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　【4】アッタカターの記事

［1］簡単な伝記と東園鹿子母講堂建立の由来＊

　　　＊【3】の［16］［17］、および【5】参照

［1-1］DN.-A.（vol.Ⅲ　p.859,l.1~p.860,l.17）：evaM me sutan ti aggaJJa-suttaM. 

tatrAyaM anuttAnapada-vaNNanA. pubbArAme migAra-mAtu pAsAde ti ettha ayaM 

AnupubbikathA.

　　「このように私は聞いた」とはアッガンニャ経〔を聞いたのである〕。以下はそこにお

ける不明瞭な句の註釈である。「東園鹿子母講堂において」とは、ここに〔関して〕以下

が次第である。

　 　 atIte kappa-sata-sahassa-matthake ekA upAsikA padumuttaraM bhagavantaM 

nimante- tvA buddha-pamukhassa bhikkhu-sata-sahassassa dAnaM datvA bhagavato 

pAda-mUle nipajjitvA: “anAgate tumhAdisassa buddhassa aggF upaTThAyikA homI” ti, 
patthanaM akAsi. sA kappa-sata-sahassaM devesu ca manussesu ca saMsaritvA 

amhAkaM bhagavato kAle bhaddiyanagare meNDaka-seTThiputtassa 

dhanaJjaya-seTThino gehe sumanA-deviyA kucchismiM paTisandhiM gaNhi. jAta-kAle 

tassA visAkhA ti nAmaM akaMsu. sA yadA bhagavA bhaddiyanagaraM agamAsi tadA 

paJcahi dArikA-satehi saddhiM bhagavato paccuggamanaM gatA paThama-dassanamhi 

yeva sotF ApannA ahosi. aparabhAge sAvatthiyaM migAra-seTThi-puttassa 

puNNa-vaDDhana-kumArassa gehaM gatA. tattha naM migAra-seTThi mAtu-ThAne 

Thapesi. tasmA migAra-mAtA ti vuccati.　

　　過去に、10万劫前に、ある優婆夷が世尊パドゥムッタラ〔仏〕を招待し、仏陀を上首

とする10万人の比丘に布施を施してから、世尊の足もとにひれ伏して「未来にあなた様

と同様の仏陀の〔もとで〕女性侍者の第一人者になれますように」と願をかけた。彼女

は10万劫にわたって、天界と人間界〔だけ〕を輪廻し、我らが世尊の時代に、バッディ

ヤ市（1）に、メンダカ長者の息子ダナンジャヤ長者の家に、〔その妻の〕スマナー・デー

ヴィーの胎内に生を結んだ。誕生した時に人々は彼女にヴィサーカーという名をつけた。

彼女は、世尊がバッディヤ市を訪れた際に、500人の少女とともに世尊を出迎えに行き、

最初に〔世尊をひとめ〕見ただけで預流者となった。後に、舎衛城に〔住む〕ミガーラ

長者の息子プンナヴァッダナ・クマーラの家に〔嫁いで〕行った。そこで彼女をミガー

ラ長者が母の位に置いた。それゆえ「ミガーラの母」と言われる。

（1）バッディヤ市、メンダカ長者、ダナンジャヤ長者、スマナー・デーヴィーについては、【5】

の［1］の最初の文章の中の註（2）（3）（4）（5）を参照。

　　 patikulaM gacchantiyA tassA pitA mahAlatApilandhanaM nAma kArApesi. tasmiM 

pilandhane catasso vajira-nALiyo upayogaM agamaMsu. muttAnaM ekAdasa-nALiyo. 

pavALassa dvA-vIsati nALiyo. maNInaM tettiMsa nALiyo iti etehi ca aJJehi ca 

sattavaNNehi vara-ratanehi niTThAnaM agamAsi. taM sIse paTimukkaM yAva 

pAdapiTThiyA bhassati. paJcannaM(1) hatthInaM balaM dhAriyamAnA va naM itthI 

dhAretuM sakkoti. sA apara-bhAge dasabalassa aggF upaTThAyikA hutvA taM 
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pasAdhanaM vissajjetvA navahi koTIhi bhagavato vihAraM kArayamAnA karIsa-matte 

bhUmi-bhAge pAsAdaM [860] kAresi. tassa upari-bhUmiyaM paJca-gabbha-satAni 

honti, heTThima-bhUmiyaM paJca-satAni-gabbha-sahassa-paTimaNDito ahosi. sA: 

suddha-pAsAdo na sobhatI ti, taM parivAretvA, paJca-duvaDDha-geha-satAni 

paJca-cUla-pAsAda-satAni paJca-dIgha-sAlA-satAni ca kArApesi. vihAra-maho catUhi 

mAsehi niTThAnaM agamAsi.　
（1）paJcannaM.底本の pancaJJaMを訂正した。誤植であろう。

　　夫の家に行こうとする彼女のために、父親が大草模型装身具というものを作らせた。そ

の装身具には、ダイヤモンドが４ナーリ（容積の単位）用いられた。〔さらに〕真珠11

ナーリ、珊瑚22ナーリ、宝珠33ナーリというこれらと他の７種の最高の宝石で仕上げ

られた。その装身具は頭に載せられて〔後ろに垂れて〕踵に届く〔ほど長かった〕。象

５頭分の力を有する女性がその装身具を身に付けることができる。ヴィサーカーは後に、

十力者の女性侍者の第一人者となってから、その装身具を手放して９億金で世尊のため

に精舎を作らせ、１カリーサ（面積の単位）の地所に高楼を作らせた。その上階には500

の房があり、下階にも500あり、〔高楼は合わせて〕千の房に飾られた。彼女は「純粋

に高楼〔だけ〕では見栄えしない」と〔考えて〕、その高楼を囲む500の二重構造の家

屋（duvaDDhageha）（1）と、500の小さな高楼と、500の長方形の講堂を作らせた。精

舎の落慶式は４ヶ月間かかった。

（1）どのようなものかよくわからない。複註によれば、房を中心にして回廊を有するものらし

い 。 ‘niyUhAni bahUni nIharitvA kAttabbasenF AsanAni duvaDDhagehAnI ti vadanti. 

majjhe gabbho samantato anupariyAyapatho ti evaM dvikkhattuM vaDDhetvA katasenF 

AsanAni duvaDDhagehAni’（DN.-TIkA　vol.Ⅲ　　p.045）
　　mAtugAmF attabhAve ThitAya visAkhAya viya aJJissA buddha-sAsane dhana-pariccAgo 

nAma nF atthi. purisF attabhAve Thitassa anAthapiNDikassa viya aJJassA ti. so hi 

catu-paNNAsa-koTiyo vissajjetvA sAvatthiyA dakkhiNabhAge anurAdhapurassa 

mahAvihAra-sadise ThAne jetavanamahAvihAraM nAma kAresi. visAkhA sAvatthiya 

pAcInabhAge uttamadeviyA vihAra-sadise ThAne pubbArAmaM nAma kAresi. bhagavA 

imesaM dvinnaM kulAnaM anukampAya sAvatthiM nissAya viharanto imesu dvIsu 

vihAresu nibaddha-vAsaM vasi. ekaM anto-vassaM jetavane vasati, ekaM pubbArAme. 

tasmiM pana samaye bhagavA pubbArAme viharati. tena vuttaM pubbArAme 

migAra-mAtu pAsAde ti.　

　　女性の身にあって、ヴィサーカーほどに、仏教に対して財産の捨施を行ったものは他に

はいない。男性の身にあって、給孤独ほどに〔仏教に対して財産の捨施を行ったものは〕

他にはいない。なぜなら、給孤独は54億金を出費して、舎衛城の南部に、アヌラーダプ

ラの大精舎（1）と同じ広さの地所に祇園大精舎を作らせた。ヴィサーカーは舎衛城の東部

にウッタマデーヴィーの精舎（2）と同じ広さの地所に東園〔鹿子母講堂〕を作らせた。世

尊は、これらの２家を憐れむ故に、舎衛城に住する時に、２箇所の精舎に定住した。あ

る雨安居を祇園で過ごしたら、次の雨安居は東園鹿子母講堂で過ごされた。その時（アッ

ガンニャ経を説かれた時）、世尊は東園鹿子母講堂に住していた。それゆえ「東園鹿子
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母講堂において」といわれる。

（1）アヌラーダプラ大精舎はマヒンダがスリランカに至った時に DevAnampiya-Tissa王によっ
て創建されたスリランカ最初の寺院。南方上座部の正統保守派である大寺派の根拠地。ア

ヌラーダプラは当時のスリランカの首都。

（2）ウッタマデーヴィー精舎は、アヌラーダプラの東にあったとされる精舎。

［1-2］MN.-A.（vol.Ⅱ　p.296,l.1~p.297,l.14）：evam me sutan ti cULataNhAsaGkhaya- 

suttaM. tattha pubbArAme migAramAtu pAsAde ti pubbArAmasaGkhAte vihAre, 

migAramAtuyA pAsAde. tatrAyaM anupubbikathA:　

　　「私はこのように聞いた」とは「小タンハーサンカヤ経」〔を聞いたのである〕。そこ

における「東園鹿子母講堂において」とは「東園」という名の精舎の鹿子母講堂におい

て〔という意味である〕。そこに関して、以下が次第である。

　 　 atIte satasahassakappamatthake ekA upAsikA padumuttaraM bhagavantaM 

nimantetvA buddhapamukhassa bhikkhusaGghassa dAnaM datvA bhagavato pAdamUle 

nipajjitvA “anAgate tumhAdisassa buddhassa aggupaTThAyikA homI” ti patthanaM 

akAsi. sA kappasatasahassaM devesu ca manussesu ca saMsaritvA amhAkaM 

bhagavato kAle bhaddiyanagare meNDakaputtassa dhanaJjayaseTThino gehe 

sumanadeviyA kucchismiM paTisandhiM gaNhi. jAtakAle cF assA visAkhA ti nAmaM 

akaMsu. sA, yadA bhagavA bhaddiyanagaraM agamAsi tadA, paJcahi dArikAsatehi 

saddhiM bhagavato paccuggamanaM katvA paThamadassanamhi yeva sotApannA ahosi. 

aparabhAge sAvatthiyaM migAraseTThiputtassa puNNavaddhanakumArassa gehaM gatA. 

tattha naM migAraseTThi mAtiTThAne Thapesi; tasmA migAramAtA ti vuccati.　

　　過去に、10万劫前に、ある優婆夷が世尊パドゥムッタラ〔仏〕を招待し、仏陀を上首

とする比丘サンガに布施を施してから、世尊の足もとにひれ伏して「未来にあなた様と

同様の仏陀の〔もとで〕女性侍者の第一人者になれますように」と願をかけた。彼女は

10万劫にわたって、天界と人間界〔だけ〕を輪廻し、我らが世尊の時代に、バッディヤ

市に、メンダカの息子ダナンジャヤ長者の家に、〔その妻の〕スマナー・デーヴィーの

胎内に生を結んだ。そして誕生した時に人々は彼女にヴィサーカーという名をつけた。

彼女は、世尊がバッディヤ市を訪れた際に、500人の少女とともに世尊を出迎え、最初に

〔世尊をひとめ〕見ただけで預流者となった。後に、舎衛城に〔住む〕ミガーラ長者の

息子プンナヴァッダナ・クマーラの家に〔嫁いで〕行った。そこで彼女をミガーラ長者

が母の位に置いた。それゆえ「ミガーラの母」と言われる。

　　 patikulaM gacchantiyA cF assA pitA mahAlatApilandhanaM nAma kAresi. tasmiM 

pilandhane catasso vajiranALiyo upayogaM agamaMsu; muttAnaM ekAdasa nALiyo; 

pavALAnaM dvAvIsati nALiyo; maNInaM tettiMsa nALiyo; iti etehi ca aJJehi ca 

sattavaNNehi vararatanehi niTThAnaM agamAsi. taM sIse paTimukkaM yAva 

padapiTThiyA bhassati. paJcannaM hatthInaM balaM dhArayamAnA va naM itthI 

dhAretuM sakkoti. sA aparabhAge dasabalassa aggupaTThAyikA hutvA taM pasAdhanaM 

vissajjitvA navahi koTIhi bhagavato vihAraM kArayamAnA karIsamatte bhUmibhAge 

pAsAdaM kAresi. tassa uparibhUmiyaM paJca gabbhasatAni honti; heTThAbhUmiyaM 
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paJcA ti gabbhasahassapaTimaNDito ahosi. sA, suddhapAsAdo va na sobhatI ti taM 

parivAretvA paJca dvikUTagehasatAni, [297] paJca cULapAsAdasatAni, paJca 

dIghasAlasatAni ca kArApesi. vihAramaho catUhi mAsehi niTThAnaM agamAsi.　

　　そして夫の家に行こうとする彼女のために、父親が大草模型装身具というものを作らせ

た。その装身具には、ダイヤモンドが４ナーリ（容積の単位）用いられた。〔さらに〕

真珠11ナーリ、珊瑚22ナーリ、宝珠33ナーリというこれらと他の７種の最高の宝石で

仕上げられた。その装身具は頭に載せられて〔後ろに垂れて〕踵に届く〔ほど長かった〕。

象５頭分の力を有する女性がその装身具を身に付けることができる。ヴィサーカーは後

に、十力者の女性侍者の第一人者となってから、その装身具を手放して９億金で世尊の

ために精舎を作らせ、１カリーサ（面積の単位）の地所に高楼を作らせた。その上階に

は500の房があり、下階にも500あり、〔高楼は合わせて〕千の房に飾られた。彼女は

「純粋に高楼〔だけ〕では見栄えしない」と〔考えて〕、その高楼を囲む500の二階建

ての家屋 dvikUTageha（1）と、500 の小さな高楼と、500の長方形の講堂を作らせた。精

舎の落慶式は４ヶ月間かかった。

（1）［1-1］DN.-A.では duvaDDhagehaとしている。

　　mAtugAmattabhAve ThitAya visAkhAya viya aJJissA buddhasAsane dhanapariccAgo 

nAma nF atthi; purisattabhAve ThitAssa ca anAthapiNDikassa viya aJJassa. so hi 

catupaJJAsa koTiyo vissajjetvA sAvatthiyA dakkhiNabhAge anurAdhapurassa 

mahAvihArasadise ThAne jetavanamahAvihAraM nAma kAresi. visAkhA sAvatthiyA 

pAcInabhAge uttamadevivihArasadise ThAne pubbArAmaM nAma kAresi. bhagavA 

imesaM dvinnaM kulAnaM anukampAya sAvatthiM nissAya viharanto imesu dvIsu 

vihAresu nibandhavAsaM vasi. ekaM antovassaM jetavane vasati, ekaM pubbArAme. 

etasmiM pana samaye bhagavA pubbArAme viharati. tena vuttaM: pubbArAme 

migAramAtu pAsAde ti.　

　　女性の身にあって、ヴィサーカーほどに、仏教に対して財産の捨施を行ったものは他に

はいない。男性の身にあって、給孤独ほどに〔仏教に対して財産の捨施を行ったものは〕

他にはいない。なぜなら、給孤独は54億金を出費して、舎衛城の南部に、アヌラーダプ

ラの大精舎と同じ広さの地所に祇園大精舎を作らせた。ヴィサーカーは舎衛城の東部に

ウッタマデーヴィー精舎と同じ広さの地所に東園〔鹿子母講堂〕を作らせた。世尊は、

これらの２家を憐れむ故に、舎衛城に住する時に、２箇所の精舎に定住した。ある雨安

居を祇園で過ごしたら、次の雨安居は東園〔鹿子母講堂〕で過ごされた。この時（小タ

ンハーサンカヤ経を説かれた時）、世尊は東園鹿子母講堂に住していた。それゆえ「東

園鹿子母講堂において」といわれる。

［ 1-3 ］ SN.-A. （ vol. Ⅰ　  p.148,ll.1 ~ 18 ） ： pubbArAme migAramAtu pAsAde ti, 

pubbArAmasaGkhAte vihAre, migAramAtuyA pAsAde. tatrF AyaM anupubbakathA:　

　　「東園鹿子母講堂において」とは「東園」と呼ばれる精舎の鹿子母講堂において〔とい

う意味である〕。そこについて以下が次第である。

　 　 atIte satasahassakappamatthake ekA upAsikA padumuttaraM bhagavantaM 
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nimantetvA, buddhapamukhassa bhikkhusaGghassa satasahassadAnaM datvA 

bhagavato pAdamUle nipajjitvA, “anAgate tumhAdisassa buddhassa aggupaTThAyikA 

homI” ti patthanaM akAsi. sA kappasatasahassaM devesu ca manussesu ca saMsaritvA 

amhAkaM bhagavato kAle bhaddiyanagare meNDakaputtassa dhanaJjayaseTThino gehe 

sumaNAdeviyA kucchismiM paTisandhiM gaNhi. jAtakAle cF assa visAkhA ti nAmaM 

akaMsu. sA yadA bhagavA bhaddiyanagaraM AgamAsi tadA paJcahi dArikAsatehi 

saddhiM bhagavato(1) paccuggamanaM gatA paThamadassanamhi yeva sotApannA 

ahosi. aparabhAge sAvatthiyaM migAraseTThiputtassa puNNavaDDhanakumArassa 

gehaM gatA. tattha naM migAraseTThi mAtuTThAne Thapesi. tasmA migAramAtA ti 

vuccati.　
（1）底本の bhagavatAを bhagavatoに訂正する。

　　過去に、10万劫前に、ある優婆夷が世尊パドゥムッタラ〔仏〕を招待し、仏陀を上首

とする比丘サンガに10万の布施を施してから、世尊の足もとにひれ伏して「未来にあな

た様と同様の仏陀の〔もとで〕女性侍者の第一人者になれますように」と願をかけた。

彼女は10万劫にわたって、天界と人間界〔だけ〕を輪廻し、我らが世尊の時代に、バッ

ディヤ市に、メンダカの息子ダナンジャヤ長者の家に、〔その妻の〕スマナー・デーヴィー

の胎内に生を結んだ。そして誕生した時に人々は彼女にヴィサーカーという名をつけた。

彼女は、世尊がバッディヤ市に到来された際に、500人の少女とともに世尊を出迎え、最

初に〔世尊をひとめ〕見ただけで預流者となった。後に、舎衛城に〔住む〕ミガーラ長

者の息子プンナヴァッダナ・クマーラの家に〔嫁いで〕行った。そこで彼女をミガーラ

長者が母の位に置いた。それゆえ「ミガーラの母」と言われる。

［1-4］AN.-A.（vol.Ⅱ　p.124,ll.1~7）：pubbArAme ti sAvatthito puratthimadisAya kate 

ArAme. migAramAtu pAsAde ti visAkhAya upAsikAya pAsAde. sA migAraseTThinA 

mAtuTThAne ThapitattA pi, sabbajeTTha-kassa puttassa ayyakaseTThino va 

samAnanAmakattA pi ‘migAramAtA’ ti vuccati. tAya kArito sahassagabbho pAsAdo 

migAramAtu pAsAdo nAma.　

　　「東園」とは、舎衛城の東方に作られた僧園である。「鹿子母講堂」とは、ヴィサーカー

優婆夷の高楼である。彼女はミガーラ長者の母の位に置かれた故に、また、〔彼女の〕

長子に祖父長者（ミガーラ）と同じ名前がつけられた故に「ミガーラの母」と言われる。

彼女が作らせた1000の房を具えた高楼は、「鹿子母講堂」という名である。

［ 1-5］ SuttanipAta-A.（ vol.Ⅱ　　 p.502,ll.1-8）： pubbArAme ti sAvatthinagarassa 

puratthimadisAyaM ArAme; migAramAtu pAsAde ti ettha visAkhA upAsikA attano 

sasurena migArena seTThinA mAtuTThAne ThapitattA migAramAtA ti vuccati; tAya 

migAramAtAya navakoTi-agghanakaM mahAlatApilandhanaM vissajjetvA kArApito 

pAsAdo heTThA ca upari ca paJca paJca gabbhasatAni katvA sahassakUTAgAragabbho, 

so migAramAtu pAsAdo ti vuccati, tasmiM migAramAtu pAsAde.　

　　「東園において」とは、舎衛城の東方の僧園においてである。「鹿子母講堂において」

とは、ここで、ヴィサーカー優婆夷が、自身の舅であるミガーラ長者によって母の地位

【4】アッタカターの記事



に置かれたが故に「ミガーラの母（鹿子母）」と呼ばれ、そのミガーラの母が９億金の

大蔓草型装身具を手放して作らせた高楼は、下階と上階に500ずつの房を作り、合わせ

て千の房を具えた重閣講堂であり、それがミガーラマーターの高楼（鹿子母講堂）と言

われる。そのミガーラマーターの講堂においての意である。

［1-6］UdAna-A.（p.158,l.1~p.159,l.9）：pubbArAme ti sAvatthiyaM pAcInadisAbhAge 

anurAdhapurassa uttamadevIvihArasadise ThAne kArite ArAme. migAramAtu pAsAde ti, 

migAramAtuyA pAsAde. tatrAyaM anupubbikathA.　

　　「東園」とは、舎衛城の東部に、ウッタマデーヴィー精舎と等しい広さの地所に作られ

た僧園である。「鹿子母の講堂」とは、ミガーラの母の講堂である。そこに〔関して〕

以下が次第である。

　 　 atIte satasahassakappamatthake padumuttarassa bhagavato kAle ekA upAsikA 

aJJataraupAsikaM attano aggF upaTThAyikaTThAne ThapentaM disvA, bhagavantaM 

nimantetvA, buddhapamukhassa bhikkhusatasahassassa dAnaM datvA, bhagavato 

nipaccAkAraM katvA “anAgate tumhAdisassa buddhassa aggF upaTThAyikA bhaveyyan” 
ti patthanaM akAsi. sA kappasatasahassaM devesu ca manussesu ca saMsaritvA 

amhAkaM bhagavato kAle bhaddiyanagare meNDakaseTThiputtassa dhanaJjayaseTThino 

gehe sumanAdeviyA kucchismiM paTisandhiM gaNhi. jAtakAle panF assA visAkhA ti 

nAmaM akaMsu. sA yadA bhagavA bhaddiyanagaraM agamAsi tadA paJcahi 

dArikasatehi saddhiM bhagavato paccuggantvA paThamadassanenF eva sotApannA 

ahosi. aparabhAge sAvatthiyA migAraseTThiputtassa puNNavaDDhanakumArassa gehaM 

gatA. tattha taM sasuro migAraseTThi upakAravasena mAtuTThAne Thapesi. tasmA 

migAramAtA ti vuccati.

　　過去に、10万劫前に、世尊パドゥムッタラ仏の時代に、ある優婆夷が他の優婆夷が女

性侍者の第一人者に置かれるのを見て、世尊（パドゥムッタラ仏）を招待し、仏陀を上

首とする比丘10万人に布施を施してから、世尊に五体投地し、「未来にあなた様と同様

の仏陀の〔もとで〕女性侍者の第一人者になれますように」と願いをかけた。彼女は10

万劫にわたって、天界と人間界〔だけ〕を輪廻し、我らが世尊の時代に、バッディヤ市

に、メンダカの息子ダナンジャヤ長者の家に、〔その妻の〕スマナー・デーヴィーの胎

内に生を結んだ。誕生した時に人々は彼女にヴィサーカーという名をつけた。彼女は、

世尊がバッディヤ市を訪れた際に、500人の少女とともに世尊を出迎え、最初に〔世尊を

ひとめ〕見ただけで預流者となった。後に、舎衛城に〔住む〕ミガーラ長者の息子プン

ナヴァッダナ・クマーラの家に〔嫁いで〕行った。そこで彼女をミガーラ長者が母の位

に置いた。それゆえ「ミガーラの母」と言われる。

　　sA attano mahAlatApasAdhanaM vissajjetvA navakoTIhi bhagavato bhikkhusaGghassa 

ca vasanF atthAya karIsamatte bhUmibhAge uparibhUmiyaM paJca gabbhasatAni, 

heTThAbhUmiyaM paJcasatAnI ti gabbhasahassapaTimaNDitaM pAsAdaM kAresi. tena 

vuttaM migAramAtU pAsAde ti.　

