
h
,

と

い
う
句

に

つ
い
て
」

『駒

沢
短

期
大
学
仏
教
論
文
集
』

(
七
)
二
〇
〇

一

年
、

二
五
四
頁
。

こ
れ
ら

の
論
文

入
手

の
た
め
、
今
西
順
吉

国
際
仏

教
学

大
学
院
教
授

、
岩
崎
良
行
札
幌

大
谷
短
期
大
学
助
教
授

の
ご
助
言

、
ご
助

力
を
得
た
。

こ
こ
に
記

し
て
謝
意

を
表

し
た

い
。

4

桜
部
建

・
上
山
春
平

『存
在

の
分
析
』

〈
ア
ビ
ダ

ル

マ
〉
角

川
書
店

一
九
九
六
年

一
九
頁
。

5

平

川
彰

『
イ

ン
ド
仏
教

史
』

(
上
巻
)
春

秋
社

一
九

七

四
年

一
九

二

頁

。

67891
01

1

1
2

荻

原

雲

来

訳
注

『
和
訳
称
友
倶
舎
論
疏
』

(
一
)
梵
文

倶
舎
論
疏
刊

行
会

一
九
三
三
年

一
五
頁
。

13

比
丘
旭
雅
編
輯

法
蔵
館

明
治

一
八
年
。

14

大

正
蔵

二
九

巻

一
頁

b
。
真

諦

訳

に
は

「浄
智

助

伴
名

対
法
」

(大
正
蔵

二
九
巻

一
六

二
頁

a
)
と
あ

る
。

15

西
義
雄
訳

『阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
『国
訳

一
切
経
』

(毘
曇
部

二
十
五
)

大
東
出
版
社

一
九

三
五
年

四
頁
注

一
七
参
照
。

16

ヤ

シ

ョ
ー
ミ
ト
ラ
は
世

間
的

な
ア
ビ
ダ

ル

マ
の
意
味

を
説

明
す

る
箇
所

に
お

い
て
、

「
ア
ビ
ダ

ル

マ
は
、

一
蘊
を
有

す

る
も

の

(
e
k
a
s
k
a
n
d
h
a
k
a
h

)

で
あ

る
か
あ

る

い
は
、

そ

の

中

で

生

等

が

存

す

る

と

こ

ろ

の

二
蘊

を

有

す

る

も

の

―570―



(d
v
i
s
k
a
n
d
h
a
k
a
h

)
か

で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

こ
こ
に
お

い
て
も
-
ka

と

い
う
接

尾
辞
は
、
a
bh
i
d
h
a
r
m
a

と

い
う
語

に
掛

か

る
限
定
詞

を
作

っ
て

い
る

17

前
掲
木
村
論
文
二
五
六
頁
参
照
。

18

辻
直

四
郎

『サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
文
法
』
岩
波

書
店

一
九

七
四
年

二

五

二
頁
。

19

大
正
蔵

二
九
巻

一
頁

b
。

20〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

倶
舎
論
、

ア
ビ
ダ

ル
マ
、
慧

、
ダ

ル

マ

(愛
知
学
院
大
学
文

学
部
教

授
、
文
博
)

新
刊
紹
介

大
正
大
学
智
山
研
究
室

編

遠
藤
祐
純

・
吉
田
宏
暫
古
稀
記
念
論
集

『慈
悲
と
智
慧
の
世
界
』

A
五
版

・
七
五
八
頁

・
定
価

一
五
、
〇
〇
〇
円

智
山
勧
学
会

・
二
〇
〇
五
年
三
月

『倶
舎
論
』

に
お
け
る

「
ア
ビ
ダ

ル
マ
」

の
意
味

に
つ
い
て

(立

川
)

一
九
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present reason, inference of future thing from present reason and inference 

of present thing from present reason. 