　　彼女が自身の大蔓草型装身具を手放して、９億金で世尊と比丘サンガが住するために、
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１カリーサの広さの地所に、上階に500の房、下階に500の房で合わせて1000の房に

飾られた高楼を作らせた。それ故に「ミガーラの母の講堂」といわれる。

　　kocid eva attho ti, kiJcid eva payojanaM. raJJe ti, rAjini. paTibandho(1) ti, Asatto. 

visAkhAya JAtikulato maNimuttAdi racitaM tAdisaM bhaNDajAtaM tassA paNNAkArF 

atthAya pesitaM. [159] taM nagaradvArappattaM suGkikA tattha suGkaM gaNhantA 

tadanurUpaM agahetvA atirekaM gaNhiMsu. taM sutvA visAkhA raJJo tam atthaM 

nivedetukAmA paTirUpaparivArena rAjanivesanaM agamAsi. tasmiM khaNe rAjA 

mallikAya deviyA saddhiM antopuraM gato hoti. visAkhA okAsaM alabhamAnA “idAni 
labhissAmI” ti bhojanavelaM atikkamitvA, chinnabhattA hutvA pakkAmi. evaM 

dvIhatIhaM gantvA pi okAsaM na labhi yeva. iti rAjA anivedito pi tassa 

atthavinicchayassa okAsAkaraNena(2) yathAdhippAyaM na tIretI ti vutto.　
（1）paTibandho.底本は paTibaddhoとするが異読により訂正する。

（2）底本は okAsa-karaNenaとするが、文意が通らない。ビルマ版に基づいて okAsa-akaraNena

と読む。

　　「〔ヴィサーカー・ミガーラマーターにコーサラ王パセーナディに関わる〕ある用事が

できた」とは、何か仕事ができたという意味である。「王に（raJJo）」というのは、

「王に（rAjini）」である。「〔王に〕関わる（paTibandha）」とは、「〔王〕次第の」

という意味である。ヴィサーカーの親族の家から、宝珠や真珠などを凝らした、そんな

品物が、ヴィサーカーへの贈り物として送られた。その品物が都門に到着すると、収税

官はそこから税を取る際に、その品物に相応しい〔税額を〕取らずに、過剰に取った。

それを聞いてヴィサーカーは王にそのことを告げようと思い、適当な従者とともに王宮

に行った。ちょうどその時に王はマッリカー妃とともに後宮に入っていた。ヴィサーカー

は機会を得られずに、「今なら〔機会を〕得られるか」と考え、食事の時間に食事を取

らずに出かけた。このようにして彼女は２、３日〔王宮に〕行っても、〔王に告げる〕

機会を得られなかった。つまり王は報告を受けてさえいないのであるが、ヴィサーカー

の用件の裁定の機会を作らなかった故に「〔彼女の〕望むようにしてくれなかった」と

いわれる。

［ 1-7 ］ VimAnavatthu-A (1) ： … … vihAravimAnaM. tassa kA uppatti? bhagavA 

sAvatthiyaM viharati jetavane. tena samayena visAkhA mahA-upAsikA aJJatarasmiM 

ussavadivase uyyAne vicaraNatthaM sahAyikAhi parijanena ca ussAhitA sunhAtAnulittA 

subhojanaM bhuJjitvA mahAlatApasAdhanaM pilandhitvA paJcamattehi sahAyikAsatehi 

parivAritA mahantena issariyena mahatA paricchedena gehato nikkhamma uyyAnaM 

uddissa gacchantI cintesi “bAladArikAya viya kiM me moghakIlitena, handAhaM 

vihAraM gantvA bhagavantaM manobhAvanIye ca ayye vandissAmi, dhammaJ ca 

sossAmI” ti vihAraM gantvA ekamante ThatvA mahAlatApilandhanaM omuJcitvA taM 

dAsiyA hatthe datvA bhagavantaM vanditvA ekamantaM nisIdi. tassA bhagavA 

dhammaM desesi. 
（1）ChaTTha SaGgAyana CD-ROM version 3 from Dhammagiriのテクストを用いた。

　　精舎天宮はどのように生じたのか。世尊は舎衛城の祇園に住しておられた。その時、あ
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る祭日に女ともだちや取り巻きに散歩に誘われて、ヴィサーカー大優婆夷は、きれいに

沐浴して油を塗り、上等の食事を食べてから、大蔓草型装身具を身に着けて、500人の女

ともだちに囲まれて、たいそう立派に、大群をひきつれて、家から出て、遊園に向って

進むうちに、「若い娘のようにいたずらに遊んで何になるというのか。さあ、私は精舎

に行って世尊と意が修練された聖者たちを礼拝しよう。そして法を聴聞しよう」と〔考

え〕、精舎に行き、一方に立って、大蔓草型装身具をはずして、それを下女に手渡し、

世尊を礼拝して一方に坐った。世尊は彼女に法を説示された。

　　sA dhammaM sutvA bhagavantaM vanditvA padakkhiNaM katvA manobhAvanIye ca 

bhikkhU vanditvA vihArato nikkhamitvA thokaM gantvA dAsiM Aha “handa je 

AbharaNaM pilandhissAmI” ti. sA taM bhaNDikaM katvA bandhitvA vihAre ThapetvA 

tahaM tahaM vicaritvA gamanakAle vissaritvA gatattA “vissaritaM mayA, tiTha ayye 

AharissAmI” ti nivattitukAmA ahosi. visAkhA “sace je vihAre ThapetvA vissaritaM, 

tassa vihArass eva atthAya taM pariccajissAmI” ti vihAraM gantvA bhagavantaM 

upasaGkamitvA vanditvA attano adhippAyaM pavedentI “vihAraM, bhante, kAressAmi, 

adhivAsetu me bhagavA anukampaM upAdAyA” ti Aha. adhivAsesi bhagavA 

tuNhIbhAvena. 

　　彼女は法を聞き終えると、十力者を礼拝し、右繞してから、意が修練された諸比丘を礼

拝し、精舎から出て、少し行ったところで下女に「さあ、私は装身具を着けるとしましょ

う」と言った。下女は、装身具を包みにして精舎に置いてからそのあたりをぶらぶらし

て、出てくる時に置き忘れて来たので「私は置き忘れてしまいました。待っていてくだ

さい。大姉よ、私は取って参ります」と言って戻ろうとした。ヴィサーカーは「もし精

舎に置き忘れたなら、その精舎のために装身具を捨施しよう」と、精舎に行って世尊に

近づき、礼拝してから、自身の意向を知らせ、「大徳よ、私は精舎を建立しようと思い

ます。世尊はどうか憐れみをかけて、私にご承認ください」と言った。世尊は沈黙によっ

て承認された。

　　 sA taM pilandhanaM satasahassAdhikanavakoTi-agghanakaM vissajjetvA AyasmatA 

mahAmoggallAnena navakammAdhiTThAyakena suvibhatta-bhitti-thambha-tulA- 

gopAnasi-kaNNika-dvArabAha-vAtapAna sopAnAdi-gehAvayavaM manoharaM 

suvikappita-kaTTha-kammaramaNIyaM suparikammakatasudhAkammaM manuJJaM 

suviracita-mAlA-kamma-latAkammAdi-cittakammavicittaM supariniTThitamaNikuTTima- 

sadisabhUmitalaM deva-vimAnasadisaM heTThAbhUmiyaM paJca gabbhasatAni, 

uparibhUmiyaM paJca gabbhasatAnI ti gabbhasahassapa_imaNDitaM buddhassa 

bhagavato bhikkhusaGghassa ca vasanAnucchavikaM mahantaM pAsAdaM tassa 

parivArapAsAdasahassaJ ca tesaM parivArabhAvena kuTi-maNDapa-caGkamanAdIni ca 

kArentI navahi mAsehi vihAraM niTThApesi.

　　彼女はその９億７千金に値する装身具を手放して、営事監督として大目連長老〔の助力〕

によって、仏・世尊と比丘サンガが居住するに相応しい大きな高楼──それは壁・柱・

梁・垂木・屋頂・戸の両脇・窓・階段などの家屋の部分がよく設計されていて魅惑的で
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あり、意匠を凝らした木細工で美しく、漆喰は丁寧に塗られて快適で、花環の意匠や蔓

草の意匠などの装飾がよくほどこされて彩色ゆたかであり、床面は宝珠の耳環のように

念入りに磨かれていて天宮に等しく、下階と上階に500ずつの房があって合わせて千の

房に飾られていた──と、その高楼を囲む千の高楼、さらにそれらを囲んで小房、仮堂、

経行堂などを作らせて、９ヶ月で精舎を完成させた。

　　pariniTThite ca vihAre navahF eva hiraJJakoTIhi vihAramahaM kArentI paJcamattehi 

sahAyikAsatehi saddhiM pAsAdaM abhiruhitvA tassa sampattiM disvA somanassajAtA 

sahAyikA Aha “imaM evarUpaM pAsAdaM kArentiyA yaM mayA puJJaM pasutaM, taM 

anumodatha, pattidAnaM vo dammI” ti. “aho sAdhu aho sAdhU” ti pasannacittA sabbA 
pi anumodiMsu.

　　精舎が完成した時に、９億金で精舎の落慶式を開き、500人の女ともだちとともに高楼

に登り、その完成をながめ、喜悦を生じ、女ともだちらに「この、このような高楼を作

らせながら私が追及した福徳を随喜してください。私は利得の施を与えましょう（1）」と

言った。「ああ、すばらしいことです。ああ、すばらしいことです」と皆が信仰心を起

こして随喜した。

（1）精舎を建立した功徳を、随喜する人に回向するの意である。

　　 tattha aJJatarA upAsikA visesato taM pattidAnaM manasAkAsi. sA na cirass eva 

kAlaMkatvA tAvatiMsesu nibbatti. tassA puJJAnubhAvena anekakUTAgAra-pAkAra- 

uyyAna-pokkharaNi-AdipaTimaNDitaM soLasayojanAyAmavitthArabbedhaM attano 

pabhAya yojanasataM pharantaM AkAsacAriM mahantaM vimAnaM pAturahosi. sA 

gacchantI pi accharAsahassaparivArA saha vimAnena gacchati. visAkhA pana 

mahA-upAsikA vipulapariccAgatAya saddhAsampattiyA ca nimmAnaratIsu nibbattitvA 

sunimmitadevarAjassa aggamahesibhAvaM sampApuNi.

　　その中、あるひとりの優婆夷はとりわけその利得の施に注意した。彼女は、久しからず

して亡くなり、三十三天に生まれた。彼女の功徳の威力によって、空中に浮かぶ大きな

天宮──多数の重閣講堂と塁壁と遊園と蓮池などに飾られ、〔大きさは〕長さ・幅・高

さ16由旬であり、自らの光輝で〔周囲〕100由旬を充たす──が出現した。彼女が動く

と、千人の天女が付き従い、天宮ごと一緒に動く。一方、ヴィサーカー大優婆夷は、広

大に捨施を行ったことと信仰の卓越の故に、化楽天に生まれて妙化天王の第一夫人の位

を得た。

［2］妊娠した比丘尼の事件を取り調べる

［ 2-1］ DN.-A.（ vol.Ⅲ　  p.808, ll.6 ~ 15）： eko rAjagahe ekissAya kula-dArikAya 

kucchimhi uppanno. sA ca paThamaM mAtA-pitaro yAcitvA pabbajjaM alabhamAnA 

kulagharaM gantvA gabbhaM patiTThitam pi ajAnantI sAmikaM ArAdhetvA tena 

anuJJAtA bhikkhunIsu pabbajitA. tassA gabbha-nimittaM disvA 

bhikkhuniyo devadattaM pucchiMsu. so: “assamaNI” ti Aha. dasabalaM pucchiMsu. 

satthA upAlittheraM paTicchApesi. thero sAvatthi-nagara-vAsIni kulAni visAkhaJ ca 
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upAsikaM pakkosApetvA sodhento: “pure laddho gabbho, pabbajjA aroga” ti Aha. 

satthA: “suvinicchitaM adhikaraNan” ti therassa sAdhukAraM adAsi.　

　　〔その５人の中の〕ひとり（クマーラカッサパ）は、ある王舎城の良家の娘の胎に生じ

た。その良家の子女は、最初、両親に請うたが、出家〔の許可〕を得られず、良家に嫁

ぎ、子が宿ったことを知らぬまま、夫を説得して、彼に許されて、比丘尼たちのもとで

出家した。彼女の妊娠の兆候を見て、比丘尼たちはデーヴァダッタに尋ねた。デーヴァ

ダッタは「沙門尼にあらず」と言った。十力者に尋ねると、尊師はウパーリ長老に委ね

た。長老は、舎衛城に住む良家の者たちとヴィサーカー優婆夷を呼ばせて調べさせ、

「〔出家〕以前に子を得たのであり、出家は害われていない」と言った。尊師は「裁判

はよく判じられた」と長老を賞賛された。

［2-2］MN.-A.（vol.Ⅱ　p.121,ll.25~35）：eko rAjagahe ekissA kuladArikAya kucchimhi 

uppanno. sA ca paThamaM mAtApitaro yAcitvA pabbajjaM alabhamAnA kulagharaM 

gatA gabbhaM saNThitam pi ajAnantI sAmikaM ArAdhetvA tena anuJJAtA bhikkhunIsu 

pabbajitA. tassa gabbhininimittaM disvA bhikkhuniyo devadattaM pucchiMsu, so 

“assamaNI” ti Aha. dasabalaM pucchiMsu, satthA upAlittheraM paTicchApesi. thero 

sAvatthinagaravAsIni kulAni visAkhaJ ca upAsikaM pakkosApetvA sodhento, “pure 
laddho gabbho, pabbajjA arogA” ti Aha. satthA, suvinicchitaM adhikaraNan ti therassa 

sAdhukAraM adAsi.　

　　〔その５人の中の〕ひとり（クマーラカッサパ）は、ある王舎城の良家の娘の胎に生じ

た。その良家の子女は、最初、両親に請うたが、出家〔の許可〕を得られず、良家に嫁

ぎ、子が宿ったことを知らぬまま、夫を説得して、彼に許されて、比丘尼たちのもとで

出家した。彼女の妊娠の兆候を見て、比丘尼たちはデーヴァダッタに尋ねた。デーヴァ

ダッタは「沙門尼にあらず」と言った。十力者に尋ねると、尊師はウパーリ長老に委ね

た。長老は、舎衛城に住む良家の者たちとヴィサーカー優婆夷を呼ばせて調べさせ、

「〔出家〕以前に子を得たのであり、出家は害われていない」と言った。尊師は「裁判

はよく判じられた」と長老を賞賛された。

［2-3］DhA.（vol.Ⅲ　p.144,l.17~p.146,l.6）：attA hi attano nAtho ti imaM dhamma- 

desanaM satthA jetavane viharanto kumArakassapattherassa mAtaraM Arabbha 

kathesi.

　　sA kira rAjagahanagare seTThidhItA viJJutaM pattakAlato paTThAya pabbajjaM yAci. 

atha punappuna yAcamAnApi ca mAtApitunnaM santike pabbajjaM alabhitvA [145] 

vayappattA patikulaM gantvA patidevatA hutvA agAraM ajjhAvasi(1).　
（1）底本の agAramajjhe vasiを異読により agAraM ajjhAvasiに訂正する。

　　「自分自身こそが自分自身の主である」（1）〔ではじまる〕この説法を、尊師は祇園に

住しておられた時に、クマーラカッサパ長老の母親に関して説かれた（2）。

　　伝え聞くところでは、彼女（クマーラカッサパの母）は王舎城に住む長者の娘で、分別

のつく年齢に達してから以降、出家を求めていた。それから再三懇願しても、父母のもと

では出家を許されず、〔結局〕成人して夫の家に嫁ぎ、夫を神とする〔が如き貞淑な妻〕
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になり、家に落ち着いた。

（1）この偈の全体は以下のようである。

　　　attA hi attano nAtho, ko hi nAtho paro siyA,

　　　attanA hi sudantena nAthaM labhati dullabhan ti（Dh.v.160）
　　　自分自身こそが自分自身の主である。他の何が主であろうか。

　　　自分自身がよく調御されれば、得がたい主を得る。

　 　 athF assA na cirassF eva kucchiyaM gabbho patiTThahi, sA panF assa 

patiTThitabhAvaM ajAnitvA va sAmikaM ArAdhetvA pabbajjaM yAci. atha naM so 

mahantena sakkArena bhikkhuniupassayaM netvA ajAnanto devadattapakkhiyAnaM 

bhikkhunInaM santike pabbAjesi.　

　　それからまもなくして、彼女の腹に子が宿り、しかし彼女は子が腹にあることを知らず

に、夫を説得して出家を求めた。そこで夫は、大いに敬意を表しながら彼女を比丘尼の住

房に連れて行き、何も知らずに、デーヴァダッタの徒党である比丘尼らのもとで出家させ

てしまった。

　　aparena samayena bhikkhuniyo tassA gabbhinibhAvaM JatvA── tAhi “kiM idan” ti 
vuttA “nF AhaM ayye jAnAmi kim etaM, sIlaM vata me arogam evA ti ─ ─

bhikkhuniyo taM devadattassa santikaM netvA “ayaM bhikkhunI saddhApabbajitA, 

imissA mayaM gabbhassa patiTThitakAlaM na jAnAma(1), kiM dAni karomA” ti 

pucchiMsu. devadatto “mA mayhaM ovAdakArikAnaM bhikkhunInaM ayaso uppajjatU” 
ti ettakam eva cintetvA “uppabbAjetha nan” ti Aha. taM sutvA sA daharA “mA maM 

ayye nAsetha, nAhaM devadattaM uddissa pabbajitA, etha maM satthu santikaM 

jetavanaM nethA” ti.　
（1）底本は patiTThitabhAvaM kAlaM jAnAmaとするが、異読により‘-bhAvaM’を削除する。

　　後時に、比丘尼らは彼女が妊娠していることを知って、「これは何事か」と言うと〔彼

女が〕「聖尼たちよ、私はこれがどうしたことかわかりません。決して戒は犯しておりま

せん」と言うので、比丘尼らは彼女をデーヴァダッタのもとに連れて行き、「この比丘尼

は信仰によって出家しましたが、私たちは何時彼女に子が宿ったのかわかりません。今ど

うしたらよいでしょうか？」と訊ねた。デーヴァダッタは「自分が指導している比丘尼た

ちに悪名が生じてはいけない」とそのことだけを考えて、「その比丘尼を還俗させなさい」

と言った。それを聞いて、その〔妊娠していた〕新参の比丘尼は「聖尼たちよ、私を追い

出さないでください。私はデーヴァダッタのために出家したのではありません。さあ私を

尊師のもと、祇園に連れて行ってください」と言った

　　 tA taM AdAya jetavanaM gantvA satthu ArocesuM, satthA “tassA gihikAle gabbho 
patiTThito” ti jAnanto pi paravAdamocanatthaM rAjAnaM pasenadikosalaM 

mahAnAthapiNDikaM cULanAthapiNDikaM visAkhaM upAsikaM aJJAni ca mahAkulAni 

pakkosApetvA upAlittheraM ANApesi: “gaccha imissA daharAya bhikkhuniyA(1) 

catuparisamajjhe kammaM parisodhehI” ti.　
（1）bhikkhuniyA.底本に欠。異読により挿入する。

　　比丘尼たちは彼女をつれて祇園に行って尊師に告げ、尊師は「彼女が在家の時に子が宿っ
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た」と知りながらも、他からの非難を免れるために、コーサラ王パセーナディ、大給孤独

（1）、小給孤独（2）、ヴィサーカー優婆夷、その他の大家の者を呼ばせて、ウパーリ長老

に「さあ、四衆の中で、この新参の比丘尼の振る舞いを調べなさい」と命じた。

（1）有名な祇園精舎を寄進した給孤独長者のことであるが、次の「小給孤独」と区別するため

に‘mahA-’（大）がつけられている。

（2）舎衛城の優婆塞で毎日 500 人の比丘に食を給したとされる（DhA.　vol.Ⅰ　p.339）。
　 　 thero raJJo purato visAkhaM pakkosApetvA taM adhikaraNaM paTicchApesi. sA 

sANipAkAraM parikkhipApetvA antosANiyaM tassA hatthapAda[146]nAbhiudara- 

pariyosAnAni oloketvA mAse divase samAnetvA “gihibhAve imAya gabbho laddho” ti 
JatvA therassa tam atthaM Arocesi. athF assA thero parisamajjhe parisuddhabhAvaM 

patiTThApesi. sA aparena samayena padumuttarabuddhassa pAdamUle patthita- 

patthanaM mahAnubhAvaM puttaM vijAyi.　

　　〔ウパーリ〕長老は王の前にヴィサーカーを呼ばせ、彼女にこの件を委ねた。ヴィサー

カーは幕をはりめぐらして囲いを作り、幕の中で、その比丘尼の手・足・へそ・最後に腹

部を診て、月・日を計算し、「在家の時に彼女は子を宿した」と知り、長老にその旨を告

げた。そこで、長老は四衆の中で彼女が潔白であると判定した。彼女は、後に（臨月に達

して）、〔過去世において〕パドゥムッタラ仏陀の足もとにおいてかけた願い〔のとおり

の〕大威力ある息子を生んだ（1）。（以下略）

（1）パドゥムッタラ仏とクマーラカッサパの因縁については ApadAna（pp.473-475）

［ 2-4 ］ TheragAthA-A. （ vol. Ⅱ　  p.68, ll.11 ~ 19 ） ： sA kira kumArikakAle yeva 

pabbajitukAmA hutvA, mAtApitaro yAcitvA pabbajjaM alabhamAnA kulagharaM gatA pi 

gabbhaM saNThitam pi ajAnantI sAmikaM ArocetvA tena ananuJJAtA bhikkhunIsu 

pabbajitA. tassA gabbhinIvaNNaM disvA bhikkhuniyo devadattaM pucchiMsu. so 

“assamaNI” ti Aha. puna dasabalaM pucchiMsu. satthA upAlittheraM paTicchApesi. 

thero sAvatthinagaravAsIni kulAni visAkhaJ ca upAsikaM pakkosApetvA sarAjikAya 

parisAya vinicchinanto “pure laddho gabbho: pabbajjA arogA” ti Aha. satthA 

“suvinicchitaM adhikaraNan” ti therassa sAdhukAraM adAsi.　

　　伝え聞くところでは、彼女（王舎城の長者の娘＝クマーラカッサパの母）は、まだ少女

の時に出家を欲するようになり、両親に請うたが、出家〔の許可〕を得られず、良家に嫁

いだけれども、子が宿ったことも知らぬまま、夫に告げて、彼に許されて、比丘尼たちの

もとで出家した。彼女の妊娠の兆候を見て、比丘尼たちはデーヴァダッタに尋ねた。デー

ヴァダッタは「沙門尼にあらず」と言った。再び十力者に尋ねた。尊師はウパーリ長老に

委ねた。長老は、舎衛城に住む良家の者たちとヴィサーカー優婆夷とを呼ばせて、王を含

む会衆の中で判定して「〔出家〕以前に子を得た。出家は害われていない」と言った。尊

師は「裁判は正しく判じられた」と長老を賞賛された。

［2-5］JAtaka-A. 012 Nigrodhamiga-j.（vol.Ⅰ　p.145,l.15~p.148,l.19.）：nigrodham 

eva seveyyA ti. idaM satthA jetavane viharanto kumArakassapatherassa mAtaraM 

Arabbha kathesi. sA kira rAjagahanagare mahAvibhavassa seTThino dhItA ahosi 

ussannakusalamUlA parimaddhitasaMkhArA pacchimabhavikA, antokUTe padIpo viyF 
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assA hadaye arahattUpanissayo jalati. sA attAnaM jAnanakAlato paTThAya gehe 

anabhiratA pabbajitukAmA hutvA mAtApitaro Aha: “amma tAta, mayhaM gharAvAse 

cittaM nAbhiramati, ahaM niyyAnike buddhasAsane pabbajitukAmA, pabbAjetha man” 
ti. “amma, kiM vadesi, imaM kulaM bahuvibhavaM, tvaJ ca amhAkaM ekadhItakA, na 

labbhA tayA pabbajitun” ti. sA punappuna yAcitvA pi mAtApitunnaM santikA 

pabbajjaM alabhamAnA cintesi: “hotu, patikulaM gatA sAmikaM ArAdhetvA 

pabbajissAmI” ti. sA vayappattA patikulaM gantvA patidevatA hutvA sIlavatI 

kalyANadhammA agAraM ajjhAvasi. athF assA saMvAsam anvAya kucchiyaM gabbho 

patiTThahi. sA gabbhassa patiTThitabhAvaM na aJJAsi.　

　　「ニグローダにのみ仕えなさい」と〔はじまる〕この〔ジャータカ〕を尊師は祇園に住

している時に、クマーラ・カッサパ長老の母について語られた。伝え聞くところでは、彼

女は王舎城の都に住む大金持ちの長者の娘であって、善根を満たし、諸行を破壊し、最後

の生にあり、灯台の灯火のように彼女の心の中には阿羅漢の機根が燃えていた。彼女は己

を知った時から後、家庭の生活を喜ばず、出家を欲するようになって、母と父に「お母さ

ん、お父さん、私の心は家庭の生活を喜びません。私は出離〔を説く〕仏教において出家

したいのです。私を出家させてください」と言った。〔両親は〕「娘よ、いったい何を言

うの。この家はたくさん財産があって、しかもあなたは私たちの一人娘です。あなたは出

家できません」と〔言った〕。彼女はたびたび懇願したけれども、母と父のもとでは出家

がかなわず、「それならば夫の家に嫁いで夫を説得して出家しましょう」と考えた。彼女

は適齢になると夫の家に嫁ぎ、夫を神のように見なす〔貞淑な妻〕となって、戒を守り、

善法を具え、家に住んだ。それから〔夫との〕共住の結果、彼女の胎に子が宿った。彼女

は子が宿ったことを知らなかった。

　 　 atha tasmiM nagare nakkhattaM ghosayiMsu. [146] sakalanagaravAsino 

nakkhattaM kILiMsu. nagaraM devanagaraM viya alaMkatapaTiyattaM ahosi. sA pana 

tAva uLArAya pi nakkhattakILAya vattamAnAya attano sarIraM na vilimpati 

nAlaMkaroti, pakativesenF eva carati. atha naM sAmiko Aha: “bhadde, sakalanagaraM 

nakkhattanissitaM, tvaM pana sarIraM nappaTijaggasI” ti.　
　　それから、その都にお祭りが布告された。都中の住人はお祭りを祝った。都は神の都の

ようにきれいに飾られていた。しかし彼女はお祭りの祝いがずいぶんたけなわになっても

自身の身体を塗油せず、飾り付けず、普段の装いでいた。そこで彼女に夫が「おまえ、都

中がお祭りにかかりっきりになっているのに、おまえは身体をかまわないのだね」と〔言っ

た〕。

　　“ayya, dvattiMsAya me kuNapehi pUritaM sarIraM, kiM iminA alaMkatena, ayaM hi 

kAyo nF eva devanimmito na brahmanimmito na suvaNNamayo na maNimayo na 

haricandanamayo na puNDarIka-kamaluppalagabbhasambhUto na amatosadhapUrito, 

atha kho kuNape jAto mAtApettikasambhavo, aniccucchAdanaparimaddanabhedana- 

viddhaMsanadhammo kaTasivaDDhano taNhupAdinno sokAnaM nidAnaM paridevAnaM 

vatthu sabbarogAnaM Alayo kammakaraNAnaM paTiggaho 
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antopUtibahiniccapaggharano kimikulAnaM AvAso sIvathikapAyAto maraNapariyosAno 

sabbalokassa cakkhupathe vattamAno pi（偈文省略）

　　〔すると彼女は〕「あなた、私の身体は 32の汚物で満ちています。これを飾って何に

なりましょう。なぜならこの身体は、神によって化作されたものでもなく、梵天によって

化作されたものでもなく、黄金でできているのでもなく、宝珠でできているのでもなく、

黄栴檀でできているのでもなく、白蓮、紅蓮華、青蓮華から生まれたのでもなく、甘露の

薬に満ちているのでもありません。汚物の中に生じ、両親から生まれたのです。無常であ

り、壊れ、壊滅し、破れ、分解する性質のものであって、墓場を増大させ、渇愛にとらわ

れており、憂いの因、悲泣のもとです。ありとあらゆる病のいすわるところであり、業を

作る容器であり、内の膿が外にたえず流れ出て、蛆の住処であり、墓地から出発して死に

終わるものです。全世界の人々の視界にありながらも……（身体を構成する32の汚物を

説く偈文がつづくが省略する。）

　 　 [147] ayyaputta, imaM kAyaM alaMkaritvA kiM karissAmi, nanu imassa 

alaMkaraNaM gUthapuNNaghaTassa bahicittakammakaraNaM viya hotI” ti. seTThiputto 
taM tassA vacanaM sutvA Aha: “bhadde tvaM imassa sarIrassa evaM dose passamAnA 

kasmA na pabbajasI” ti. “ayyaputta ahaM pabbajjaM labhamAnA ajjF eva pabbajeyyan” 
ti. seTThiputto “sAdhu, ahaM taM pabbAjessAmI” ti vatvA mahAdAnaM pavattetvA 

mahAsakkAraM katvA mahantena parivArena bhikkhuni-upassayaM netvA taM 

pabbAjento devadattapakkhiyAnaM bhikkhunInaM santike pabbAjesi. sA pabbajjaM 

labhitvA paripuNNasaMkappA attamanA ahosi.　

　　あなた、この身体を飾り付けて私がどうするでしょう。これを飾り付けるのは、糞で一

杯の瓶の外側に絵を描くようなものです」と〔述べた〕。長者の息子がそのような彼女の

言葉を聞いて「おまえ、おまえはこの身体にそのように諸過失を見ながら、どうして出家

しないのか」と〔言うと、彼女は〕「あなた、私は出家できるなら、今日こそ、出家しま

す」と〔告げた〕。長者の息子は「よいことだ。私はおまえを出家させよう」と言って、

大布施を行ってから、大恭敬をなし、大勢を付き従えて比丘尼の住房に連れて行き、彼女

を出家させながら、デーヴァダッタの徒党の比丘尼のもとで出家させた。彼女は出家を得

て、志を遂げて喜んだ。

　 　 athF assA gabbhe paripAkaM gacchante indriyAnaM aJJathattaM hatthapAda- 

piTThInaM bahalattaM udarapaTalassa ca mahantataM disvA bhikkhuniyo taM 

pucchiMsu: “ayye tvaM gabbhinI viya paJJAyasi, kiM etan”ti. “ayye, idaM nAma 

kAraNan ti na jAnAmi, sIlaM pana me paripuNNan” ti. atha naM tA bhikkhuniyo 

devadattassa santikaM netvA devadattaM pucchiMsu: “ayya, ayaM kuladhItA kicchena 

sAmikaM ArAdhetvA pabbajjaM labhi, idAni panF assA gabbho paJJAyati, mayaM 

imassa gabbhassa gihikAle vA pabbajitakAle vA laddhabhAvaM na jAnAma, kiM dAni 

karomA” ti.　
　　それから胎児が成熟するにつれて、彼女の諸感官に異変が生じ、手・足・背中が太り、

お腹が大きくなったのを見て、比丘尼らは彼女に「大姉よ、あなたは妊婦のように見えま
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す。これはどうしたことですか」と尋ねた。〔彼女は〕「大姉よ、これという原因は思い

当たりません。しかし私は戒をきちんと守っています」と〔弁解した〕。それからその比

丘尼たちは彼女をデーヴァダッタのもとに連れて行き、デーヴァダッタに「聖者様、この

良家の娘はやっとのことで夫を説得して出家を遂げましたが、今、彼女に胎児が認められ

ます。私たちはこの胎児が宿ったのが、在家時か出家後かわかりません。今、どうしたら

よろしいでしょうか」と訊ねた。

　　 devadatto attano abuddhabhAvena khantimettAnuddayAnaJ ca natthitAya evaM 

cintesi : “‘devadattassa pakkhikA bhikkhunI kucchinA gabbhaM pariharati, devadatto 

ca taM ajjhupekkhatI’ ti mayhaM garahA uppajjissati, mayA imaM uppabbAjetuM 

vaTTatI” ti. so avImaMsitvA va selaguLaM pavaTTayamAno viya pakkhanditvA 

“gacchatha, imaM uppabbAjethA” ti Aha. tA tassa vacanaM sutvA uTThAya vanditvA 

upassayaM gatA. atha sA daharA tA bhikkhuniyo Aha: “ayye, na devadattathero 

buddho, na pi mayhaM tassa santike pabbajjA, loke pana aggapuggalassa 

sammAsambuddhassa santike mayhaM pabbajjA, yA ca pana me dukkhena laddhA, mA 

naM antaradhApetha, etha maM gahetvA satthu santikaM jetavanaM gacchathA” ti. 
tA taM AdAya rAjagahA paJcacatAlIsayojanaM maggaM atikkamma anupubbena 

jetavanaM patvA satthAraM vanditvA tam atthaM ArocesuM.　

　　デーヴァダッタは自ら覚っていなかった故に、また、忍耐・慈しみ・憐憫を欠いていた

故に、このように考えた。「『デーヴァダッタの徒党の比丘尼が腹に子供を宿している。

彼女を監督しているのはデーヴァダッタだ』と私に非難が起きるであろう。私はこの比丘

尼を還俗させるのがよかろう」と。彼はよく審査せずに、石ころを転がすように突進して

「行け。こいつを還俗させろ」と言った。比丘尼たちはその言葉を聞いて、立ち上がり、

礼拝して住房に帰った。それから新参の比丘尼はその比丘尼らに「大姉よ、デーヴァダッ

タ長老は仏陀ではありません。それに私は彼のもとで出家したのではなく、世で最上の人、

正等覚者のもとで私は出家したのです。私が苦しんで獲得した出家を消失させないでくだ

さい。さあ、私を連れて尊師のもと、祇園に行ってください」と言った。比丘尼らは彼女

を連れて王舎城から45由旬の道を越えて次第に祇園に至り、尊師を礼拝して、顛末を告

げた。

　　 satthA cintesi: “kiJcF Api gihikAle etissA gabbho patiTThito evaM sante pi ‘samaNo 

gotamo [148] devadattena jahitikaM AdAya caratI’ ti titthiyAnaM okAso bhavissati, 

tasmA imaM kathaM pacchindituM sarAjikAya parisAya majjhe imaM adhikaraNaM 

vinicchituM vaTTatI” ti. punadivase rAjAnaM pasenadikosalaM mahAnAthapiNDikaM 

cULanAthapiNDikaM visAkhaM mahA-upAsikaM aMJAni ca abhiJJAtAni mahAkulAni 

pakkosApetvA sAyaNhasamaye catusu parisAsu sannipatitAsu upAlittheraM Amantesi: 

“gaccha, catuparisamajjhe imissA daharabhikkhuniyA kammaM sodhehI” ti.　
　　尊師は「この者に子が宿ったのは在家時であるけれども、それでも『沙門ゴータマはデー

ヴァダッタに捨てられた者を連れ歩いている』と外道らに〔非難の〕機会を与えるだろう。

それゆえ、そんな噂話を断ち切るために、王の臨席する会衆の中でこの件を裁決するのが
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よい」と考えられた。あくる日にコーサラ王パセーナディ、大給孤独、小給孤独、ヴィサー

カー大優婆夷その他の有名な大家を呼ばせて、夕刻時に四衆が集まるとウパーリ長老に

「さあ、四衆の中でこの新参の比丘尼の行為を調べなさい」と呼びかけられた。

　　 “sAdhu bhante” ti thero parisamajjhaM gantvA attano pattAsane nisIditvA raJJo 

purato visAkhaM upAsikaM pakkosApetvA imaM adhikaraNaM paTicchApesi: “gaccha 
visAkhe, ‘ayaM daharA asukamAse asukadivase pabbajitA’ ti tattato JatvA imassa 

gabbhassa pure vA pacchA vA laddhabhAvaM jAnAhI” ti. upAsikA “sAdhU” ti 

sampaTicchitvA sANiM parikkhipApetvA antosANiyaM daharabhikkhuniyA 

hatthapAdanAbhiudarapariyosAnAni oloketvA mAsadivase samAnetvA gihibhAve 

gabbhassa laddhabhAvaM tattato JatvA therassa santikaM gantvA tam atthaM 

Arocesi. thero catuparisamajjhe taM bhikkhuniM suddhim akAsi. sA suddhA hutvA 

bhikkhusaGghaJ ca satthAraJ ca vanditvA bhikkhunIhi saddhiM upassayam eva gatA. 

sA gabbhaparipAkam anvAya padumuttarapAdamUle patthitapatthanaM 

mahAnubhAvaM puttaM vijAyi.　

　　「はい、大徳よ」と〔返事をすると〕ウパーリ長老は衆の中に進んで、自身の得た席に

坐り、王の前にヴィサーカー大優婆夷を呼ばせ、「さあ、ヴィサーカーよ、『この新参の

比丘尼は何月何日に出家した』と事実に即して知ってから、彼女に子が宿ったのがその前

か後かを知りなさい」と〔言って〕この件を委ねた。優婆夷は「はい」と同意して、幕を

張り巡らして、幕の内側で新参の比丘尼の手・足・へそ・腹までを診察して月日を計算し、

在家時に子が宿ったことを事実に即して知り、ウパーリ長老のもとに行ってその旨を伝え

た。ウパーリ長老は四衆の中でその比丘尼を潔白とした。彼女は潔白となって比丘サンガ

と尊師とを礼拝し、比丘尼とともに住房に去った。彼女は胎児が成熟した結果、パドゥムッ

タラ仏の足もとでかけた願いである、大威力ある息子（クマーラカッサパ）を出産した。

（以下省略）

［ 2-6］ApadAna-A.（p.507,ll.6~ 22）： sA kira kumArikakAle yeva pabbajitukAmA 

mAtApitaro yAcitvA pabbajjaM alabhamAnA patikulaM gantvA gabbhaM gaNhitvA taM 

ajAnitvA sAmikaM ArAdhetvA pabbajjaM anujAnApessAmI ti cintesi. sA sAmikaM 

ArAdhentI “ayyaputta:
“sace imassa kAyassa anto bAhirako siyA

daNDaM nUna gahetvAna kAke soNe nivAraye” ti
　　 AdinA sarIrassa dosaM dassentI taM ArAdhesi. sA sAmikena anuJJAtA gabbhinI- 

bhAvaM ajAnantI devadattapakkhiyAsu bhikkhunIsu pabbajji. tassA gabbhinIbhAvaM 

disvA bhikkhuniyo devadattaM pucchiMsu. so “assamaNI” ti Aha. sA: “nAhaM 

devadattaM uddissa pabbajitA. bhagavantaM uddissa pabbajitA” ti bhagavato 

santikaM gantvA dasabalaM pucchi. satthA upAlittheraM paTicchApesi. thero 

sAvatthinagaravAsinIkulAni ca visAkhaJ ca upAsikaM pakkosApetvA sarAjikAya parisAya 

taM vinicchinanto “pure laddho gabbho arogA pabbajjA” ti Aha. taM sutvA satthA: 

“sAdhu: suvinicchitaM upAlinA adhikaraNan” ti therassa sAdhukAraM adAsi.　
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　　伝え聞くところでは、彼女（王舎城の長者の娘＝クマーラカッサパの母）は、まだ少女

の時に出家を欲するようになり、両親に請うたが、出家〔の許可〕を得られず、夫の家に

嫁いで子種を得たが、それを知らずに「夫を説得して彼に出家を認めさせよう」と考えた。

彼女は夫を説得しようとして「ねえあなた、もしこの身体の内側を外にしたら、確かに棒

を持ってカラスと犬を追い出せる」などと言って身体の欠点を示しながら夫を説得した。

彼女は夫に許されて妊娠していることを知らぬまま、デーヴァダッタの徒党である比丘尼

らのもとで出家した。彼女が妊娠しているのを見て、比丘尼たちはデーヴァダッタに尋ね

た。デーヴァダッタは「沙門尼にあらず」と言った。彼女は「私はデーヴァダッタのため

ではなく、世尊のために出家したのです」と〔言って〕世尊のもとに行って十力者に尋ね

た。尊師はウパーリ長老に委ねた。長老は、舎衛城に住む良家の者たちとヴィサーカー優

婆夷とを呼ばせて、王を含む会衆の中でそれを判定して「〔出家〕以前に子を得た。出家

は害われていない」と言った。それを聞いて尊師は「よいかな。ウパーリは裁判を正しく

裁いた」と長老を賞賛された。

［3］レーヴァタ長老の住処に関する問い

［3-1］AN.-A.（vol.Ⅰ　p.227,l.1~p.230,l.13）：ath AyasmA sAriputto satthAraM Aha: 
“bhante mayhaM kira kaniTThabhAtA revato pabbajito, so abhirameyya vA na vA 

gantvA naM passissAmI” ti. bhagavA revatassa AraddhavipassakabhAvaM JatvA dve 

vAre paTikkhipitvA tatiyavAre yAcito arahattaM pattabhAvaM JatvA, “sAriputta aham 

pi gamissAmi, bhikkhUnaM ArocehI” ti. thero bhikkhusaMghaM sannipAtetvA “Avuso 
satthA cArikaM caritukAmo, AgantukAmA AgacchantU” ti sabbesaM yeva Arocesi, 

dasabalassa ca cArikatthAya gamanakAle ohInakabhikkhU nAma appakA honti, “satthu 
suvaNNavaNNaM sarIraM passissAma madhuradhammakathaM suNissAmA” ti pana 

yebhuyyena gantukAmA Fva bahukA honti. iti satthA mahAbhikkhusaMghaparivAro 

“revataM passissAmI” ti nikkhanto.　
　　（レーヴァタの前生、出家、得阿羅漢の記述に続いて）その時、舎利弗長老は尊師に

「大徳よ、私の弟のレーヴァタが出家したそうです。彼が喜んでいるか喜んでいないか

〔わかりません〕。行って彼に会おうと思います」と言った。世尊はレーヴァタが内観を

得たことをご存知だったので２回〔の請願を〕拒絶され、３回目に請われた時に、〔レー

ヴァタが〕阿羅漢を得たことを知って、「舎利弗よ、私も行こう。比丘らに声をかけなさ

い」と〔言われた〕。舎利弗長老は比丘サンガを集めて「友らよ、尊師が遊行に出ようと

されています。〔一緒に〕行きたいと思うものは来てください」と全員に声をかけた。十

力者が遊行のために出発される時に居残る比丘はほとんどいない。〔それというのも〕

「我々は尊師の金色の御身体を見よう。甘い説法を聞こう」と、たいてい〔一緒に〕来よ

うと思うものが大勢になるからである。このように尊師は大比丘サンガに囲まれて「レー

ヴァタに会いに行こう」と出発された。

　　 athF ekasmiM padese Anandatthero dvedhApathaM patvA bhagavantaM pucchi: 
“bhante imasmiM ThAne dve maggA, kataramaggena bhikkhusaMgho gacchatU” ti? 
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“kataramaggo Ananda ujuko” ti? “bhante ujukamaggo tiMsayojano amanussapatho, 

parihAramaggo pana saTThiyojaniko khemo subhikkho” ti. “Ananda sIvalI amhehi 

saddhiM Agato” ti? “Ama bhagavA Agato” ti. “tena hi saMgho ujukamaggam eva 

gaNhatu, sIvalissa puJJaM vImaMsissAmA” ti. satthA bhikkhusaMghaparivAro 

sIvalittherassa puJJa-vImaMsanatthaM(1) aTavimaggaM abhirUhi. maggaM 

abhirUhanaTThAnato paTThAya devasaMgho yojane yojane nagaraM mApetvA 

buddhapamukhassa saMghassa vasanatthAya vihAre paTiyAdesi.　
（1）底本は puJJaM vImaMsanatthaMとするが読解不能になる。訂正して複合語とする。

　　それから、ある地点で阿難長老が道の二股になっているところに至って、世尊に「大徳

よ、この場所で道が二股に分かれています。どちらの道を比丘サンガは進みましょうか」

と〔尋ねた。世尊は〕「阿難よ、どちらの道が直道か」と〔尋ねられた。阿難は〕「大徳

よ、直道は30由旬ですが人がおりません。迂回路は60由旬ありますが安全で乞食が容

易に得られます」と〔答えた。世尊は〕「阿難よ、シーヴァリは我々に同行しているか」

と〔尋ねられた。阿難は〕「はい、大徳よ、同行しております」と〔答えた。世尊は〕

「それならばサンガは直道をとりなさい。シーヴァリの徳を審査してみよう」と〔言われ

た〕。世尊は比丘サンガに囲まれてシーヴァリ長老の徳を審査するために林道に入った。

道に入った場所から以降、神々の群が１由旬ごとに都を築いて、仏陀を上首とするサンガ

が住するために精舎をととのえた。

　　 devaputtA raJJA pesitakammakarA viya hutvA yAgukhajjakAdIni gahetvA “kaham 

[228] ayyo sIvalI, kahaM ayyo sIvalI” ti pucchantA gacchanti. thero te 

sakkArasammAnaM gAhApetvA satthu santikaM gacchati. satthA bhikkhusaMghena 

saddhiM paribhuJjati. iminA niyAmena satthA sakkArasammAnaM anubhavanto 

devasikaM yojanaparamaM gantvA tiMsayojanikaM kantAraM atikkamma 

khadiravaniyattherassa vasanaTThAnaM(1) patto. thero satthu AgamanaM JatvA attano 

vasanaTThAne buddhapamukhassa saMghassa pahonakavihAre dasabalassa 

gandhakuTiM rattiTThAnadivATThAnAni ca iddhiyA mApetvA tathAgatassa 

paccuggamanaM gato. satthA alaMkatapaTiyattena maggena vihAraM pAvisi. atha 

tathAgate gandhakuTiM paviTThe bhikkhU vassaggena pattasenAsanAni pavisiMsu. 

devatA “akAlo AhArassA” ti aTThavidhapAnakaM AhariMsu. satthA saMghena saddhiM 

pAnakaM pivi. iminA Fva niyAmena tathAgatassa sakkArasammAnaM anubhavantassF 

eva addhamAso atikkanto.　
（1）vasanaTThAnaM.底本は sabhAgaTThAnaMとするが、異読により訂正する。

　　神々らが王に派遣された雑役夫のようになって粥と硬食などを持って、「聖者シーヴァ

リはどこにおられますか、聖者シーヴァリはどこにおられますか」と尋ねまわる。シーヴァ

リ長老は彼らの恭敬・尊敬を運んで尊師のもとに行くと、尊師は比丘サンガとともに〔そ

れを〕受けられる。この方法で尊師は恭敬・尊敬を受けつつ、日に１由旬を限度として進

み、30由旬の難路を踏破してカディラ樹林のレーヴァタ長老の住処に到着された。レー

ヴァタ長老は尊師の到来を知って、自身の住処に仏陀を上首とする比丘サンガの〔居住〕

可能な精舎〔を作り、そこに〕十力者のための香室と夜住処・昼住処を神通力によって建
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立し、如来の出迎えに出た。尊師はきれいに飾られた道を通って精舎に入った。それから

如来が香室に入られた時に、比丘らは法臘順に得た臥坐所に入った。神々は「食事には非

時である」と〔いう理由で〕８種の飲み物（1）をもたらした。尊師はサンガとともに飲み

物を飲まれた。この方法で如来が恭敬・尊敬を受けている間に半月が過ぎた。

（1 ①）　 ambapAna, ②　 jambupAna, ③　 cocapAna, ④　mocapAna, ⑤　madhupAna, ⑥　muddikapAna, 

⑦　 sAlukapAna, ⑧　 phArusakapAna.（Vinaya Bhesajjakkhandhaka,vol.Ⅰ　　p.246）
　 　 athF ekacce uddhatabhikkhU ekasmiM ThAne nisIditvA kathaM uppAdayiMsu: 

“dasabalo ‘mayhaM aggasAvakassa kaniTThabhAtA’ ti vatvA evarUpaM navakammikaM 

bhikkhuM passituM Agato, imassa vihArassa santike jetavanavihAro vA 

veLuvanavihArAdayo vA kiM karissanti, ayam pi bhikkhu evarUpassa navakammassa 

kArako kiM nAma samaNadhammaM karissatI” ti? atha satthA cintesi: “mayi ciraM 

vasante idaM ThAnaM AkiNNaM bhavissati, araJJakA bhikkhU nAma pavivekatthikA 

honti, revatassa na phAsuvihAro bhavissatI” ti. tato revatassa divATThAnaM gato. 

thero ekako Fva caMkamanakoTiyaM AlambanabAhaM nissAya pAsANaphalake nisinno 

satthAraM dUrato Fva AgacchantaM disvA paccuggantvA vandi.　