The author of the Upayahrdaya shows his affinity to Sautrantika philoso-

phy in such things as provisional cognition of substantial elements, earth, 

etc. Generally he argues for complete tranquility, non-egoism, non-eternality 

and so on. Maitreya also composed dialetics and logic from the standpoint of 

the Sautrantikas in his Yogacarabhumi. But this position is on the way from 

primary speculation to complete tranquilty, that is, the learning stage (sruta-

mayi bhumih). But our author does not show affinity to Mahayana Buddhism. 

This text was translated into Chinese 472 A.D. as Fangbianxin lun •û•Ö•S

˜_(Taisho no.1632), and the Sanskrit original as well as Tibetan version are 

not extant. But its abundant dialectics fascinate us, researchers of Indian log-

ic. 

100. Abhidharma in the Abhidharmakosabhasya

Musashi TACHIKAWA 

The term "abhidharma" has been used at least in two meanings: (a) [Dis-

course] about dharma (truth) and (b) Dharma (truth or teaching) about [nirva-

na, etc.]. The original meaning of the term seemsto have been the former 

(a), and one may say that the second meaning (b) was added later in the his-

tory of Abhidharma Buddhism. Vasubandhu in hisAbhidharmakosabhasya 

states that abhidharma is of two kinds: the ultimate and the conventional. 

The author of the work defines the ultimate abhidharma in terms of the sec-

ond meaning (b) of abhidharma. 

Commenting on the definition of the ultimate abhidharma given in the 

Abhidharmakosasastra (1,2a) Vasubandhu states: anasravah pancaskandhako 

'bhidharma ity (Abhidh
arma is free from asrava (mental defilements) and is ac-

companied by five skandhas (constituent elements)). Xuanzang has translated the 

passage in the following sense: The five skandhas that are free from asravas 
are called abhidharma. The Peking edition of the Tibetan translation of the 

passage (Tibetan Tripitaka, Suzuki Foundation, Vol.115, p.127, f.4, 11.3-4) has the

1291



(180) Abstracts

same meaning as Xuanzang's translation. The expression "pancaskandhaka," 

however, does not mean five skandhas, but rather that which is accompanied 

by five skandhas.

101.Traditional Japanese Commentaries on the*Suvarnasaptatisastra金 七

十 論:Focusing upon the Kin shichiju ron so kyo(金 七 十 論 藻 鏡)

Kaori OKITSU

The*Suvarnasaptatisastra, which is an important treatise of Samkhya

philosophy, survives only in the Chinese translation done by Paramartha眞

諦sometime between 548 and 569. Commentarialtradition begins with the

citations from it found in the Chengweishi lun shuji 成 唯 識 論 述 記, written

in Tang China, and continues with a real exegetical boom in 18tH century Ja-

pan. Although the Japanese exegetes refer to the same passage cited in the

Chengweishi/un shuji, they express different opinions concerning the*Su-

varnasaptatisastra.I analyse the interpretations of this passage in the Kin

shichiju ron biko金 七 十 論 備 考by Gyo'o Gonzo曉應 嚴 藏(1724-1785), the

Kin shichiju ron sho金 七 十 論 疏by Chido Hoju智幢 法 住(1723-1800), the

Kin shichiju ron ge金 七 十 論 解by Shuro宗 朗(?一1788), and the Kin shichiju

ron so kyo金 七 十 論 藻 鏡by Rinjo Kaldo林 常 快 道(1751-1810)and focus

mainly upon their understanding of the relation between the prose parks of

the*Suvarnasaptatisastra and Vasubandhu.

102. Plural Theories on Vijnaptimatra in the Mahayanasutralamkara 

Hiromi YOSHIMURA 

The Vijnaptimatra theory varies in its expression. The Mahayanasutra-

lamkara contains these expressions with different key words showing a vari-

ety of different traditions. One of them is quoted by the Mahayanasamgraha 

by which the author established a new vijnaptimatra theory to unite the three 
natures (trisvabhava) theory and the theory of intellectual entrance to the 

non-characteristic (asal-laksana pravesa) into one system. Through this re-
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