　　それから、ある心のうわついた比丘らがある場所に坐って〔次のように〕語り合った。

「十力者は『私の主要弟子（舎利弗の）弟だ』と言って、〔わざわざ〕このような営事比

丘に会いにやってこられた。〔確かにこの精舎は立派で〕この精舎を前にしたら祇園精舎、

竹林精舎などはどうするだろうか。〔恥じ入るばかりであろう。しかし〕この比丘はこれ

ほどの営事を行う者ではあるが、いったい沙門法をなすだろうか。〔いや無理だろう〕」

と。その時尊師は「私が久しく滞在したらこの場所は乱れるだろう。林住比丘らは独居を

好むものだ。レーヴァタは安楽に住することができなくなる」と考えられた。そこでレー

ヴァタの昼住処に行かれた。長老はひとりで経行処の終点の手すりに背をつけて、石板

〔の上〕に坐っていたが、尊師が遠くから来られるのを見て出迎えて礼拝した。

　 　 atha naM satthA pucchi: “revata imaM vAlamigaT[229]ThAnaM caNDAnaM 

hatthi-assAdInaM saddaM sutvA kinti karosI” ti? “tesaM me bhante saddaM suNato 

araJJapIti nAma uppajjatI” ti. satthA tasmiM ThAne revatattherassa paJcahi 

gAthAsatehi araJJAnisaMsaM nAma kathetvA punadivase avidUraTThAne piNDAya 

caritvA revatattheraM nivattetvA yehi bhikkhUhi therassa avaNNo kathito, tesaM 

kattarayaTThi-upAhanAtelanAlichattAnaM pammussanabhAvaM akAsi. te attano 

parikkhAratthAya nivattA AgatamaggenF eva gacchantA pi taM ThAnaM sallakkhetuM 

na sakkonti. paThamaM hi te alaMkatapaTiyattena maggena gatA, taM divasaM pana 

visamamaggena gacchantA tasmiM tasmiM ThAne ukkuTikaM nisIdanti, jannukena 

gacchanti. te gumbe ca gacche ca kaNTake ca maddantA attano vasitasabhAgaTThAnaM 

gantvA tasmiM tasmiM khadirakhAnuke attano chattaM saJjAnanti upAhanaM 

kattarayaTThiM telanAliM saJjAnanti. te tasmiM samaye “iddhimA ayaM bhikkhU” ti 
JatvA attano parikkhAre AdAya “dasabalassa paTiyattasakkAro nAma evarUpo hotI” ti 
vadantA agamaMsu.　

　　それから彼（レーヴァタ）に尊師は「レーヴァタよ、この猛獣のいる場所、凶暴な象や
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馬などの咆哮を聞いたら、おまえは何とするか」と尋ねた。〔レーヴァタは〕「大徳よ、

それらの咆哮を聞くと、私には林を喜ぶ心が生じます」と〔答えた〕。世尊はその場所で

レーヴァタ長老に、500偈をもって林の功徳を説き、翌日に近くで乞食され、レーヴァタ

長老と別れてから、レーヴァタ長老を誹謗した比丘らが杖・履物・油筒・傘を忘失するよ

うに仕向けた。彼らは自身の資具を取りにまさに来た道を戻ったが、その場所を見つける

ことができなかった。はじめ〔出発する時〕は、彼らはきれいに飾られた道を通って行っ

たが、その日のうちに、道は平坦でなくなり、あちらこちらでしゃがみこんで、膝をつい

て進んだ。彼らは茂み、藪、棘を踏みつけながら、自身が住していたところに似ていると

ころに行って、それぞれのカディラ樹の切株に各自の傘を見つけて、履物、杖、油筒も見

つけた。彼らはその時、「この（レーヴァタ）比丘は神通をもっている」と知って、各自

の資具をもって「十力者のためにととのえられた恭敬はこのようなものであった」と語り

ながら去っていった。

　　 purato purato gatabhikkhU visAkhA upAsikA attano gehe nisinnakAle pucchati: 
“manApaM nu kho bhante revatattherassa vasanaTThAnan” ti? “manApaM 

mahA-upAsike nandanacittalatAvanAdi-paTibhAgavantaM senAsanan” ti. atha nesaM 

sabbapacchato AgatabhikkhU pucchi: “manApaM ayyA revatattherassa vasanaTThAnan” 
ti. “mA pucchi upAsike, kathetuM ayuttaTThAnam etaM, ujjaGgalaM 

sakkharapAsANavisamaM khadiravanaM etaM, tattha so bhikkhu visatI” ti.　
　　先にやって来た諸比丘にヴィサーカー優婆夷は、彼らが自身の家に坐った時に「大徳よ、

レーヴァタ長老の住処は意に適いましたか」と訊ねた。〔彼らは〕「大優婆夷よ、意に適

いました。〔神々の〕歓喜園やチッタラター園などに等しい臥坐処でした」と〔答えた〕。

それから彼らの一番最後にやってきた諸比丘に「聖者様らよ、レーヴァタ長老の住処は意

に適いましたか」と〔訊ねた。彼らは〕「そんなことを訊かないで下さい、優婆夷よ。そ

こは語るのもふさわしくない場所で、そこは密林で、砂と石の平坦ではないカディラ樹林

でした。レーヴァタ比丘はそこにいるのです」と〔答えた〕。

　　visAkhA purimAnaM pacchimAnaM bhikkhUnaM [230] kathaM sutvA: “kesaM nu kho 

kathA saccA” ti pacchAbhatte gandhamAlam AdAya dasabalassa upaTThAnaM gantvA 

vanditvA ekamantaM nisinnA satthAraM pucchi: “bhante revatattherassa 

vasanaTThAnaM ekacce ayyA vaNNenti ekacce nindanti, kin nAmF etaM bhante” ti? 

“visAkhe ramaNIyaM vA hotu mA vA, yasmiM ThAne ariyAnaM cittaM ramati, tad eva 

ThAnaM ramaNIyaM nAmA” ti vatvA imaM gAtham Aha:

　“gAme vA yadi vAraJJe ninne vA yadi vA thale

　yattha arahanto viharanti, taM bhUmiM rAmaNeyyakan” ti.（Dh.　v.98）
　 atha satthA aparabhAge jetavanamahAvihAre ariyagaNamajjhe nisinno theraM 

AraJJakAnaM bhikkhUnaM aggaTThAne ThapesIti.　

　　ヴィサーカーは先の比丘らと後の比丘らの語るのを聞いて「どちらの話が真実なのだろ

う」と〔考えた〕。〔ヴィサーカーは〕食後に香と花環をもって十力者に仕えに行って、

礼拝し、一方に坐って尊師に「大徳よ、レーヴァタ長老の住処を、ある聖者は称賛し、あ
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る聖者は非難します。これはどうしてですか」と訊ねた。〔世尊は〕「ヴィサーカーよ、

楽しい場所であろうと、そうではない場所であろうと、聖者にとって心が楽しむ場所が楽

しい場所である」と言ってこの偈を唱えられた。

　　　村であろうと林であろうと、低地であろうと高地であろうと、阿羅漢たちが住すると

ころが楽しいところだ。

　と。

　　それから尊師は後に祇園大精舎において、聖衆の中に坐ってレーヴァタ長老を林住比丘

の第一人者に置かれた。

［3-2］DhA.（vol.Ⅱ　  p.191,l.14~195,l.23）： thero taM sutvA bhagavato Arocesi: 

“bhante AraJJakabhikkhU hi kira ‘revato pabbAjito’ ti sAsanaM pahiNiMsu, gantvA 

passitvA AgamissAmI” ti. satthA “adhivAsehi tAva sAriputtA” ti gantuM na adAsi. thero 

pana katipAhaccayena satthAraM Apucchi, satthA “adhivAsehi tAva sAriputta mayaM pi 

AgamissAmA” ti nF eva gantuM adAsi. sAmaNero pi “sacAhaM idha vasis[192]sAmi 

JAtakA maM anubandhitvA pakkosissantI” ti tesaM bhikkhUnaM santike yAva 

arahattA kammaTThAnaM uggaNhitvA pattacIvaraM AdAya cArikaM caramAno tato 

tiMsayojane ThAne khadiravanaM gantvA antovasse yeva temAsabbhantare saha 

paTisambhidAhi arahattaM pApuNi.　

　　（レーヴァタの出家の記述に続いて）〔舎利弗〕長老はそれ（レーヴァタが出家したこ

と）を聞いて、世尊に「大徳よ、林住比丘が『レーヴァタが出家した』との知らせを送っ

てきました。行って会って来ようと思います」と〔言った〕。世尊は「しばらく待ちなさ

い、舎利弗よ」と行くことを許されなかった。〔舎利弗〕長老はまた２、３日後に尊師に

許可を請うたが、尊師は「しばらく待ちなさい、舎利弗よ。我々も行こう」と〔言われて〕

行くことを許されなかった。一方〔レーヴァタ〕沙弥は「もし私がここに住していたら、

親類が私を追ってきて召還するであろう」と〔考え〕、その〔林住〕比丘らのもとで阿羅

漢〔に至る〕までの業処を得て、鉢と衣を持って遊行しながら、そこから30由旬の地点

のカディラ樹林に行って、雨安居の間の３ヶ月間で無碍解とともに阿羅漢に達した。

　　thero pi pavAretvA satthAraM puna tattha gamanatthAya Apucchi. satthA “mayam 

pi AgamissAma sAriputtA” ti paJcahi bhikkhusatehi saddhiM nikkhami. thokaM 

gatakAle Anandatthero dvedhApathe ThatvA satthAraM Aha: “bhante revatassa 

santikaM gamanamaggesu ayaM parihArapatho saTThiyojaniko manussAvAso, ayaM 

ujumaggo tiMsayojaniko amanussapariggahito, katarena gacchAmA” ti. “sIvali pana 

Ananda amhehi saddhiM Agato” ti? “Ama, bhante” ti. “sace sIvali Agato ujumaggam 

eva gaNhAhI” ti. satthA kira “ahaM tumhAkaM yAgubhattaM uppAdessAmi, 

ujumaggaM gaNhA” ti avatvA “tesaM tesaM janAnaM puJJassa vipAkadAnaTThAnaM 

etan” ti JatvA, “sace sIvali Agato ujumaggaM gaNhA” ti Aha.　
　　一方〔舎利弗〕長老は自恣を行ってから尊師に再び、そこへ赴くために許可を請うた。

尊師は「我々も行こう、舎利弗よ」と〔言って〕500人の比丘とともに出発された。少し

行った時に阿難長老が、道が二股に分かれるところで尊師に「大徳よ、レーヴァタのとこ
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ろに行く道に、この、60由旬ですが、人が住んでいる迂回路と、こちらの、30由旬です

が、鬼神に占められた直道があります。どちらを進みますか」と訊ねた。〔世尊は〕「阿

難よ、シーヴァリは我々に同行しているか」と〔訊かれ、阿難が〕「はい、大徳よ」と

〔答えると、世尊は〕「もしシーヴァリが来ているなら直道をとりなさい」と〔言われた〕。

伝え聞くところでは、尊師は「私は汝らに粥の食事を生じさせよう。直道をとりなさい」

と言われたのではなく、「ここは、各自が〔自身の〕功徳の異熟の布施〔を得る〕場所で

ある」と知って「もしシーヴァリが来ているなら直道をとりなさい」と言われたのだそう

だ。

　　 satthari pana taM maggaM paTipanne devatA “amhAkaM ayyassa sIvalittherassa 

sakkAraM karissAmA” ti cintetvA ekekayojane vihAre kAretvA ekayojanato uddhaM 

gantuM adatvA pAto va uTThAya dibbAni [193] yAgu-AdIni gahetvA “ayyo sIvalitthero 
kahaM nisinno” ti vicaranti. thero attano abhihaTaM buddhapamukhassa 

bhikkhusaGghassa dApesi. evaM satthA saparivAro tiMsayojanikaM kantAraM 

sIvalittherassF eva puJJaM anubhavamAno agamAsi. revatatthero pi satthu 

AgamanaM JatvA bhagavato gandhakuTiM mApetvA paJca kUTAgArasatAni paJca 

caGkamanasatAni paJca rattiTThAnadivATThAnasatAni ca mApesi. satthA tassa santike 

mAsamattam eva vasi. tasmiM vasamAno pi sIvalittherassF eva puJJaM anubhavi.　

　　尊師がその道を進んでいると、神々が「我等が聖者シーヴァリ長老に恭敬をなそう」と

思って１由旬ごとに精舎を建立し、１由旬より先に進むことを許さずに、早朝に起って天

界の粥などをもたらして「聖者シーヴァリ長老はどこに坐っておられますか」と〔探して

歩き回った〕。〔シーヴァリ〕長老は自身にもたらされたものを、仏陀を上首とする比丘

サンガに施させた。このようにして尊師は付き従う〔比丘ら〕とともに30由旬の難路を、

シーヴァリ長老の功徳を受けながら進んだ。レーヴァタ長老も、尊師の到来を知って〔神

通力で〕世尊の香室を作り、500の高楼、500の経行堂、500の夜住処・昼住処を作った。

尊師は彼のもとで１ヶ月だけ住された。そこに住されながらも、シーヴァリひとりの功徳

を受けられた。

　 　 tattha pana dve mahallakabhikkhU satthu khadiravanaM pavisanakAle evaM 

cintayiMsu: “ayaM bhikkhu ettakaM navakammaM karonto kiM sakkhissati 

samaNadhammaM kAtuM, ‘sAriputtassa kaniTTho’ ti mukholokanakiccaM(1) karonto 

evarUpassa navakammikassa santikaM Agato” ti. satthA taM divasaM paccUsakAle 

lokaM olokento te bhikkhU disvA tesaM cittAcAraM aJJAsi, tasmA tattha mAsamattaM 

vasitvA nikkhamanadivase yathA te bhikkhU attano telanAliJ ca udakatumbaJ ca 

upAhanAJ ca pammussanti tathA adhiTThahitvA nikkhamanto vihArUpacArato bahi 

nikkhantakAle iddhiM vissajjesi. atha te bhikkhU “mayA idaJ cF idaJ ca [194] 

pammuTThaM mayA pi pammuTThan” ti ubho pi nivattitvA taM ThAnaM asallakkhetvA 

khadirarukkhakaNTakehi vijjhiyamAnA vicaritvA ekasmiM khadirarukkhe olambantaM 

attano bhaNDakaM disvA AdAya pakkamiMsu.　
（1）mukholokanakiccaM.底本は mukholokanabhikkhaMとするが、異読を参考にして訂正す

る。
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　　そこで2人の年老いた比丘らが、尊師がカディラ樹林に入られた時に、このように考え

た。「この比丘はこれほどの営事をなしながら、どうして沙門法を行うことができようか。

〔できなかろう。ろくに修行もしていない比丘なのに〕『舎利弗の弟だ』といって〔世尊

は〕ごきげんとりをして、こんな営事比丘のもとにやってきたのだ」と。尊師はその日、

早朝に世界をみそなわし、彼ら２人の比丘らを見て彼らの心の状態を了知され、それゆえ

そこにひと月住されて、出発の日に彼ら２比丘が自身の油筒、水瓶、履物を忘れるように

決意され、出発して精舎の近郊から外に出た時に〔レーヴァタの神通力を無効にする〕神

通力を放たれた。それから彼ら２比丘は「私はこれとこれとを忘れてしまった」「私も忘

れてしまった」と2人とも戻り、その場所を見つけることができず、カディラ樹のとげに

よってさされながら歩き回り、１本のカディラ樹〔の枝〕にぶら下がっている自身の荷物

を見つけ、持ち去った。

　　 satthA pi bhikkhusaGghaM AdAya puna mAsamattenF eva sIvalittherassa puJJaM 

anubhavamAno gantvA pubbArAmaM pAvisi. atha te mahallakabhikkhU pAto va 

mukhaM dhovitvA “AgantukabhattadAyikAya visAkhAya gharA yAguM pivissAmA” ti 

gantvA yAguM pivitvA khajjakaM khAditvA nisIdiMsu. atha ne visAkhA pucchi: “tumhe 

hi bhante satthArA saddhiM revatattherassa vasanaTThAnaM agamitthA” ti. “Ama 

upAsike” ti, “ramaNIyaM bhante therassa vasanaTThAnan” ti. “kuto tassa ramaNIyatA 

setakaNTakakhadirarukkhagahanaM　tApasAnaM nivAsanaTThAnasadisaM upAsike” ti.　
　　尊師も、比丘サンガを連れて、再びひと月をかけて、シーヴァリ長老の功徳を受けなが

ら帰り、東園〔鹿子母講堂〕に入った。そこで彼ら年老いた２比丘は早朝に口をそそいで

「客比丘のための食を施すヴィサーカーの家から粥をもらって飲もう」と〔考えてヴィサー

カーの家に〕行き、粥を飲んで硬食を食べてから坐った。その時彼らにヴィサーカーが

「大徳よ、あなた方は尊師とともにレーヴァタ長老の住処に行かれましたか」と〔訊ねた〕。

「はい、優婆夷よ」と〔２比丘が答えると、ヴィサーカーは〕「大徳よ、レーヴァタ長老

の住処は快適でしたか」と〔訊ねると、彼ら２比丘は〕「どうしてレーヴァタ長老の住処

に快適さがありましょうか。白い棘のあるカディラ樹の密林は苦行者らの住処のようでし

た。優婆夷よ」と〔答えた〕。

　　athF aJJe dve daharabhikkhU AgamiMsu. upAsikA tesaM pi yAgukhajjakaM datvA 

tathF eva paTipucchi. te AhaMsu: “na sakkA upAsike vaNNetuM 

sudhammadevasabhAsadisaM iddhiyA abhisaGkhataM viya therassa vasanaTThAnan” ti. 
upAsikA cintesi: “paThamaM AgatA bhikkhU aJJathA vadiMsu, ime aJJathA vadanti, 

paThamaM AgatabhikkhU kiJcid eva pammussitvA iddhiyA vissaTThakAle patinivattitvA 

gatA bhavissanti, ime pana [195] iddhiyA abhisaGkharitvA nimmitakAle gatA 

bhavissantI” ti attano paNDitabhAvena etam atthaM JatvA “satthu AgatakAle 

pucchissAmI” ti aTThAsi.
　　それから他の2人の新参の比丘らがやってきた。優婆夷は彼らにも粥と硬食を与え、同

様に質問した。彼らは「優婆夷よ、神々の集会所である善法堂に等しく、神通力で作られ

たようなレーヴァタ長老の住処を〔十分に〕賞賛することは適いません」と答えた。ヴィ
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サーカー優婆夷は「最初に来た比丘らが語ったのは違っていた。この2人が語るのは〔先

の２人の答えと〕違っている。最初に来た２老比丘は何かを忘れてしまい、〔世尊の〕神

通力が放たれて〔精舎が消えた〕時に戻り、〔それから〕去ったのであろう。この２人の

新参比丘は神通力によって作られて化作されている間に去ったのであろう」と自身の賢さ

でこのことを知り、「尊師がいらしたら聞いて見ましょう」と〔考えて〕立ち上がった。

　 　 tato muhuttassF eva satthA bhikkhusaGghaparivuto visAkhAya gehaM gantvA 

paJJattAsane nisIdi. sA buddhapamukhaM bhikkhusaGghaM sakkaccaM parivisitvA 

bhattakiccAvasAne satthAraM vanditvA paTipucchi: “bhante tumhehi saddhiM 

gatabhikkhusu ekacce revatattherassa vasanaTThAnaM ‘khadiragahanaM araJJan’ ti 

vadanti ekacce ‘ramaNIyan’ ti, kin nu kho etan” ti? satthA “upAsike gAme vA hotu 

araJJe vA yasmiM ThAne arahanto viharanti taM ramaNIyam evA” ti vatvA 

anusandhiM ghaTetvA dhammaM desento imaM gAtham Aha:

　　　 “gAme vA yadi vAraJJe, ninne vA yadi vA thale;

　　　yattha arahanto viharanti, taM bhUmiM rAmaNeyyakan” ti.
　　（語釈略）

　　desanAvasAne bahU sotApattiphalAdIni pApuNiMsU ti.　

　　それからすぐに尊師は比丘サンガに囲まれてヴィサーカーの家に行って用意された席に

坐られた。彼女は仏陀を上首とする比丘サンガに恭しく食を給仕して、食事が終わると、

尊師を礼拝して質問した。「大徳よ、あなた様に同行した比丘の中で、ある者はレーヴァ

タ長老の住処を『カディラ樹の密林の樹林』と語り、ある者は『快適』と〔言います〕が、

これはどうしてですか」と。尊師は「優婆夷よ、村であろうと、林であろうと、阿羅漢が

住するところは快適である」と言って、連結して法を示し、この偈を唱えられた。

　　　村であろうと林であろうと、低地であろうと高地であろうと、阿羅漢たちが住すると

ころが楽しいところだ。

　と。

　　説示の終わりに大勢が預流果などを獲得した。

［ 3-3 ］ ApadAna-A. （ p.525,l.5 ~ p.527,l.21 ） ： aparabhAge satthA khadiravaniya- 

revatattherassa paccuggamanaM akAsi. kathaM AyasmA sAriputto satthAraM Aha: 

“bhante, mayhaM kira kaniTThabhAtA revato pabbajito, so abhirameyya vA na vA, 

gantvA naM passissAmI” ti. bhagavA revatassa AraddhavipassakabhAvaM JatvA dve 

vAre paTikkhipitvA tatiyavAre yAcito arahattappattabhAvaM JatvA: “sAriputta, aham 

pi gamissAmi, bhikkhUnaM ArocehI” ti. thero bhikkhU sannipAtApetvA: “Avuso satthA 
cArikaM caritukAmo, AgantukAmA AgacchantU” ti sabbesaM yeva Arocesi. dasabalassa 

cArikatthAya gamanakAle ohiyamAnakabhikkhU nAma appakA honti. “satthu 
suvaNNavaNNaM sarIraM passAma, madhuradhammakathaM suNissAmA” ti pana 

yebhuyyena AgantukAmA bahutarA Fva honti. iti satthA mahAbhikkhusaGghaparivAro 

“revataM passissAmI” ti nikkhanto.　
　　後に尊師はカディラ樹林に住するレーヴァタ長老に会いに行かれた。どのようにしてか？
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その時、舎利弗長老は師に「大徳よ、私の弟のレーヴァタが出家しました。彼が喜んでい

るか喜んでいないか〔わかりません〕。行って彼に会おうと思います」と言った。世尊は

レーヴァタが内観を得たことをご存知だったので２回〔の請願を〕拒絶され、３回目に請

われた時に、〔レーヴァタが〕阿羅漢を得たことを知って、「舎利弗よ、私も行こう。比

丘らに声をかけなさい」と〔言われた〕。舎利弗長老は諸比丘を集めて「友らよ、尊師が

遊行に出ようとされています。〔一緒に〕来たいと思うものは来なさい」と全員に声をか

けた。十力者が遊行に出る時には居残る比丘はほとんどいない。〔それというのも〕「我々

は尊師の金色の御身体を見よう。甘い説法を聞こう」とたいてい〔一緒に〕来ようと思う

ものが大勢になるからである。このように尊師は大比丘サンガに囲まれて「レーヴァタに

会いに行こう」と出発された。

　　 athF ekasmiM padese Anandatthero dvedhApathaM patvA bhagavantaM pucchi: 

“bhante, imasmiM ThAne dvedhApatho, kataramaggena bhikkhusaGgho gacchatU” ti. 

“kataramaggo Ananda ujuko” ti. “bhante, ujumaggo tiMsayojaniko amanussapatho, 

parihAramaggo pana saTThiyojaniko khemo subhikkho” ti. “Ananda, sIvali amhehi 

saddhiM Agato” ti. “Ama, bhante, Agato” ti. “tena hi saGgho ujumaggam eva 

gacchatu, sIvalissa puJJaM vImaMsissAmA” ti. satthA bhikkhusaGghaparivAro 

sIvalittherassa puJJavImaMsanatthaM aTavimaggaM abhiruhi. maggassa 

abhiruhanaTThAnato paTThAya devasaGgho yojane yojane ThAne nagaraM mApetvA 

buddhapamukhassa bhikkhusaGghassa vasanatthANavihAre paTiyAdesi.　

　　それから、ある地点で阿難長老が道の二股になっているところに至って、世尊に「大徳

よ、この場所で道が二股に分かれています。どちらの道を比丘サンガは進みましょうか」

と〔尋ねた。世尊は〕「阿難よ、どちらの道が直道か」と〔尋ねられた。阿難は〕「大徳

よ、直道は30由旬ですが人がおりません。迂回路は60由旬ありますが安全で乞食が容

易に得られます」と〔答えた。世尊は〕「阿難よ、シーヴァリは我々に同行しているか」

と〔尋ねた。阿難は〕「はい、大徳よ、同行しております」と〔答えた。世尊は〕「それ

ならばサンガは直道を行こう。シーヴァリの徳を審査してみよう」と〔言われた〕。世尊

は比丘サンガに囲まれてシーヴァリの徳を審査するために林道に入った。道に入った場所

から以降、神々の群が１由旬ごとの地点に都を築いて、仏陀を上首とする比丘サンガが住

するための精舎をととのえた。

　　devaputtA raJJA pesitakammakArA viya hutvA yAgukhajjakAdIni gahetvA: “kahaM 

ayyo sIvalI” ti pucchantA gacchanti. thero sakkArasammAnaM gAhApetvA satthu 

santikaM gacchati. satthA bhikkhusaGghena saddhiM paribhuJji. iminA vA niyAmena 

satthA sakkAraM anubhavanto devasikaM yojanaparamaM gantvA tiMsayojanikaM 

kantAraM atikkamma khadiravaniyarevatatthe[526]rassa vasanaTThAnaM patto. thero 

satthu AgamanaM JatvA attano vasanaTThAne buddhapamukhassa bhikkhusaGghassa 

pahonakavihAre dasabalassa gandhakuTirattiTThAnadivAThAnAni ca iddhiyA mApetvA 

tathAgatassa paccuggamanaM gato. satthA alaGkatapaTiyattena maggena vihAraM 

pAvisi. atha tathAgate gandhakuTiM paviTThe bhikkhU vassaggena pattasenAsanAni 
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pavisiMsu. devatA “akAlo AhArassA” ti aTThavidhaM pAnakaM AhariMsu. satthA 

saGghena saddhiM pAnakaM pivi. iminA niyAmenF eva tathAgatassa sakkArasammAnaM 

anubhavantassF eva aDDhamAso atikkanto.　

　　神々が王に派遣された雑役夫のようになって粥と硬食などを持って「聖者シーヴァリは

どこにおられますか」と尋ねまわる。シーヴァリ長老は恭敬・尊敬を運んで尊師のもとに

行く。尊師は比丘サンガとともに〔それを〕受けた。この方法で尊師は恭敬を受けながら

日に１由旬を限度として進み、30由旬の難路を踏破してカディラ樹林のレーヴァタ長老

の住処に到着された。レーヴァタ長老は尊師の到来を知って、自身の住処に仏陀を上首と

する比丘サンガの〔居住〕可能な精舎〔を建立してそこ〕に十力者のための香室、夜住処、

昼住処を神通力によって作り、如来の出迎えに出た。尊師はきれいに飾られた道を通って

精舎に入った。それから如来が香室に入られた時に、比丘らは法臘順に得た臥坐所に入っ

た。神々は「食事には非時である」と８種の飲み物を取り出した。尊師はサンガとともに

飲み物を飲まれた。この方法で如来が恭敬・尊敬を受けている間に半月が過ぎた。

　　athF ekacce ukkhaNThitabhikkhU(1) ekasmiM ThAne nisIditvA kathaM uppAdayiMsu: 

“dasabalo ‘mayhaM aggasAvakassa kaniTThabhAtA’ ti vatvA evarUpaM navakammikaM 

bhikkhuM passituM Agato, imassa vihArassa santike jetavanavihAro vA veLuvanAdayo 

vA kiM karissanti? ayam pi bhikkhu evarUpassa navakammassa kArako, kiM nAma 

samaNadhammaM karissatI” ti? atha satthA cintesi: “mayi idha ciraM vasante idaM 

ThAnaM AkiNNaM bhavissati, AraJJakA nAma bhikkhU pavivekatthikA honti, revatassa 

phAsuvihAro na bhavissatI” ti. tato therassa divATThAnaM gato. thero pi ekako Fva 

caGkamanakoTiyaM AlambanaphalakaM nissAya pAsANaphalake nisinno satthAraM 

dUrato Fva AgacchantaM disvA paccuggantvA vandi.　

（1）底本は uddhantabhikkhUとするが、ビルマ版によって訂正する。

　　それから、ある不満の比丘らが、ある場所に坐って語り合った。「十力者は『私の主要

弟子（舎利弗）の弟』だと言ってこのような営事比丘を見にやってこられた。〔確かにこ

の精舎は立派で〕この精舎を前にしたら祇園精舎、竹林精舎などはどうするだろう。〔恥

じ入るばかりであろう。しかし〕この比丘はこのような営事を行う者であるが、いったい

沙門法をなすだろうか。〔いや無理であろう〕」と。その時尊師は「私がここに久しく滞

在したらこの場所は乱れるだろう。林住比丘らは独居を好むものだ。レーヴァタが安楽に

住することができなくなる」と考えられた。そこでレーヴァタ長老の昼住処に行かれた。

長老もひとりで経行処の終点の板状の手すりに背をつけて石板〔の上に〕に坐っていたが、

尊師が遠くから来られるのを見て出迎えて礼拝した。

　 　 atha naM satthA pucchi: “revata, idaM vALamigaTThAnaM, caNDAnaM 

hatthi-assAdInaM saddaM sutvA kiM karosI” ti? “tesaM me, bhante, saddaM suNato 

araJJapIti nAma uppannA” ti. satthA imasmiM ThAne revatattherassa paJcahi 

gAthAsatehi araJJAnisaMsaM nAma kathetvA punadivase avidUraTThAne piNDAya 

caritvA revatattheraM AmantetvA yehi bhikkhUhi therassa avaNNo kathito, tesaM 

kattarayaTThi-upAhanatelanALichattAnaM pamussanabhAvam akAsi. te attano 
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parikkhAratthAya nivattA AgatamaggenF eva gacchantA pi taM ThAnaM sallakkhetuM 

na sakkonti. paThamaM hi te alaGkatapaTiyattena maggena gatA, taM divasaM pana 

visamamaggenF eva gacchantA tasmiM ThAne ukkuTikaM nisIdantA jaNNukehi 

gacchanti. te gumbe ca gacche ca kaNDake ca maddantA attanA 

vasitasabhAgaTThAnaM gantvA tasmiM tasmiM khadirakhANuke laggitaM attano 

chattaM saJjAnanti, upAhanaM kattarayaTThiM telanALiJ ca saJjAyanti. te tasmiM 

samaye “iddhimA ayaM bhikkhU” ti JatvA attano parikkhAram AdAya “dasabalassa 
paTiyattasakkAro nAma evarUpo hotI” ti vadantA agamaMsu.　

　　それから彼（レーヴァタ）に尊師は「レーヴァタよ、この猛獣のいる場所、凶暴な象や

馬などの咆哮を聞いてどうするか」と尋ねられた。「それらの咆哮を聞くと、私には林を

喜ぶ心が生じます」と〔答えた〕。世尊はその場所でレーヴァタ長老に500偈をもって

林の功徳を説き、翌日に近くで乞食され、レーヴァタ長老と別れてから、レーヴァタ長老

を誹謗した比丘らが杖・履物・油筒・傘を忘失するように仕向けた。彼らは自身の資具を

取りにまさに来た道を戻ったが、その場所を見つけることができなかった。はじめは彼ら

はきれいに飾られた道を通って出発したが、その日の中に道は平坦でなくなり、あちらこ

ちらでしゃがみこんで膝をついて進んだ。彼らは茂み、藪、棘を踏みつけながら、自身が

住していたところに似ているところに行って、それぞれのカディラ樹の切株に引っ掛けら

れた各自の傘を見つけ、履物、杖、油筒も見つけた。彼らはその時、「この比丘は神通を

もっている」と知って、自身の資具をもって「十力者のためにととのえられた恭敬はこの

ようである」と語りながら去っていった。

　　purato Agate bhikkhU, visAkhA upAsikA, attano gehe nisinnakAle pucchi: “manApaM 

nu kho, revatassa vasanaTThAnan” ti? “manApaM, upAsike, nandavanacittalatA- 

vanapaTibhAgaM taM senAsanan” ti. atha tesaM pacchato Agate bhikkhU pucchi: 

“manApaM, ayyA, revatassa vasanaTThAnan” ti? “mA puccha, upAsike, kathetuM 

ayuttaTThAnaM etaM, ujjaGgalasakkharapAsANavisamakhadiravanaM eva, tattha so 

bhikkhu vasatI” ti.　
　　先にやって来た諸比丘にヴィサーカー優婆夷は、彼らが自身の家に坐った時に「大徳よ、

レーヴァタ長老の住処は意に適いましたか」と訊ねた。〔彼らは〕「大優婆夷よ、意に適

いました。それは〔神々の〕歓喜園やチッタラター園に等しい臥坐処でした」と〔答えた〕。

それから彼らの後にやってきた諸比丘に「聖者様らよ、レーヴァタ長老の住処は意に適い

ましたか」と〔訊ねた。彼らは〕「そんなことを訊かないで下さい、優婆夷よ。そこは語

るのもふさわしくない場所で、そこは密林と砂と石の、平坦ではないカディラ樹林でした。

レーヴァタ比丘はそこにいるのです」と〔答えた〕。

　　 visAkhA purimAnaM pacchimAnaJ ca bhikkhUnaM kathaM sutvA, “kesaM nu kho 

kathA saccA” ti pacchAbhattaM gandhamAlaM AdAya dasabalassa upaTThAnaM gantvA 

vanditvA ekam antaM nisinnA satthAram pucchi: “bhante, revatattherassa 

vasanaTThAnaM ekacce ayyA vaNNenti, ekacce nindanti, kim etaM, bhante” ti? 

“visAkhe, ramaNIyaM vA hotu mA vA, yasmiM ThAne ariyAnaM cittaM ramati, tad eva 
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ThAnaM ramaNIyaM nAmA” ti vatvA imaM gAtham Aha:

　　　“gAme vA yadi vAF raJJe, ninne vA yadi vA thale;

　　　yatthArahanto viharanti taM bhUmiM rAmaNeyyakan” ti. 
　 　 aparabhAge bhagavA ariyagaNamajjhe nisinno theraM: etad aggaM bhikkhave 

mama sAvakAnaM bhikkhUnaM lAbhInaM yad idaM sIvalI ti etadaggTThAne Thapesi.　

　　ヴィサーカーは先の比丘らと後の比丘らの語るのを聞いて「どちらの話が真実なのだろ

う」と〔考えて〕、食後に香と花環をもって十力者に仕えに行って、礼拝し、一方に坐っ

て尊師に「大徳よ、レーヴァタ長老の住処を、ある聖者は称賛し、ある聖者は非難します。

これはどうしてですか」と訊ねた。〔世尊は〕「ヴィサーカーよ、楽しい場所であろうと、

そうではない場所であろうと、聖者にとって心が楽しむ場所が楽しい場所である」と言っ

てこの偈を唱えられた。

　　　村であろうと林であろうと、低地であろうと高地であろうと、阿羅漢たちが住すると

ころが楽しいところだ。

　と。

　　後に世尊は聖者の衆の中に坐ってシーヴァリ長老を「比丘らよ、私の声聞比丘の中、利

得者の第一人者はシーヴァリである」と、第一人者の地位に置かれた。

［4］布薩に関連して

［4-1］AN.-A.（vol.Ⅳ　p.160,l.21~p.161,l.7）：ito paraM atha kho bojjhA upAsikA ti 

Adisu bojjhA upAsikA, sirimA upAsikA, sutanA upAsikA, manujA upAsikA, uttarA upAsikA, 

muttA upAsikA, khemA upAsikA, cundI rAjakumArI, bimbI upAsikA, sumanA rAjakumArI, 

mallikA devI, tissA upAsikA, tissAya mAtA upAsikA, soNA upAsikA, soNAya mAtA upAsikA, 

uttarA nandamAtA, visAkhA migAramAtA, khujjuttarA upAsikA, sAmAvatI upAsikA, 

suppavAsA koliyadhItA, suppiyA upAsikA, nakulamAtA gahapatAnI ti imAsaM ettakAnaM 

aTThaGgasamannAgataM uposathakammam eva kathitaM. icchantena vitthAretvA 

kathetabbaM.　

　　それ以後、「ボッジャー優婆夷」などにおいて、ボッジャー優婆夷、シリマー優婆夷、

スタナー優婆夷、マヌジャー優婆夷、ウッタラー優婆夷、ムッター優婆夷、ケーマー優婆

夷、チュンディー王女、ビンビー優婆夷、スマナー王女、マッリカー王妃、ティッサー優

婆夷、ティッサーの母・優婆夷、ソーナー優婆夷、ソーナーの母・優婆夷、ウッタラー・

ナンダマーター、ヴィサーカー・ミガーラマーター、クッジュッタラー優婆夷、サーマー

ヴァティー優婆夷、スッパヴァーサー・コーリヤディーター、スッピヤー優婆夷、ナクラ

マーター居士婦というこれだけの〔優婆夷たち〕に、八支を具す布薩羯磨が説かれた。欲

する者は広説するがよい（1）。

（1）【2】-［3］に対応する。

［ 4-2 ］ KhuddakapAtha-A. （ p.141,l.28 ~ p.142,l.5 ） ： anavajjakammAni nAma 

uposathaGgasamAdAna-veyyAvaccakaraNa-ArAmavanaropana-setukaraNAdIni, tAni hi 

nAnappakArahitasukhAdhigamahetuto maGgalan ti vuccanti, “ThAnaM kho panF etaM 
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visAkhe vijjati yaM idhF ekacco itthI vA puriso vA aTThaGgasamannAgataM uposathaM 

upavasitvA kAyassa bhedA param maraNA cAtummahArAjikAnaM devAnaM sahavyataM 

upapajjeyyA” ti evamAdIni cF ettha suttAni anussaritabbAni. 

　　「非難されない行為」（1）とは布薩の〔八〕支の受持、営事、園・林の植樹、橋を作る

ことなどである。なぜならそれらは種々の利と楽を得る因であり、それゆえ「吉祥」とい

われる。「ヴィサーカーよ、これもまた道理である。ここに一類の女性かまたは男性が八

支を具す布薩を過ごして、身体の破れた後、死後に、四大王天の神々の仲間に生れる（2）」

などといった諸経をここに思い出すべきである。

（1）KhuddakapAthaおよび SuttanipAtaの MaGgalasuttaの中の語である。村上真完・及川真

介『仏のことば註（二）』、春秋社、1986 年、p.418

（2）これは【1】-［3-1］に挙げた AN. 008-005-043の引用のつづきである。

［4-3］DhA.（vol.Ⅲ　p.58.l.19~p.60,l.8）：yathA daNDenA ti imaM dhammadesanaM 

satthA pubbArAme viharanto visAkhAdInaM upAsikAnaM uposathakammaM Arabbha 

kathesi.

　  [59] sAvatthiyaM kirF ekasmiM mahAuposathadivase paJcasatamattA itthiyo 

uposathikA hutvA vihAraM agamaMsu. visAkhA tAsu mahallikA upasaMkamitvA pucchi; 

“ammA kim atthaM uposathikA jAtF atthA” ti. tAhi “dibbasampattiM patthetvA” ti 

vutte, majjhimitthiyo pucchi, “sapattivAsA muccanatthAyA” ti vutte, taruNitthiyo 

pucchi; tAhi “paThamagabbhe puttapaTilAbhatthAyA” ti vutte kumArikAyo pucchi, tAhi 

“taruNabhAve yeva patikulaM gamanatthAyA” ti vutte taM sabbaM pi tAsaM kathaM 

sutvA tA AdAya satthu santikaM gantvA paTipATiyA Arocesi.　

　　「〔牛飼いが〕棒で〔牛を牧場に駆り立てる〕ように」〔ではじまる〕この説法を、尊

師は東園〔鹿子母講堂〕に住しておられた時に、ヴィサーカーなどの優婆夷たちの布薩羯

磨に関して説かれた。

　　舎衛城において、ある大布薩の日に、500人の女性が布薩を行う者になって精舎に行っ

たそうだ。ヴィサーカーは、〔500人の〕女性の中、老年の女性たちに近づいて「みなさ

ん、何の為に布薩を行う者になったのですか」と尋ねた。彼女らが「私たちは天界へ再生

することを願って」と答えると、〔今度は〕中年の女性たちに尋ねた。すると「夫といる

生活から解放されるために」という答えが返ってきた。若い女性に尋ねると「初産で男児

を得るために」と答え、少女たちに尋ねれば「若いうちに嫁ぐために」と答えたので、

〔ヴィサーカーは〕彼らの答えをすべて聞いて後、彼女らを連れて尊師のもとに行き、

〔彼らの答えを尊師に〕順次に告げた。　

　 　 taM sutvA satthA “visAkhe imesaM sattAnaM jAtiAdayo nAma daNDahatthaka- 

gopAlakasadisA, jAti jarAya santikaM jarA vyAdhino santikaM vyAdhi maraNassa 

santikaM pesetvA kuThAriyA chindantA viya jIvitaM chindanti, evaM sante pi 

vivaTTaM patthentA nAma nF atthi, vaTTam eva patthentI” ti vatvA anusandhiM 

ghaTetvA dhammaM desento imaM gAtham Aha:

“yathA daNDena gopAlo gAvo pAceti gocaraM
evaM jarA ca maccu ca AyuM pAcenti pANinan” ti
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　　（語釈略）

　　desanAvasAne bahU sotApattiphalAdIni pApuNiMsU ti.　

　　それを聞いて、尊師は「ヴィサーカーよ、これら衆生にとって生〔・老・病・死〕は

棒を手にした牛飼いのようであり、生は老のもとへ、老は病のもとへ、病は死のもとへと

駆り立て、斧で切るように衆生の寿命を切る。このようであっても、解脱を願う者はおら

ず、衆生は皆、輪廻こそ願う」と言って、関連付けて法を示し、以下の偈を説いた。

　　　牛飼いが棒で牛を牧場に駆り立てるように、老と死とが生者の寿命を駆り立てる。

　と。

　　説示の終わりに大勢が預流果などを獲得した。

［5］釈尊に酒の起源を問う

［5-1］DhA.（vol.Ⅲ　  p.100,l.1~ p.103,l.22） ： ko nu hAso kim Anando ti imaM 

dhamma-desanaM satthA jetavane viharanto visAkhAya sahAyikAyo Arabbha kathesi.

　　sAvatthiyaM kira paJcasatA kulaputtA “evaM imA appamAdavihAriNiyo bhavissantI” 
ti attano bhariyAyo visAkhaM mahAupAsikaM paTicchApesuM, tA uyyAnaM vA vihAraM 

vA gacchantiyo tAya saddhiM yeva gacchanti.　

　　「如何なる笑い、どうして歓喜があろうか？」〔ではじまる〕この説法を、尊師は祇園

に住しておられた時に、ヴィサーカーの女ともだちらに関して説かれた。

　　伝え聞くところでは、舎衛城に住む 500人の良家の息子が「このように（ヴィサーカー

のように）私の妻が怠けない生活をしたら」と〔考えて〕自分の妻らをヴィサーカー大優

婆夷に委ねた。妻らは遊園に行くにも精舎に行くにも、かならずヴィサーカーと一緒に行

くことになった。

　 　 tA ekasmiM kAle “sattAhaM surAchaNo bhavissatI” ti chaNe ghuTThe attano 

sAmikAnaM suraM paTiyAdesuM. te sattAhaM surAchaNaM kILitvA aTThame divase 

kammantabheriyA nikkhantAya kammante agamaMsu. tA pi itthiyo “mayaM 

sAmikAnaM sammukhA suraM pAtuM na labhimhA, avasesasurA ca atthi, idaM yathA 

te na jAnanti tathA pivissAmA” ti visAkhAya santikaM gantvA “icchAma ayye uyyAnaM 

daTThun” ti vatvA, “sAdhu ammA tena hi kattabbakiccAni katvA nikkhamathA” ti 

vutte tAya saddhiM gantvA [101] paTicchannAkArena suraM nIharApetvA uyyAne 

pivitvA mattA vicariMsu.　

　　彼女らはある時、「7日間の酒祭があろう」と祭りが宣言された時に、自分の夫らのた

めに酒を用意した。夫たちは７日間の酒祭を楽しんで、８日目に仕事〔の再開を知らせる〕

太鼓が鳴ると仕事に戻った。その女らは「私たちは夫らの前では酒を飲めない。残りの酒

があるから、夫らに気づかれないように飲もう」と〔考え〕、ヴィサーカーのもとに行っ

て、「大姉よ、私たちは遊園を見に行こうと思います」と言って、〔ヴィサーカーが〕

「いいですね、みなさん。そういうことなら、あなたたちはやるべきことをし終わってか

らお出かけください」と言うと、ヴィサーカーと一緒に行って、こっそり酒を持ち出して

遊園で飲み、酔っぱらって歩き回った。
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　　 visAkhA “ayuttaM imAhi kataM, idAni maM ‘samaNassa gotamassa sAvikA suraM 

pivitvA vicaratI’ ti titthiyA pi garahissantI” ti cintetvA tA itthiyo Aha: “ammA 

ayuttaM vo kataM, mama pi ayaso uppAdito, sAmikA pi vo kujjhissanti, idAni kiM 

karissathA” ti. gilAnAlayaM dassayissAma ayye’ ti. “tena hi paJJAyissatha sakena 

kammenA’ ti. tA gehaM gantvA gilAnAlayaM kariMsu. atha tAsaM sAmikA “itthannAmA 

ca itthannAmA ca kahan” ti pucchitvA “gilAnA” ti sutvA, “addhA etAhi avasesasurA 
pItA bhavissatI” ti sallakkhetvA tA pothetvA anayavyasanaM pApesuM.　

　　ヴィサーカーは「彼女らのしたことはよろしくない。今、私のことを『沙門ゴータマの

声聞女が酒を飲んで歩き回る』と〔言って〕外道たちも非難するのであろう」と考え、ヴィ

サーカーは女たちに「みなさん、あなた方がしたことはよくありません。私にも悪名が生

じました。あなた方のご主人も怒るでしょう。さあどうしますか」と〔言った〕。〔彼女

らが〕「大姉よ、仮病を使いましょう」と〔言うと、ヴィサーカーは〕「それなら、自ら

の行いであなた方の人が知れますよ」と〔言った〕。彼女らは家に帰り、仮病をつかった。

それから彼女らの夫らが〔それぞれの家で〕「これこれという女はどこだ」と〔自分の妻

を呼んで〕尋ねると、「病気にかかっています」と聞き、「きっとこいつらは残りの酒を

飲んでしまったのだろう」と了解して、彼女らをたたいてひどいめにあわせた。

　　 tA aparasmiM pi chaNavAre tathF eva suraM pAtukAmA visAkhaM upasaMkamitvA, 

“ayye uyyAnaM no nehI” ti vatvA, “pubbe pi me tumhehi ayaso uppAdito, gacchatha, 

na vo ahaM nessAmI” ti tAya paTikkhittA “idAni evaM na karissAmA” ti 

sammantayitvA puna taM upasaMkamitvA AhaMsu: “ayye buddhapUjaM kAtukAmF 

amhA, vihAraM no nehI” ti. “idAni ammA yujjati, gacchatha parivacchaM karothA” ti. 
tA caGgoTakehi gandhamAlA gAhApetvA surApuNNe muTThivArake hatthehi olambetvA 

mahApaTe pArupitvA visAkhaM upasaMkamitvA tAya saddhiM vihAraM pavisamAnA 

ekamantaM gantvA muTThivArakehF eva suraM pivitvA vArake chaDDetvA 

dhammasabhAyaM satthu purato [102] nisIdiMsu.　

　　他の酒祭の機会にも、同様に彼女らは酒が飲みたくなり、ヴィサーカーに近づき、「大

姉よ、私たちを遊園に連れて行ってください」と言い、「以前にもあなたたちのせいで私

は悪名を蒙りました。〔勝手に〕行きなさい。私はあなたたちを連れて行きません」とヴィ

サーカーに断られると、「今やこの手はもう使えない」と相談しあってから、再びヴィサー

カーに近づき、「大姉よ、私たちは仏陀供養をしたいのです。私たちを精舎に連れて行っ

てください」と〔願った。ヴィサーカーは〕「みなさん、今度はよいことを言いましたね。

さあ、準備しなさい」と〔言うと〕、彼女らは、花かごに香と花環を入れて、酒が満ちた

こぶし大の壷に酒を入れて手にさげ、大きな外衣を着てヴィサーカーに近づき、彼女と一

緒に精舎に入ると隅に行ってこぶし大の壷から酒を飲んでしまうと壷を捨てて、説法堂で

尊師の前に坐った。

　 　 visAkhA “imAsaM bhante dhammaM kathethA” ti Aha. tA pi madavegena 

kampamAnasarIrA “naccissAma gAyissAmA” ti cittaM uppAdesuM. athF ekA mArakAyikA 

devatA “imAsaM sarIre adhimuccitvA samaNassa gotamassa purato vippakAraM 
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dassessAmI” ti cintetvA tAsaM sarIre adhimucci, tAsu ekaccA satthu purato pANiM 

paharitvA hasituM, ekaccA naccituM ArabhiMsu.　

　　ヴィサーカーは「大徳よ、この女たちに法をお説きくださいますよう」と言った。彼女

らは酔いがまわって身体がふらつき、「踊ろう、歌おう」という気になった。その時、魔

衆の神が「この女たちの体に入って、沙門ゴータマの前で異変を示そう」と考えて、彼女

らの体に入った。彼女らの中、ある女は尊師の前で手を打ち鳴らし、笑い始めた。ある女

は踊り始めた。

　　 satthA “kiM idan” ti Avajjento taM kAraNaM JatvA, “na dAni mArakAyikAnaM 

otAraM labhituM dassAmi. na hi mayA ettakaM kAlaM pAramiyo pUrentena 

mArakAyikAnaM otAralAbhatthAya pUritA” ti tA saMvejetuM bhamukalomato rasmiM 

vissajjesi, tAvad eva andhakAratimisA ahosi. tA bhItA ahesuM maraNabhayatajjitA, 

tena tAsaM kucchiyaM surA jIri. satthA nisinnapallaGke antarahito sinerumuddhani 

ThatvA uNNalomato rasmiM vissajjesi, taM khaNaM yeva candasahassuggamanaM viya 

ahosi.

　　尊師は「これはどうしたことか」と傾注して、その原因を知り、「今、魔衆に近づけさ

せまい。なぜなら私がこれまでに波羅蜜を完成させてきたのは、魔衆に近づけさせるため

ではないのだから」と〔考えて〕、彼女らを驚かせるために眉間の白毫から光線を放った。

直ちに真っ暗になった。彼女らは恐れて、死の恐怖におびえた。それゆえ彼女らの腹の中

の酒が衰えた。尊師は坐っていた牀座から消えて、須弥山の山頂に立ち、白毫から光線を

放つと、その瞬間に千の月が昇ったかのようになった。

　　 atha tA itthiyo AmantetvA “tumhehi mama santikaM AgacchamAnAhi pamattAhi 

AgantuM na vaTTati, tumhAkaM hi pamAdenF eva mArakAyikA devatA otAraM labhitvA 

tumhehi hassAdiakaraNaTThAne hassAdIni kArApesi, idAni tumhehi [103] rAgAdInaM 

aggInaM nibbApanatthAya ussAhaM kAtuM vaTTatI” ti vatvA imaM gAtham Aha:

　“ko nu hAso kim Anando, niccaM pajjalite sati,

　andhakArena onaddhA padIpaM na gavesathA” ti.（Dh.　v.146.）
　　（語釈を略す）

　　desanAvasAne paJcasatA pi tA itthiyo sotApattiphale patiTThahiMsu. satthA tAsaM 

acalasaddhAya patiTThitabhAvaM JatvA sinerumatthakA otaritvA buddhAsane nisIdi. 

atha naM visAkhA Aha: “surA nAmF esA pApikA, evarUpA hi nAma imA itthiyo 

tumhAdisassa buddhassa purato nisIditvA iriyApathamattam pi saNThApetuM 

asakkontiyo uTThAya pANiM paharitvA hasitagItanaccAdIni ArabhiMsU” ti. satthA “Ama 

visAkhe pApikA eva esA surA nAma, etaM hi nissAya aneke sattA anayavyasanaM 

pattA” ti vatvA, “kadA panF esA bhante uppannA” ti vutte, tassA uppattiM vitthArena 

kathetuM atItaM AharitvA kumbhajAtakaM kathesI ti.　

　　そこで、その女らに「あなた方は私のもとに来る時、放逸のままに来てはならない。な

ぜなら、あなた方の放逸によって魔衆の神が近づく機会を得て、あなた方を笑ったりする

理由のないところで笑わせたりした。今、あなた方は貪欲などの火を消尽させるために努
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力をするがよい」と言ってこの偈を言われた。

　　　如何なる笑いがあろうか。どうして歓喜があろうか。〔世間は (1)〕常に〔貪欲などの

火で〕燃えているのに。〔無明の (2)〕暗黒に覆われながら〔智慧の (3)〕灯明を探し求め

ないのか？

　と。

　　説法の終わりに、その 500人の女たちは預流果に達した。尊師は彼女らが不動の信仰

に達したことを知って、須弥山の山頂から降り、仏座に坐った。それからヴィサーカーが

尊師に「この酒とは悪いものです。これらの女たちはあなたのような仏陀の前に坐ってい

ながら、行住坐臥さえもしっかりと保つことができず、立って手を打ち鳴らし、笑い歌い

踊るなどし始めました」と言った。尊師は「そのとおりだ、ヴィサーカーよ。この酒こそ

は悪いものだ。なぜなら、この酒のせいで多くの衆生がひどいめにあった」と言って、

〔ヴィサーカーに〕「それでは、尊者よ、この酒というものはいつ生まれたのでしょうか？」

と問われると、酒の起源を詳細に物語るために過去のことを語り、クンバ・ジャータカを

物語られた。

（1）語釈に imasmiM lokasannivAse rAgAdIhi ekAdasahiaggIhi niccaM pajjalite satiとあるの

に従う。ちなみに 11種の火とは貪・瞋・癡・生・老・死・愁・悲・苦・憂・悩の火を指す。

（2）語釈によれば andhakAra=avijjha

（3）語釈によれば padIpa=JANa

［5-2］ JAtaka-A. 512 Kumbha-j.（vol.Ⅴ　  p.011,ll.5~ 30）： ko pAturAsI ti. idaM 

s[atthA] j[etavane] v[iharanto] visAkhAya sahAyikA surApAyikA paJcasatA itthiyo 

A[rabbha] k[athesi]. sAvatthiyaM kira surAchaNe ghuTThe tA paJcasatA itthiyo 

sAmikAnaM chaNakILAvasAne tikkhasuraM paTiyAdetvA “chaNaM kILissAmA” ti sabbA pi 
visAkhAya santikaM gantvA “sahAyike chaNaM kILissAmA” ti vatvA “ayaM surAchaNo, 

ahaM suraM na pivissAmI” ti vutte “tumhe sammAsambuddhassa dAnaM detha, 

mayaM chaNaM karissAmA” ti AhaMsu.　

　　「〔三十三天から〕現れたあなたは誰ですか」と〔はじまる〕この〔ジャータカ〕を尊

師は祇園に住しておられる時にヴィサーカーの酒飲みの女ともだち500人に関して説か

れた。伝え聞くところでは、舎衛城に酒祭が布告された時のこと、彼女ら500人の女た

ちは夫らの祭りの祝いが終わると、きつい酒を準備して「祭りを祝いましょう」と、みな

でヴィサーカーのところへ行って、「友よ、祭りを祝いましょう」と言って、〔ヴィサー

カーに〕「これは酒祭です。私はお酒は飲みません」と言われると、「あなたは正等覚者

に布施をしてください。私たちは酒宴を催しましょう」と言った。

　　  “sAdhU” ti sampaTicchitvA tA uyyojetvA s[atthA]raM nimantApetvA mahAdAnaM 

datvA bahuM gandhamAlaM AdAya sAyaNhasamaye dhammakathaM sotuM tAhi 

parivAritA jetavanaM agamAsi. tA panF itthiyo suraM pivanamanA va tAya saddhiM 

gantvA dvArakoTThake ThatvA pi suraM pivitvA va tAya saddhiM satthu santikaM 

agamaMsu. visAkhA s[atthA]raM vanditvA ekamantaM nisIdi, itarAsu ekaccA satthu 

santike yeva nacciMsu ekaccA gAyiMsu ekaccA hatthakukkuccapAdakukkuccAni ekaccA 

kalahaM akaMsu.　
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　　「よいでしょう」と同意するとヴィサーカーは彼女らを追い返し、尊師を招待して大布

施を施し、多くの花環をもって夕刻時に説法を聞きに、彼女らに囲まれて祇園に赴いた。

しかし女たちは酒を飲みながらヴィサーカーと一緒に行って、門屋についてもまだ酒を飲

み、ヴィサーカーと一緒に尊師のもとに行った。ヴィサーカーは尊師を礼拝して一方に坐っ

た。〔ヴィサーカー〕以外の女たちの中、ある者らは尊師の前だというのに踊り、ある者

らは歌い、ある者らは手の無作法、足の無作法を、あるものはケンカをはじめた。

　 　 s[atthA] tAsaM saMvegaM jananatthAya bhamukalomato raMsiM vissajjesi, 

andhakAra-timisA ahosi. tA bhItA ahesuM maraNabhayatajjitA, tena tAsaM surA jIri. 

s[atthA] nisinnapallaMke antarahito sinerumuddhani ThatvA uNNalomato raMsiM 

vissajjesi, candasahassuggamanaM viya ahosi. s[atthA] tattha Thito va tAsaM 

saMvegajananatthAya

 “ko nu hAso kim Anando, niccaM pajjalite sati;

 andhakArena onaddhA, padIpaM na gavesathA” ti.（Dh.　v.146.）
　　 imaM gAtham Aha. gAthApariyosAne tA paJcasatA pi sotApattiphale patiTThahiMsu. 

s[atthA] AgantvA gandhakuTicchAyAya buddhAsane nisIdi. atha naM visAkhA vanditvA 

“bhante idaM hirottappabhedanaM surApAnaM nAma kadA uppannan” ti pucchi. so 
tassA Acikkhanto a[tItaM] A[hari].　

　　尊師は彼女らに恐れを生じさせるために、眉間の白毫から光線を放ち、〔あたりが〕真っ

暗闇になった。彼女らは恐れ、死の恐怖におびえ、それゆえ彼女らの酒は衰えた。尊師は

坐っていた座から消えて須弥山の頂上に立ち、白毫から光線を放った。千の月が昇ったよ

うになった。尊師はそこに立ったまま、彼女らに恐れを生じさせるために、「如何なる笑

いがあろうか。どうして歓喜があろうか。〔世間は〕常に〔貪欲などの火で〕燃えている

のに。〔無明の〕暗黒に覆われながら〔智慧の〕灯明を探し求めないのか？」とこの偈を

唱えられた。偈の終わりに彼女ら500人は預流果に確立した。尊師は〔須弥山の頂上か

ら〕帰ってこられ、香室の陰にある仏座に坐られた。それから尊師をヴィサーカーは礼拝

して「大徳よ、この慚と愧を破壊する飲酒はいったい何時生じたのでしょうか」と訊ねた。

尊師は彼女に過去のことを話された。（以下略）

［6］ヴィサーカーの孫娘と新参比丘の事件

　DhA.（vol.Ⅲ　 p.161,l.1~p.163,l.14）：hInaM dhamman ti imaM dhammadesanaM 

satthA jetavane viharanto aJJataraM daharabhikkhuM Arabbha kathesi. 

　　aJJataro kira thero daharabhikkhunA saddhiM pAto va visAkhAya gehaM agamAsi, 

visAkhAya ca gehe paJcasatAnaM bhikkhUnaM dhuvayAgu niccaM paJJattA hoti, 

thero tattha yAguM pivitvA daharaM nisIdApetvA sayaM aJJaM gehaM agamAsi.　

　　「卑しい法に〔従うべきではない〕」〔ではじまる〕この説法を、尊師は祇園に住して

おられた時に、ある新参の比丘に関して説かれた。

　　伝え聞くところでは、ある長老が新参の長老とともに、朝から、ヴィサーカーの家に行っ

た。ヴィサーカーの家には、500人の比丘たちのための常の粥が常に用意されていた。長
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老はそこで粥を飲んでから、新参の比丘を坐らせ〔彼をそこに残して〕自分は他の家に行っ

た。

　　 tena ca samayena visAkhAya puttassa dhItA ayyakAya ThAne ThatvA bhikkhUnaM 

veyyAvaccaM karoti. sA tassa daharassa udakaM parissAventI cATiyA attano 

mukhanimittaM disvA hasi, daharo pi taM oloketvA hasi. sA taM hasamAnaM disvA 

“chinnasIso hasatI” ti Aha. atha naM daharo “tvaM chinnasIsA, mAtApitaro pi te 

chinnasIsA” ti akkosi. sA rodamAnA mahAnase ayyakAya santikaM gantvA “kiM idan ti 

ammA” ti vutte tam atthaM Arocesi.　

　　その時、ヴィサーカーの息子の娘（孫）が祖母（ヴィサーカー）に代わって、比丘たち

のために奉仕していた（1）。彼女は、その新参の比丘のために水を漉しながら、水瓶の中

に自分の顔が映っているのを見て笑い、新参の比丘もそれを見て笑った。彼女は、彼が笑っ

ているのを見て、「生首が笑っている（2）」と言った。そこで、新参の比丘は彼女に「お

まえが生首だ。おまえの両親も生首だ」といって罵った。彼女は泣きながら、調理場にい

た祖母のところに行って、〔ヴィサーカーに〕「おまえ、いったいどうしたの？」と訊か

れて、その顛末を告げた。

（1）恐らく「孫娘の死」のところに登場する孫娘を意図しているであろう。

（2）孫娘は「坊主頭が笑った」ほどの言葉を述べたつもりだったのであろう。しかし

‘chinnakesa’（剃髪した者）を誤って‘chinnasIsa’（斬られた頭）と言った。それが罵

倒語に解されたものと思われる。ちなみに「断頭」（sIsacchinna）は波羅夷罪を意味する。

pArAjiko hotI ti: seyyathApi nAma puriso sIsacchinno......（Vinaya　vol.Ⅲ　　p.028;vol.Ⅳ　
　p.214）

　　 sA daharassa santikaM gantvA “bhante mA kujjhi, na etaM chinnakesanakhassa(1) 

[161] chinnanivAsanapApuranassa majjhe chinnakapAlaM AdAya bhikkhAya carantassa 

ayyassa atigarukan(2)” ti Aha. daharo “Ama upAsike tvaM mama chinnakesAdibhAvaM 

jAnAsi(3) imissA maM “chinnasIso” ti katvA akkosituM vaTTissatI” ti. visAkhA nF eva 
daharaM saJJApetuM asakkhi nApi dArikaM.　

（1）chinnakesanakhassa.底本の chinnasIsanakhassaを異読により訂正する。

（2）atigarukan.底本の atigarugAravanを異読により訂正する。

（3）底本は jAnAsiの後にtiを挿入するが、異読により削除する。

　　ヴィサーカーは、新参の比丘のところに行って「大徳よ、怒ってはなりません。〔孫娘

が言った〕このことは、髪と爪を切り、下衣と衣服を切り、真ん中で割れた鉢を持って、

乞食のために歩く聖者にとって、そんなに重罪ではないでしょう」と言った。新参の比丘

は「はいそうです、優婆夷よ。あなたは、私が髪などを切っていることをご存知だ。〔し

かし〕この娘は私のことを『生首』と呼んで罵ったことはよろしいのですか」と〔言った〕。

ヴィサーカーは、新参の比丘にも孫娘にも言い聞かせて〔なだめる〕ことができなかった。

　　 tasmiM khaNe thero AgantvA “kim idaM upAsike” ti pucchitvA tam atthaM sutvA 

daharaM ovadanto “apehi Avuso, nAyaM chinnakesanakhavatthassa(1) chinnakapAlaM 

AdAya bhikkhAya carantassa akkoso, tuNhI hohI” ti. “Ama bhante kiM tumhe attano 

upaTThAyikaM atajjetvA maM tajjetha, maM ‘chinnasIso’ ti akkosituM vaTTissatI” ti.　
（1）底本は chinnasIsanakhavatthassa とし、異読による支持も得られないが chinnakesa- 
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nakhavatthassaと訂正して読む。

　　ちょうどその時、長老がやって来て「優婆夷よ、これはどうしたことですか？」と訊ね

て、顛末を聞くと、新参の比丘を教誡しながら「友よ、立ち去りなさい。これは、髪と爪

と衣を切り、割れた鉢を持って、乞食のために歩く者にとって罵詈雑言ではない。沈黙し

なさい」と〔言った。すると新参の比丘は〕「そうですか、大徳よ。どうしてあなたはご

自分の侍者〔優婆夷〕（ヴィサーカーの孫娘）を叱責しないで、私を叱責するのですか。

私を『生首』と罵しることはよろしいのですか」と〔言った〕。

　　 tasmiM khaNe satthA AgantvA “kiM idan” ti pucchi. visAkhA Adito paTThAya taM 

pavattiM Arocesi. satthA tassa daharassa sotApattimaggassa upanissayaM disvA “mayA 

imaM daharaM anuvattituM vaTTatI” ti cintetvA visAkhaM Aha: “kiM pana visAkhe 

tAya dArikAya chinnakesAdimattakenF eva mama sAvake chinnasIse katvA akkosituM 

vaTTatI” ti.　
　　ちょうどその時、尊師が到来し「これは何事か」と訊ねた。ヴィサーカーは、はじめか

らの顛末を告げた。尊師はその新参の比丘に預流向の機根を見て、「〔今は〕私がこの新

参の比丘の機嫌をとるのがよい」と考えて、ヴィサーカーに「しかし、ヴィサーカーよ、

どうしてあなたの〔孫〕娘は、髪などを切っているだけのことで、私の弟子のことを『生

首』と罵しるのか」と言った。

　　 daharo tAvad eva(1) uTThAya aJjaliM paggahetvA “bhante etaM paJhaM tumhe 

suTThu jAnAtha, amhAkaM upajjhAyo ca mahAupAsikA ca suTThu na jAnantI” ti Aha. 
satthA daharassa attano anukUlabhAvaM JatvA “kAmaguNaM Arabbha hasanabhAvo 

nAma hIno dhammo, hInaJ ca nAma dhammaM sevetuM pamAdena ca saddhiM 

saMvasituM na vaTTatI” ti vatvA imaM gAtham Aha:

“hInaM dhammaM na seveyya, pamAdena na saMvase,

micchAdiTThiM na seveyya, na siyA lokavaddhano” ti.（Dh.　v.167）
　　（語釈略）

　 desanAvasAne so daharo sotApattiphale patiTThahi, sampattAnaM pi sAtthikA 

dhammadesanA ahosI ti.　
（1）daharo tAvad eva.底本は daharo ca tadF evaとするが異読によって訂正する。

　　新参の比丘はすぐに起って、合掌し、「大徳よ、あなた様はこの問い（私が問題にして

いること）をよくご存じです。私の和尚と大優婆夷はよく分かっていないのです」と言っ

た。尊師は新参の比丘が自分に随順であるのを知って、「〔５種の感官の対象〕に関して

笑うことは卑しい法である（1）。卑しい法に親しむこと、放逸とともに住することはよく

ない」と言ってこの偈を説かれた。

　　　「卑しい法に親しむなかれ。放逸とともに住するなかれ。邪見に親しむなかれ。世俗

的なことがらが増えてはならない。」

　説法の終わりにその新参の比丘は預流果に達した。居合わせた者たちにとっても有意義な

法の説示であった。

（1）ヴィサーカーの孫娘が笑ったことではなく、彼女が笑ったのを見て新参の比丘が笑ったこ

とを戒めていると思われる。
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［7］ヴィサーカーの孫娘の死

［7-1］DhA.（vol.Ⅲ　p.278,l.15~p.279,l.41）：pemato jAyatI ti imaM dhammadesanaM 

satthA jetavane viharanto visAkhaM upAsikaM Arabbha kathesi:

　 　 sA kira puttassa dhItaraM dattAnAmakumArikaM attano ThAne ThapetvA gehe 

bhikkhusaGghassa veyyAvaccaM kAresi. sA aparena samayena kAlaM akAsi. sA tassA 

sarIranikkhepaM kAretvA sokaM sandhAretuM asakkontI dukkhI dummanA satthu 

santikaM gantvA vanditvA ekamantaM nisIdi.　

　　「愛情から〔憂いが〕生じる」〔ではじまる〕この説法を、尊師は祇園に住しておられ

た時に、ヴィサーカー優婆夷に関して説かれた。

　　伝え聞くところでは、ヴィサーカーは息子の娘であるダッターという名の少女に（1）、

〔自分が留守の時などには〕自分の代わりに、家で比丘サンガに奉仕させていた。後に

ダッターが死んだ。ヴィサーカーはダッターの遺骸を葬らせてから、憂いにたえられず、

苦しみ悩み、尊師のもとへ行って礼拝し、一方に坐った。

（1）ここではヴィサーカーの孫の個人名として‘DattA’という名が挙げられているが、上記の

【2】-［5］UdAnaでは名が挙がらずに、ただ「孫〔娘〕」（nattA）としている。

　　atha naM satthA “kin nu kho tvaM visAkhe dukkhI dummanA assumukhA rudamAnA 

nisin[279]nA” ti Aha. sA tam atthaM ArocetvA “piyA me bhante kumArikA 

vattasampannA, idAni tathArUpaM(1) na passAmI” ti Aha. “kittakA pana visAkhe 

sAvatthiyaM manussA” ti. “bhante tumhehi yeva kathitaM sattajanakoTiyo” ti. “sace 
panAyaM ettako jano tava dattAya sadiso bhaveyya iccheyyAsi nan” ti.　

（1）底本は tathArupaMとするが訂正する。誤植であろう。

　　そこで尊師は彼女に「ヴィサーカーよ、いったいどうして、あなたは苦しみ悩み、顔を

涙で濡らして泣きながら坐っているのか？」と訊ねた。彼女は顛末を告げ、「大徳よ、

私が可愛がっていた〔孫〕娘が、お行儀の良い子であったのに、今はもう、それが見ら

れないのです」と言った。〔すると尊師は〕「ヴィサーカーよ、舎衛城にはどれほどの

人がいるか？」と〔訊ねた〕。〔ヴィサーカーが〕「大徳よ、〔以前に〕あなた様ご自

身が７億人いるとおっしゃいました」と〔答えると、尊師は〕「しかしもし、この〔舎

衛城に住む〕それだけの人々が〔皆〕あなたのダッターと同様であったら、あなたは皆

が欲しいですか？」と〔訊ねた〕。

　　“Ama bhante” ti. “kati pana janA sAvatthiyaM devasikaM kAlaM karontI” ti. “bahU 
bhante” ti. “nanu evaM sante tava asocanakAlo na bhaveyya, rattiMdivaM rodantI 

paridevantI yeva vicareyyAsI” ti. “hotu bhante JAtaM mayA” ti. atha naM satthA 

“tena hi mA soci, soko vA hi bhayaM vA pemato jAyatI” ti imaM gAtham Aha:

“pemato jAyatI soko pemato jAyatI bhayaM

pemato vippamuttassa nF atthi soko kuto bhayan” ti.（Dh.　v.213.）
　　（語釈略）

　　desanAvasAne bahU sotApattiphalAdIni pApuNiMsU ti.　

　　〔ヴィサーカーが〕「はい〔欲しいです〕、大徳よ」と〔返事をすると、尊師は〕「舎
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衛城では日にどれほどの人が死ぬだろうか？」と〔訊きかえした。ヴィサーカーは「大

勢です、大徳よ」と〔答えた。尊師は〕「そうであるならば、あなたに憂いのない時は

ないであろう。昼夜にただ泣き悲しみながら歩き回ることになろう」と〔説いた。そこ

でヴィサーカーは〕「確かにそうなります。大徳よ、私は〔今〕分かりました」と〔言っ

た〕。そこで、尊師は彼女に「そういうことなら悲しんではならない。なぜなら憂いあ

るいは恐れは愛情から生じるのだから」と言って、この偈を説いた。

　　愛情から憂いが生じ、愛情から恐れが生じる。

　　愛情から脱した人に憂いはない。何を恐れるだろうか。

　　説法の終わりに、大勢が預流果などに達した。

［7-2］UdAna-A.（p.427,l.9~p.428,l.14）：visAkhAya migAramAtuyA nattA kAlaGkatA 

hotI ti visAkhAya mahA-upAsikAya puttassa dhItA kumArikA kAlaGkatA hoti. sA kira 

vattasampannA sAsane abhippasannA mahA-upAsikAya gehaM paviTThAnaM 

bhikkhUnaM bhikkhunInaJ ca attanA kAtabba-veyyAvaccaM purebhattaM 

pacchAbhattaJ ca appamattA akAsi. attano pitAmahiyA(1) cittAnukUlaM paTipajji. tena 

visAkhA gehato bahi gacchantI sabbaM tassa yeva bhAraM katvA gacchati. rUpena ca 

dassanIyA pAsAdikA iti sA tassa visesato piyA manApA ahosi. sA rogAbhibhUtA kAlam 

akAsi. tena vuttaM tena kho pana samayena visAkhAya migAramAtuyA nattA 

kAlaGkatA hoti piyA manApA ti.　
（1）底本は pItAmahiyAとするが訂正する。誤植であろう。

　　「ヴィサーカー・ミガーラマーターの孫が亡くなった」とは、ヴィサーカー大優婆夷の

息子の娘である少女が亡くなったのである。伝え聞くところでは、彼女はお行儀がよく

て教えに浄信をもった子で、大優婆夷の家を訪問した諸比丘と諸比丘尼に対して、自ら

すすんで、なすべき務めを食前と食後に怠ることなく行った。自分の祖母の心に適うよ

うに行動した。それゆえヴィサーカーは、家から外へ出かける際に、全ての仕事を彼女

ひとりに任せて出かけた。しかも容姿端麗で心が清らかときて、彼女はヴィサーカーに

とってとりわけ可愛くてお気に入り〔の孫娘〕であった。彼女が病に打ち負かされて亡

くなった。それゆえ「その時、ヴィサーカー・ミガーラマーターの可愛いお気に入りの

孫娘が亡くなった」と言われる。

　 　 atha mahA-upAsikA tassA maraNena sokaM sandhAretuM asakkontI dukkhI 

dummanA sarIranikkhepaM kAretvA, “api nAma satthu santikaM gatakAle cittF 

assAdaM labheyyan” ti bhagavantaM upasaGkami. tena vuttaM atha kho visAkhA 

migAramAtA ti Adi. tattha divAdivassA ti, divasassA pi divA: majjhantike kAle ti attho. 

bhagavA visAkhAya vattAbhiratiM jAnanto upAyena soka-tanuka-karaNF atthaM 

“iccheyyAsi tvaM, visAkhe?” ti Adim Aha. tattha yAvatikA ti, yattakA. tadA kira 

satta-jana-koTiyo sAvatthiyaM paTi, vasanti. taM sandhAya bhagavA kIva bahukA 

pana, visAkhe, sAvatthiyA manussA devasikaM, divase divase, kAlaM karontI ti 

pucchi. visAkhA dasa pi bhante ti Adim Aha.　

　　そこで、大優婆夷は彼女の死による憂いにたえられず、苦しみ悩み、遺骸を葬らせてか
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ら「尊師のもとへ行けば心の充足感が得られるかしら」と〔考え〕、世尊に近づいた。

それゆえ、「その時、ヴィサーカー・ミガーラマーターは〔衣服を濡らし、髪を濡らし

て、真昼に、世尊のもとに近づいた〕」と言われる。そこで「真昼に」とは「日中も日

中」、つまり「正午に」という意味である。世尊はヴィサーカーが努めを好むことを知

りつつ、方便によって憂いをうすめるために「ヴィサーカーよ、あなたは〔舎衛城の人

口と同じ数ほどの子や孫を〕望むか」と言われた。そこにおいて‘yAvatikA’（同じ数ほ

どの）とは‘yattakA’と同じである。伝えるところではその当時、７億の人々が舎衛城

に住んでいた。そういうわけで世尊は「ヴィサーカーよ、毎日──日に日に──どれほ

ど多くの舎衛城の人々が亡くなるであろうか」と尋ね、ヴィサーカーは「10人の〔舎衛

城の人々がいっぺんに亡くなることもあります〕」と言った。

　　 tattha tINI ti tayo. ayam eva vA pATho. avivittA ti, asuJJA. [428] atha bhagavA 

attano adhippAyaM pakAsento, api nu tvaM kadAci karahaci anallavatthA vA 

bhaveyyAsi anallakesA vA ti Aha. “nanu evaM sante tassA sabbakAlaM sokAbhibhUtAya 

matAnaM puttAdInaM amaGgalUpacAravasena udakorohaNena allavatthAya allakesAya 

eva bhavitabban” ti dasseti. taM sutvA upAsikA saMvegajAtA “no hF etaM, bhante” ti, 
paTikkhipitvA piyavatthuM vippaTisArato attano cittassa nivattabhAvaM satthu 

ArocentI “alaM me, bhante, tAva sambahulehi puttehi nattArehi” ti Aha. athF assa 

bhagavA ‘dukkhaM nAmF etaM piyavatthunimittaM, yattakAni piyavatthUni tattakAni 

dukkhAni: tasmA sukhakAmena dukkhapaTikkUlena sabbato piyavatthuto cittaM 

vivecetaban’ ti dhammaM desento, yesaM kho, visAkhe, sataM piyAni, sataM tesaM 

dukkhAnI ti-Adim Aha.　

　　その箇所で‘tINi’は‘tayo’と同じである。「間隙なく」というのは「空きなく」の

意である。それから世尊はご自身の意図を明かしつつ「あなたが衣を濡らさない、また

は、髪を濡らさない時・場所があるだろうか」と言われた。〔これは〕「実にそのよう

であるなら、彼女はいつも憂いにうちひしがれて、死んだ子供らなどの不吉との接触故

に、沐浴によって衣を濡らし、または、髪を濡らしている結果になろう」ということを

示す。それを聞いて、優婆夷は厭離心を起こし、「けっしてそれはありません」と〔言っ

て〕愛しいものを拒絶して、自身の心が追悔よりもとに戻ったことを尊師に告げて、

「大徳よ、それほど多くの子も孫も私はけっこうです」と言った。そこで彼女に世尊は

「この苦というものは愛するものを因とする。愛するものの数だけ、苦もある。それゆ

え、楽を欲し、苦を厭う者はすべての愛しいものから心を遠離させるべきである」と法

を説示しつつ、「ヴィサーカーよ、100の愛しいものがあれば100の苦がある云々」と

言われた。（以下省略）

［8］ヴィサーカーの子と孫の人数＊

　　　＊【3】の［3］、【5】の［19］参照

［8-1］SamantapAsAdikA（vol.Ⅲ　p.631,ll.11~15）：bahu dhItaro ca puttA ca assA Fti 

bahuputtA. tassA kira dasa puttA dasa dhItaro ahesuM, bahu nattAro assA Fti 
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bahunattA. yathF eva hi tassA, evam assA puttadhItAnam pi vIsati vIsati dArakA 

ahesuM, iti sA vIsuttaracatusataputtanattaparivArA ahosi.　

　　〔ヴィサーカーは〕、彼女に多くの娘と息子があったが故に「多くの子をもつ者」と

〔言われ〕、伝えられるところによれば、彼女には10人の息子と10人の娘がいたそう

だ。彼女には多くの孫があったが故に「多くの孫をもつ者」と〔言われ〕、なぜなら彼

女に〔20人の子供がいたように〕、そのように彼女の息子と娘たちにも20人ずつの子供

がいた。このようにしてヴィサーカーは420人の子供と孫に囲まれていた（1）。

（1）子供が 20人、孫が 400 人である。

［8-2］『善見律毘婆沙』（大正24　p.770下）：次に二不定法に至る。……多子というは、

此の優婆夷は児を生むこと十男十女有り、是を多子と名づく。多孫というは、此の優婆

夷の男女児に各二十児有り、児孫合わせて四百二十人なり。国中の人民は毘舎　母の児

孫男女の多き此の如きを見、皆共に評論して言わく、「其れは是れ好し」と。

［9］ヴィサーカーの８願＊

　　＊これについては【1】の［7］参照

［9-1］ JAtaka-A. 489 Suruci-j.（vol.Ⅳ　  p.314,l.27~ p.315,l.22）：mahesi rucino 

bhariyA ti. idaM s[atthA] sAvatthiM upanissAya migAramAtu pAsAde viharanto 

visAkhAya mahA-upAsikAya laddhe aTTha vare A[rabbha] k[athesi]. sA hi ekadivasaM 

jetavane dhammakathaM sutvA bhagavantaM saddhiM bhikkhusaGghena svAtanAya 

nimantetvA pakkAmi. tassA pana rattiyA accayena cAtuddIpako mahAmegho [315] 

vassi. bhagavA bhikkhU AmantetvA “yathA bhikkhave jetavane vassati evaM catUsu 

dIpesu vassati, ovassApetha bhikkhave kAyaM, ayaM pacchimako(1) cAtuddIpako 

mahAmegho” ti vatvA ovassApitakAyehi bhikkhUhi saddhiM iddhibalena jetavane 

antarahito visAkhAya koTThake pAtur ahosi.　
（1）底本は pacchimakoの後にmeを挿入するが、異読により削除する。

　　「大仙よ、〔私は〕スルチ王の妻である」と〔はじまる〕、この〔ジャータカ〕を尊師

は舎衛城の鹿子母の講堂におられた時にヴィサーカー大優婆夷に許された８つの願いに

関して説かれた。彼女はある日、祇園において説法を聞くと、比丘サンガとともに世尊

を翌日の〔食事に〕招いてから去った。その夜が過ぎて四洲〔を覆う〕大雲が雨を降ら

せた。世尊は諸比丘に呼びかけられた。「比丘らよ、祇園に雨が降っているように、こ

のように四洲〔全体〕に雨が降っている。比丘らよ、身に雨を浴びなさい。これは最後

の四洲を覆う大雲である」と言って、身に雨を浴びた諸比丘とともに神通力によって祇

園から消えて、ヴィサーカーの門屋に出現された。

　　upAsikA “acchariyaM vata bho, abbhutaM vata bho, t[athAgat]assa mahiddhikatA 

mahAnubhAvatA yatra hi nAma jaNNukamattakesu pi oghesu vattamAnesu 

kaTimattesu pi oghesu vattamAnesu na hi nAma ekabhikkhussa pi pAdA vA cIvarAni 

vA allAni bhavissantI” ti haTThA udaggA buddhapamukhaM bhikkhusaGghaM 

parivisitvA katabhattakiccaM bhagavantaM etad avoca: “addhAhaM bhante 

bhagavantaM varAni yAcAmI” ti.　
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　　ヴィサーカー優婆夷は「実に希有なことです。実に未曾有のことです。如来に大神通が

あり、大威力があることは。なぜなら膝まで達する洪水が起きようとも、腰まで達する

洪水が起きようとも、実に一人として比丘が足あるいは衣を濡らさないのですから！」

と言って、鳥肌をたてて大喜びし、仏陀を上首とする比丘サンガに、食を給仕し、食事

を終えた世尊に「大徳よ、私はどうしても世尊に願いを叶えていただきたいのです」と

言った。

　 　 “atikkantavarA kho visAkhe tathAgatA” ti. “yAni ca bhante kappanti yAni ca 

anavajjAnI” ti. “vadehi visAkhe” ti. “icchAmF ahaM bhante bhikkhusaMghassa 

yAvajIvaM vassikasATikaM dAtuM AgantukabhattaM dAtuM gamikabhattaM dAtuM 

gilAnabhattaM dAtuM gilAnupaTThAkabhattaM dAtuM gilAnabhesajjaM dAtuM 

dhuvayAguM dAtuM bhikkhunisaMghassa yAvajIvaM udakasATikaM dAtun” ti.　
　　〔世尊は〕「ヴィサーカーよ、実に諸々の如来は願い事を超越しているのだ」と〔答え

られた。ヴィサーカーが〕「大徳よ、適切で、罪のない〔８願〕です」と〔申し上げる

と、世尊は〕「言いなさい、ヴィサーカーよ」と〔言われた〕。〔ヴィサーカーは〕

① ② ③「大徳よ、私は生涯、サンガに　雨浴衣を施し、　客比丘用の施食を施し、　遊行に出

④ ⑤る比丘のための施食を施し、　病比丘用の施食を施し、　病比丘を看病する比丘のため

⑥ ⑦ ⑧の施食を施し、　病薬を施し、　常の粥を施し、　比丘尼サンガに水浴衣を施したいの

です」〔と言った〕。

　　 s[atthA] “kaM pana tvaM visAkhe atthavasaM sampassamAnA t[athAgat]aM aTTha 

varAni yAcasI” ti pucchitvA tAya varAnisaMse kathite “sAdhu sAdhu visAkhe, sAdhu 
kho tvaM visAkhe imaM AnisaMsaM sampassamAnA t[athAgat]aM aTTha varAni yAcasI” 
ti vatvA “anujAnAmi visAkhe aTTha varAnI” ti aTTha vare datvA anumodanaM katvA 

pakkAmi.

　　尊師は「ヴィサーカーよ、あなたはいかなる理由を見て、如来に８つの願いを請うのか」

と訊ね、彼女が願いの利益を語ると、「善いかな、善いかな、ヴィサーカーよ。あなた

がこの利益を見て、如来に８つの願いを請うのは善いことだ」と言われ、「ヴィサーカー

よ、私はあなたに８つの願いを許す」と〔言って〕、８つの願いを許されて随喜して去っ

た。

［9-2］SamantapAsAdikA（vol.Ⅵ　  p.1268,ll.12~16）： aparAni pi cIvarakkhandhake 

visAkhAya varaM yAcitvA dinnAni AgantukabhattaM gamiyabhattaM gilAnabhattaM 

gilAnupaTThAkabhattan ti cattAri bhattAni pALiyaM AgatAni yeva. tattha AgantukAnaM 

dinnaM bhattaM AgantukabhattaM. 

　　（『律蔵』「臥坐具　度」において釈尊が別請食・請食・行籌食・15日食・布薩食・

月初日食を許された記事（1）への註釈で）他にも許された食として「衣　度」においてヴィ

サーカーが願を請うて許された、客比丘用の施食、遊行に出る比丘のための施食、病比

丘用の施食、病比丘を看病する比丘のための施食という四食が聖典に伝わる。そこで客

比丘に与えられる食が「客比丘用の施食」である。（以下同様に定義される）

（1）Vinaya SenAsanakkhandhaka　vol.Ⅱ　　p.175
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［9-3］SamantapAsAdikA（vol.Ⅶ　p.1344,ll.21~22）：dasa varAni yAciMsU ti visAkhA 

aTTha, suddhodanamahArAjA ekaM, jIvako ekaM.　

　（『律蔵』「附随」の中の「10法」（1）の註釈に）「10願を請うた」〔の内訳〕は、

ヴィサーカーの８願、浄飯王の１願、ジーヴァカの１願である。

（1）Vinaya ParivAra, Dasaka　vol.V　p.139

［10］その他（ヴィサーカーが言及されるにとどまるもの）

［10-1］ヴィサーカーは120歳まで生きた。

　DN.-A.（vol.Ⅱ　p.413,ll.10~20）：appan vA bhiyyo ti vassa-satato vA upari appan, 

aJJaM vassa-sataM appatvA vIsati vA tiMsaM vA cattALIsaM vA paNNAsaM vA saTThiM 

vA vassAni jIvati. evaM dIghF Ayuko pana atidullabho, asuko kira evaM ciraM jIvatI ti 

tattha tattha gantvA daTThabbo hoti; tattha visAkhA upAsikA vIsaM-vassa-sataM jIvi, 

tatha pokkharasAdi brAhmaNo brahmAyu brAhmaNo selo brAhmaNo bAvari brAhmaNo, 

Anandatthero, mahAkassapatthero, anuruddhatthero pana vassa-sataJ cF eva paNNAsaJ 

ca vassAni, bakkulatthero vassasataJ cF eva saTThiJ ca vassAni; ayaM 

sabba-dIghAyuko, so pi dve vassa-satAni na jIvi.　

　　「〔釈尊の寿命は他の諸仏に比して短い。長く生きても 100年〕あるいはそれよりわ

ずかに長い」とは、100年から少し長くとも、次の100年には（200歳には）至らず、

〔100年を過ぎること〕20年か30年か40年か 50年か60年生きるという意である。し

かしこのような長寿者ははなはだ得難く、「だれそれがこのように長く生きているそう

だ」と〔聞くことがあったら〕そこかしこへ行って見るとよい。そこでヴィサーカー優

婆夷は120歳、ポッカラサーディ婆羅門、ブラフマーユ婆羅門、セーラ婆羅門、バーヴァ

リ婆羅門、阿難長老、大迦葉長老も同様に〔120歳〕、アヌルッダ長老は150歳、バッ

クラ長老は160歳まで生きた。これ（バックラ）が最長寿であるが、彼も200歳までは

生きなかった。

［10-2］ヴィサーカーはアカニッタ天に生まれて後、般涅槃する。

　DN.-A.（vol.Ⅲ　 p.739,l.34~p.740,l.10）： so nivAso bhavissatI ti ye te AyunA ca 

paJJAya ca akaniTThA jeTThakA sabba-devehi paNItatarA devA avasAne me so nivAso 

[740] bhavissati. ayaM kira tato sakkattabhAvato cuto tasmiM attabhAve 

anAgAmi-maggassa paTiladdhattA uddhaM-soto akaniTTha-gAmI hutvA avihF AdIsu 

nibbattento avasAne akaniTThesu nibbattissati. taM sandhAya evam Aha. esa kira 

avihesu kappasahassaM vasati, atappesu dve kappasahassAni sudassesu(1) cattAri 

sudassIsu aTTha akaniTThesu soLasA ti. ekatiMsa-kappa-sahassAni brahma-AyuM 

anubhavissati. sakko devarAjA anAthapiNDiko gahapati visAkhA mahA-upAsikA ti: tayo 

pi hi ime ekAppamANa-AyukA evaM vaTTAbhiratasattA(2) nAma etehi sadisA 

sukha-bhAgino nAma nF atthi.　
（1）sudassesu.底本は sudassanesuとするが、異読によって訂正する。

（2）vaTTAbhiratasattA. 底本は vaTTAbhivata sattAとするが、ビルマ版によって訂正する。

　　（DN. 021 SakkapaJha-s.　vol.Ⅱ　　p.263の註。帝釈天が述べる、世尊から法を聞い
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て得る６つの利益 atthavasaの第５として）「〔より勝れた神々は名声あるアカニッタ天

であり、最後の転生において〕そこが住処になるでしょう」とは、寿命と智慧との点で

アカニッタ（非年少の意がある）、すなわち最年長であり、すべての神々より勝れた神々

〔の住む天界〕が、最後に私（帝釈天）の住処になるであろうという意味である。伝え

聞くところでは帝釈天の状態から死没してその身体（生涯）において不還道を獲得した

故に上流のアカニッタ天に行く者となり、無煩天などに生じ、最後にアカニッタ天に生

まれるであろう。これに関して以下のように言う。伝え聞くところでは、彼（帝釈天）

は無煩天に千劫の間住し、無熱天に２千劫、善見天に４千劫、善現天に８〔千劫〕、ア

カニッタ天に１万６千〔劫の間住して、合計で〕３万１千劫の間、梵天の寿命を享受す

る。帝釈天、給孤独長者、ヴィサーカー大優婆夷というこれら３人は同一の寿命を有し、

輪転を好む衆生でこれら３人と同様に楽を享受するものは〔他に〕いない。

［10-3］ヴィサーカーはアカニッタ天に生まれて後、般涅槃する。

　 SN.-A. （ vol. Ⅲ　  p.239,ll.10 ~ 16 ） ： ekacco hi sotApanno vaTTF ajjhAsayo hoti, 

vaTTAbhirato punappunaM vaTTasmiM yeva vicarati, sandissati; anAthapiNDika-seTThi, 

visAkhA upAsikA, cULaratha-mahArathA devaputtA, anekavaNNa-devaputto, sakko 

devarAjA, nAgadatto devaputto ti, ime hi ettakA janA vaTTF ajjhAsayA vaTTAbhiratA 

Adito paTThAya cha devaloke sodhetvA, akaniTThe ThatvA, parinibbAyissanti. ……

　　実に、ある一類の預流者は輪転を意楽する。輪転を好んで幾度も輪転をさまよっている。

給孤独長者、ヴィサーカー優婆夷、小車天子と大車天子、アネーカヴァンナ天子、帝釈

天、ナーガダッタ天子といったこれらの人々は輪転を意楽し、輪転を好み、最初から６

つの天界を求めて、アカニッタ天にあって般涅槃するであろう（1）。

（1）これは預流者の分類である一種（ekabIjin 一間とも）、家家（kolaMkola）、極七返

（sattakkhattuparama）の中、例外として挙げられている。極七返・家家は天界と人間界

を行き来し、一種は人間界のみであるが、上記のケースでは天界だけを輪廻しているため

に除外される。浪花宣明『サーラサンガハの研究』平楽寺書店、1998 年、p.233

［10-4］ヴィサーカーはアカニッタ天に生まれて後、般涅槃する。

　PuggalapaJJatti-A.　（p.197,ll.7~14）：［10-3］に同じ。
［10-5］父から500台の車を得る

　AN.-A.（vol.Ⅲ　p.243,ll.9~12）：jambudIpatalasmiM hi tisso va kumAriyo pitunnaM 

santikA paJca rathasatAni labhiMsu: bimbisAraraJJo dhItA cundI rAjakaJJA, 

dhanaJjayaseTThissa dhItA visAkhA, ayaM sumanA rAjakaJJA ti.　

　　（パセーナディ王の妹スマナー王女の伝記において）なんとなればジャンブ洲において

３人の王女が父のもとで500台の車を得た。ビンビサーラ王の娘チュンディー、ダナン

ジャヤ長者の娘ヴィサーカー、そしてこのスマナー王女である。

［10-6］釈尊を引き返させることができなかった

　AN.-A.（vol.Ⅳ　p.034,ll.9~14）：satthA kira vutthavasso pavAretvA dve aggasAvake 

ohAya “dakkhiNAgiriM cArikaM gamissAmI” ti nikkhami. rAjA pasenadi-kosalo 

anAthapiNDiko gahapati visAkhA mahA-upAsikA aJJe ca bahujanA dasabalaM 

nivattetuM nAsakkhiMsu. anAthapiNDiko gahapati “satthAraM nivattetuM nAsakkhin” 
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ti raho cintayamAno nisIdi.　

　　（AN. 007-005-050vol.Ⅳ　　p.063の註。「舎利弗と目連が大比丘衆と共にダッキナー
ギリを遊行した」ことについてそこまでの因縁を説明して）伝え聞くところでは、尊師

は雨安居を過ごし終えて自恣を行い、二大声聞を残してダッキナーギリに遊行に行こう

と出発した。パセーナディ王、給孤独長者、ヴィサーカー大優婆夷、それから他の大勢

の人々は十力者を引き返させることができなかった。給孤独長者は「尊師を引き返させ

ることはできない」と心中に考えながら、坐っていた。（そこにプンナーPuNNAという

下女が給孤独から事情を聞き、自分が釈尊を引き返させると言う。給孤独はそれが適う

ならプンナーを奴隷から解放する約束をする。プンナーは三宝に帰依して五戒を守るこ

とと引き換えに釈尊を引き返させることに成功する。釈尊の説法の後、プンナーは出家

する。釈尊は「私は一度そこへ向けて遊行に出発したところに再び赴かない」という理

由で、舎利弗と目連に比丘衆を連れてダッキナーギリへ遊行することを命じる。）

［10-7］スジャーターはヴィサーカーの妹

　　AN.-A.（vol.Ⅳ　p.046,l.11）：sujAtA ti visAkhAya kaniTThA.　

　　〔給孤独の息子の嫁の〕スジャーターはヴィサーカーの妹である（1）。

（1）釈尊が給孤独の息子の嫁のスジャータ－に７種の嫁を説く経（AN. 007-006-059　vol.Ⅳ　
　p.091）の註。

［10-8］スジャーターはヴィサーカーの妹

　JAtaka-A. 269 SujAtajAtaka（vol.Ⅱ　p.347,ll.5~7）：na hi vaNNena sampannA ti. 
idaM satthA jetavane viharanto anAthapiNDikassa suNisaM dhanaJjayaseTThidhItaraM 

visAkhAya kaniTThabhaginiM sujAtaM  Arabbha kathesi.　

　　「美貌を具えていようとも……〔愛らしく〕ない」と始まるこの〔ジャータカ〕を尊師

は祇園に住している時に、給孤独の〔息子の〕嫁となった、ダナンジャヤ長者の娘であ

るヴィサーカーの妹、スジャーターに関して語られた。　

［10-9］東園鹿子母講堂での雨安居は６回、日に２回如来に仕えるために出かけていく

　DhA.（vol.Ⅰ　 p.004,l.7~p.005,l.5）： tasmiM samaye satthA pavattavaradhamma- 

cakko anupubbena gantvA anAthapiNDikena mahAseTThinA catupaNNAsakoTidhanaM 

vissajjetvA kArite jetavanamahAvihAre viharati mahAjanAM saggamagge ca 

mokkhamagge ca patiTThApayamAno. tathAgato hi mAtipakkhato asItiyA pitipakkhato 

asItiyA ti dve-asItiJAtikulasahassehi kArite vihAre ekam eva vassAvAsaM vasi. 

anAthapiNDikena kArite jetavanamahAvihAre ekUnavIsati, visAkhAya sattavIsati- 

koTidhanapariccAgena kArite pubbArAme cha vassAvAse ti dvinnaM kulAnaM 

guNamahantataM paTicca sAvatthiM nissAya paJcavIsati vassAvAse vasi.　

　　（Dhammapadaの第１偈manopubbaGgamA dhammA......の注釈として語られるチャッ

クパーラ長老 CakkhupAla長老の物語中の記事に）その時、最上の法輪を転ぜられた師は

次第に遊行して、給孤独大長者が５億４千万の財を出費して建立した祇園大精舎に、大

衆を天界への道と解脱への道に確立させつつ住された。何故なら如来は母方の８万人と

父方の８万人の合計16万人の親族によって建立された精舎（ニグローダ精舎）で１回だ

け雨安居された。給孤独によって建立された祇園大精舎で19回、ヴィサーカーが２億７
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千万の財を出費して建立した東園で６回の雨安居を〔過ごされた〕。２つの良家の功徳

の偉大さ故に舎衛城で25回の雨安居を過ごされた。

　 　 anAthapiNDiko Fpi visAkhA Fpi mahA-upAsikA nibaddhaM divasassa dve vAre 

tathAgatassa upaTThAnaM gacchanti, gacchantA ca ‘daharasAmaNerA no hatthe 

olokessantI’ ti tucchahatthA nAma na gatapubbA, purebhattaM gacchantA [5] 

khAdaniyAdIni gAhApetvA gacchanti, pacchAbhattaM paJcabhesajjAni aTTha ca pAnAni. 

nivesanesu pana tesaM dvinnaM bhikkhusahassAnaM niccapaJJattAnF evAsanAni honti. 

annapAnabhesajjesu yo yaM icchati tassa taM yathF icchitam eva sampajjati. 　

　　給孤独もヴィサーカー大優婆夷も常に日に２回如来に仕えるために出かけていった。行っ

て「若い沙弥たちが私たちの手を〔今日は何を持ってきてくれただろうといって〕見つ

めるだろう」と、空手で行ったことはかつてなく、食前に行って［5］硬食を与え、食後

には５種の薬と８種の飲み物を〔与えた〕。また彼らの家には比丘２千人のために常に

席が設けられており、食物・飲物・薬の中、まさに望んだものが望むままに得られた。

［10-10］メンダカ長者の孫、ダナンジャヤ長者の娘

　 DhA. （ vol. Ⅲ　  p.363,ll.16 ~ 21 ） ： satthA kira aGguttarApesu cArikaM caranto 

meNDakaseTThino ca bhariyAya cF assa candapadumAya puttassa ca 

dhanaJjayaseTThino suNisAya ca sumanadeviyA nattAya cF assa visAkhAya dAsassa ca 

puNNassA ti imesaM sotApattiphalUpanissayaM disvA bhaddiyanagaraM gantvA 

jAtiyAvane vihAsi.　

　　（ヴィサーカーの祖父メンダカ長者の物語の冒頭）伝え聞くところでは、尊師はアングッ

タラーパを遊行して、メンダカ長者とその妻チャンダパドゥマー、メンダカの息子ダナ

ンジャヤ長者、その嫁スマナデーヴィー、メンダカの孫ヴィサーカー、メンダカの下男

プンナというこれらの者たちに預流果の機根を見て、バッディヤナガラに赴き、ジャー

ティヤー林に住された。

［10-11］ミガジャーラ長老の母

　 TheragAthA-A. （ vol. Ⅱ　  p.177,ll.4 ~ 5 ） ： imasmiM buddhFuppAde sAvatthiyaM 

visAkhAya mahA-upAsikAya putto hutvA nibbatti. migajAlo ti Fssa nAmaM ahosi.　

　　この〔我らが〕仏陀の御世に舎衛城のヴィサーカー大優婆夷の息子として生まれ、「ミ

ガジャーラ」と名づけられた（1）。

（1）ミガジャーラの詩（TheragAthA　vs.417-422）の註。ミガジャーラ（MigajAla）は他に

SN.035-063（vol.IVp.035）、『雑阿含経』309（大正 02　p.088 下）、SN.035-064
（vol.IVp.037）、『雑阿含経』310（大正 02　p.089 上）において釈尊から説法を受け

る記事がある。ただしパーリは舎衛城を説処とするが、『雑阿含経』はチャンパー国・ガッ

ガラー蓮池岸（瞻婆国　伽池側）とする。

［10-12］ヴィサーカーの前生

　　JAtaka-A. 547 Vessantara-j.（vol.Ⅵ　p.481）：(1)kikirAjApi aJJA satta dhItaro labhi. 
tAsaM nAmAni:

samaNI samaNaguttA ca, bhikkhunI bhikkhadAyikA;

dhammA cF eva sudhammA ca, saGghadAsA ca sattamI ti.
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　　tA imasmiM buddhuppAde:

khemA uppalavaNNA ca, paTAcArA ca gotamI;

dhammadinnA mahAmAyA, visAkhA cA pi sattamI ti.　
（1）PTS の版は他の類似の伝承と著しく異なっているため、ここではビルマ版を挙げる。

　　キキ王はまた他に７人の娘を得た。彼女らの名は

　「サマニー、サマナグッター、ビックニー、ビッカダーイカー、ダンマー、スダンマー、

第７がサンガダーイカー。」

　　彼女らが今の仏の御世には、

　「ケーマー、ウッパラヴァンナー、パターチャーラー、〔キサー〕ゴータミー、ダンマディ

ンナー、マハーマーヤー、そしてヴィサーカーが第７」（1）。

（1）ApadAna のものは【2】-［7］参照。また【5】-［22］に AN.-A.の伝承を挙げる。
ApadAna、TherIgAthA-A.のものと、AN.-A.のものでは、この JAtaka-A.のものは AN.-A.に
近い。大きな違いはバッダー・クンダラケーサー（BhaddA-KuNDalakesA）とマハーマーヤー

との交代である。DhA.にはこの偈はないが、【5】-［22］に散文でサンガダーシー（＝サ
ンガダーイカー）のことが語られている。

［11］ヴィサーカーの布施

［11-1］雨浴衣を布施する＊

　　　＊雨浴衣の布施については【1】の［7］参照

　 SamantapAsAdikA（ vol.Ⅲ　  p.719,ll.26~ 28）： tattha vassikasATikA anuJJAtA ti 

cIvarakkhan- dhake visAkhAvatthusmiM anuJJAtA.　

　　そこで「雨浴衣が許された」とは〔律蔵の〕「衣　度」の「ヴィサーカー事」において

許されたのである。

［11-2］雨浴衣を布施する

　 SamantapAsAdikA（vol.Ⅳ　  p.885,ll.1~3）： vassikasATikA anuJJAtA hotI ti kattha 

anuJJAtA? cIvarakkhandhake visAkhAvatthusmiM. vuttam hi tattha “anujAnAmi, 

bhikkhave, vassikasATikan” ti.　
　　「雨浴衣が許されていた」とはどこで許されたのか。「衣　度」の「ヴィサーカー事」

においてである。なぜならそこで「比丘らよ、私は雨浴衣を許す」と言われているからで

ある。

［11-3］雨浴衣を布施する

　『善見律毘婆沙』（大正 24　p.778下）：舎衛国にて仏が雨浴衣を聴すは、騫陀迦に於

て毘舎　母に因るが故に雨衣を受くるを聴す。

［11-4］世尊、毘舎　母の請を受く

　『善見律毘婆沙』（大正 24　p.783下）：世尊は其の心を安慰し，即ち少許の白畳を周

羅般陀に与え、汝此の畳を捉え日に向いて曝し、当に是の念を作して言うべし、「垢を取

れ、垢を取れ」と。仏は教え已りて聚落に入り、毘舎　母の請を受く。

［11-5］佛及び僧に設食を請い、兼ねて菓を與えんと欲す＊

　　　＊【3】の［13］参照
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　『毘尼母経』（大正 24　p.817上~中）：爾の時世尊は蜜蜂林中に遊ぶ。……又一時に

毘舍　鹿母は外に大に菓を得來る。此の菓は甜美なるも敢えて自ら食さず、即ち佛及び僧

に設食を請い、兼ねて菓を與えて佛及び僧を供養せんと欲す。佛と衆僧は食し已りて起ち

去る。毘舍　鹿母は事多く忽ち務を忘れ菓を行ぜず。去りて後乃ち憶い、内に自ら思惟す、

「本所、佛及び僧に請うを以て、此の菓有るに縁て供養に用いんと欲す。云何が忘れ去る

や」と。即ち人を遣わし、菓を擔い、佛及び僧に詣る。僧は心中に疑を生じ、敢て輒ち受

けず。即便ち佛に白す。佛言わく、「當に殘食法を作し之を食せば咎無し」と。

［11-6］佛及び五百阿羅漢を別請する

　『鼻奈耶』（大正 24　p.884上~中）：時に如来及び比丘僧は三昧に入りて、阿耨達宮

より没して、還りて祇　に至れり。時に毘舍　無夷羅母は、「佛及び五百阿羅漢が失梨崛

の請を受け、阿耨達に詣りて食し廣く阿耨達經を説き、今舍衞に来る」と聞き、我れ当に

佛及び五百阿羅漢を別請せんと、即ち如來の所に往詣し、頭面體足して一面に在りて住す。

世尊広く毘舍　の為に法を説く。法を説き已り、毘舍　即ち長跪して佛及び五百阿羅漢を

請じ、世尊默然としてこれを可す。毘舍　は頭面禮足して去り、即夜に饌具好食を　じ好

坐具を敷き、重ねて門戸を開き、手に香爐をささげ、叉手し禮して言わく、「飮食已に　

ず、今正に是れ時なり」。

　　諸比丘は往き、或は地より踊出し、或は壁より入り、或は空より下る。唯だ如來のみ住

し、別に佛の食を留む。毘舍　は比丘の坐定まるを見、自手にて水を行じ、種種の食を布

く。食已に竟り復た澡水を行じ、前に在りて長跪し呪願を受く。上坐は呪願し已りて去る。

阿難來りて佛の食を取る。世尊は知りて阿難に問う、「幾比丘有りて毘舍　舍に在り食す

るや」。阿難は佛に白す、「前に阿耨達宮に至り食する所、五百阿羅漢盡く彼の食に在り」。

世尊は告げて曰わく、「云何が阿難、頗に一比丘有り、比丘僧中において唱え行ぜしむや

不や」。「不なり、世尊」。世尊告げて曰わく、「此の毘舍　が一福を獲ざるを愍む。云

何が一比丘彼阿難に食せざる、毘舍　母は一比丘僧に食せば大福を得、大果報を獲るに」。

世尊告げて曰わく、「若し比丘衆中に私を唱せずして會を去るは、犯すは墮なり、有れば

應に得て去るべし。若しは道路行、若しは乘　、若しは大節會、若しは沙門普會、此れ應

に去るべし」。

［11-7］梵志の悪計に欺かれず施食する

　『義足経』「須陀利経第三」（大正 04　pp.176中~177上）：佛は舍衞國祇樹給孤獨園

に在り。國王大臣及び理家の爲に待敬する所、事遇懈らず。飯食、衣被、臥床、疾藥、當

に得べき所を供す。是の時梵志は自ら其の講堂に坐し共に議して言わく、「我ら、本と國

王大臣人民理家の爲に侍遇する所、今棄てて復た用いず。悉く反いて沙門瞿曇及び諸弟子

に事す。今我ら、當に共に方便を作し之を敗るべし」。便ち共に議す、「今但だ當に我ら

部伍中に最端正の好女を求め共に之を殺し、其の死屍を以て祇樹の間に埋めるべし。爾ら

ばすなわち沙門瞿曇及び諸弟子を毀傷し、惡名を遠く聞こえしめ、待遇者は遠離して復た

之を敬せず。學者悉く復た衣食を得ず。皆當に來り我らに事す。我ら便ち當に世尊の爲に

瞿曇を壞し世に能く我らに勝る者無かるべし」。即ち共に行き好首に謂て言わく、「汝は

寧ろ我らが今棄てて復た用うるを見ず、反て沙門瞿曇を以て師と爲すと知れ」。……小女
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即ち教えを承け、数数に沙門の所を往来し衆人に女の是の如きを知らしめ、便ち女を取り

殺して祇樹間に埋著す。……便ち死屍を掘出し、床上に著し共に舎衛四道を持し、悉く里

巷を遍り怨言を称す。……

　　仏は比丘に告ぐ、「我れ是の妄謗を被るは七日を過ぎず」と。是の時清信女有り、字は

惟閻、城中に於て比丘の食を求め悉く空にて還るを聞き、甚だ佛及び比丘僧を鄙念し、便

ち疾に行きて祇樹に到り、佛所に至り頭面作禮し佛を繞りて一邊に坐す。佛は爲に廣く經

法を説く。惟閻は經を聞き竟り起ちて叉手して佛に白して言わく、「願くは尊及び比丘僧、

我が家より七日飯されよ」。……七日に至り、仏は阿難に告ぐ、「汝、衆比丘と城に入り、

悉く里巷四街道に於て偈を説いて言え」。……阿難即ち教えを受け倶に入城し里巷四街道

に於て、佛の所言の如く説く。即時に舍衞人民及び諸里家は皆な意言を生ず、「釋家子に

實に惡無し、學は釋家に在り、終に邪行有らず」。

［12］優婆夷の代表として言及されるもの

［12-1］我は齊しく貞婦毘舍　の爲に説くのみならず、亦た婬女蓮華等の爲に説く

　『大荘厳論経』（大正 04　p.296上~中）：我は齊しく富貴の大王夫人彌拔提等の爲に

説き道果を得せしむのみならず、亦た下賤僮使鳩熟多羅等の爲にも説いて道迹を得せしむ。

我は齊しく貞婦毘舍　の爲に説くのみらず、亦た婬女蓮華等の爲にも説く。我は齊しく大

徳辯才女人瞿曇彌等の爲に説くのみならず、亦た七歳の沙彌尼至羅の能く外道者を摧伏す

る爲にも説く。

［12-2］毘舍　鹿子母、諸優婆夷等も亦た佛に求請するも如來は許さず

　『大荘厳論経』（大正 04　p.317下）：如來は舍衞國祇樹給孤獨園に在り、九十日中夏

安居訖り、世尊は去らんと欲す。須達多は即ち世尊に此に在りて住するを請う。爾の時如

來は其の請を受けず。毘舍　鹿子母、諸優婆夷等も亦た佛に求請するも如來は許さず。舍

衞國中の優婆塞等并に諸宿舊大臣輔相も亦た佛に求請す。迦毘梨王諸兄弟等并に祇陀諸王

子、波斯匿王等も亦た佛に求請す。爾の時世尊は各皆許さず。

［13］後代の中国僧の記録

［13-1］法顕の記録

　『高僧法顕伝』（大正 51　p.860下）：祇　精舎の東北六七里、毘舎　母は精舎を作り

仏及び僧を請う。此の処に故のまま在り。祇　精舎大院に各二門有り、一門は東を向き、

一門は北を向く。此の園即ち須達長者が金銭を布き、地を買いし処なり、精舎は中央に当

る。仏は此の処に最も久しく住し、法を説き人を度し経行し坐す処、亦た尽く塔を起て、

皆名字あり、及び孫陀利が身を殺し仏を謗じた処なり。

［13-2］玄奘の記録

　『大唐西域記』（大正 51　p.900中）：影覆精舎の東三四里に　堵波有り、是れ尊者舎

利子が外道と論議せる処なり。初に善施長者が逝多太子の園を買い、如来の為に精舎を建

立せんと欲す。時に尊者舎利子が長者に随いて瞻揆し、外道六師は神力を角するを求む。

舎利子は事に随い摂化し物に応じて降伏す。其の側の精舎の前に　堵波を建つ。如来は此
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に於て諸外道を摧く。又毘舎　母の請を受く。

【4】アッタカターの記事


