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序 章

仏 教 の 女 性 観 は 一 貫 せ ず 、 文 献 に よ っ て 開 き が あ る 。 仏 教 教 団 は 女 性 を
男 性 と 平 等 に 扱 っ て い た と 考 え ら れ る 文 献 も あ れ ば 、 差 別 し て い た こ と が
明 ら か で あ る も の も あ り 、 中 に は 口 に す る の も 憚 ら れ る よ う な 下 劣 な 差 別
意 識 に 満 ち た も の も あ る 。 経 ・ 律 ・ 論 か ら な る 「 三 蔵 」 と よ ば れ る 仏 典
は 、 膨 大 な 資 料 で あ る 。 経 ・ 律 の ほ と ん ど は 仏 陀 の 言 葉 と し て 記 さ れ て い
る が 、 す べ て が 仏 陀 の 言 葉 で な い こ と は 明 ら か で あ る 。 仏 陀 の 教 え は 長 く
口 伝 に よ り 継 承 さ れ た 。 文 字 化 さ れ た の は 仏 滅 後 三 、 四 百 年 ご ろ と さ れ
る 。 ス リ ラ ン カ で 実 施 さ れ た 第 四 次 結 集 で 書 写 さ れ た の が 始 め と 伝 え ら れ
て い る 1 。 当 然 語 り 継 が れ て い く う ち に 、 個 人 的 見 解 や 、 地 域 性 、 時 代 背
景 な ど の 影 響 を 受 け ざ る を え な か っ た 。 文 字 化 さ れ た 時 に は 仏 陀 の 教 え に
は な い こ と も 含 ま れ て い た と 考 え ら れ る 。  

豊 富 な 知 識 を 身 に つ け た バ ラ モ ン か ら ヴ ェ ー ダ を 誦 え る こ と が 禁 じ ら れ
た 不 可 植 民 ま で 、 仏 陀 は 指 導 を 求 め る 者 を 差 別 す る こ と な く 弟 子 と し て 受
け 入 れ た 。 さ ま ざ ま な 境 遇 出 身 の 弟 子 た ち を 指 導 す る た め 、 対 機 説 法 と い
う 方 法 で 個 人 の 能 力 に 合 わ せ た 。 そ の た め 悟 り に 至 る 過 程 に お い て す べ て
の 弟 子 が 同 一 の 言 葉 、 同 一 の 手 法 で 教 え を 受 け る こ と に は な ら な か っ た 。
こ れ に よ っ て 弟 子 た ち が 受 け た 教 え に 差 異 が 生 じ た 。 仏 陀 は 弟 子 た ち に 、
一 カ 所 に 止 ま る こ と な く 遊 行 し 布 教 す る こ と を 勧 め 、 二 人 で 行 く こ と を 禁
じ た 2 。 各 々 弟 子 た ち の 布 教 に も 相 違 が 生 じ て い た で あ ろ う 。 こ の た め 仏
陀 入 滅 後 、 ラ ー ジ ャ ガ ハ に お い て マ ハ ー カ ッ サ パ の 主 宰 で 、 法 と 律 を 確 認
す る た め 、 五 百 人 の 比 丘 に よ る 第 一 次 結 集 が 実 施 さ れ た 。 こ の 時 マ ハ ー カ
ッ サ パ が 質 問 し 、 ア ー ナ ン ダ が 法 に ウ パ ー リ が 律 に 答 え た 。 「 如 是 我 聞 」
（ 私 は こ の よ う に 聞 い た ） は 質 問 に 答 え る 時 に 発 し た 言 葉 で あ る 。 「 如 是
我 聞 」 で 始 ま る 仏 典 が 多 い の は こ こ に 由 来 す る 。 言 葉 を 変 え れ ば 「 如 是 我
聞 」 で 始 め れ ば 仏 陀 の 説 と さ れ る こ と に な っ た 。 こ の た め 男 女 平 等 を 主 張
す る 仏 典 も 女 性 を 差 別 す る 仏 典 も 、 す べ て 仏 陀 の 教 え に 基 づ く と い う 矛 盾
し た 資 料 が 北 伝 に も 南 伝 に も 存 在 す る こ と に な っ た 。  

仏 教 女 性 観 を 知 る 最 も 古 い 文 献 は 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 で あ る 。 『 テ ー
リ ー ガ ー タ ー 』 は 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 と 姉 妹 編 を な し 、 前 者 は 比 丘 尼 、 後
者 は 比 丘 の 偈 で あ る 。 小 部 経 典 に 位 置 し 、 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 は 長 老 267
名 、 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 は 長 老 尼 73 人 の 偈 を 集 め た も の で あ る 3 。 『 ス
ッ タ ニ パ ー タ 』 に 次 ぐ 二 番 目 に 古 い 仏 教 聖 典 で 、 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 と 同
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じ く 北 伝 経 典 に は な く パ ー リ 経 典 で の み 伝 え ら れ た 。 比 丘 の 偈 が 悟 り の 境
地 や 修 行 の 心 構 え 後 輩 比 丘 へ の 励 ま し な ど 、 内 面 的 な も の が 多 い の に 比 べ
て 、 比 丘 尼 の 偈 は 彼 女 た ち の 俗 世 の 環 境 や 生 活 体 験 な ど 出 家 動 機 に 繋 が る
外 面 的 な も の が 多 く 含 ま れ て い て 、 イ ン ド 古 代 社 会 の 女 性 の 立 場 や 生 活 を
知 る 資 料 で も あ る 。 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 と 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 間 に は
用 語 ・ 感 情 ・ 調 子 の 相 違 が あ り 、 リ ス ・ デ ィ ヴ ィ ﾂズ 夫 人 の 見 解 に よ る と 両
偈 の 表 現 の ち が い か ら 、 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 は 女 性 の 偈 で あ る こ と は 間
違 い な い 4 。  
 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 比 丘 尼 の 出 身 は 比 丘 た ち と 同 様 に 、 バ ラ モ ン ・
ク シ ャ ト リ ヤ ・ ヴ ァ イ シ ャ ・ シ ュ ー ド ラ ・ 不 可 触 民 な ど あ ら ゆ る 階 級 に 及
ん で い る 。 ま た 俗 世 の 生 活 も 王 族 ・ 豊 富 な 財 の 所 有 者 ・ 貧 困 者 ・ 物 乞 い ・
老 人 ・ 遊 女 ・ 寡 婦 ・ 奴 隷 な ど 様 々 で あ る 。 能 力 も 一 様 で は な く 、 悟 り の 速
い 者 も い れ ば 、 修 行 に つ い て 行 け ず 何 度 も 精 舎 を 逃 げ 出 し た 者 さ え い る 。  
 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 成 立 時 に つ い て 、 ヘ ル マ ン ・ オ ル デ ン ベ ル グ 氏
は 仏 陀 在 世 時 か 仏 滅 後 間 も な い 頃 と さ れ て い る 5 。 ま た 赤 沼 智 善 氏 は そ の
原 形 は 仏 滅 後 50～ 60 年 頃 と さ れ 6 、 中 村 元 氏 は 紀 元 前 ５ 世 紀 末 か ら 紀 元 前
３ 世 紀 中 頃 と 推 測 さ れ て い る 7 。 中 野 義 照 氏 は 仏 陀 在 世 時 か 仏 滅 直 後 の も
の か ら 、 仏 滅 200 年 後 に 付 け 加 え ら れ た も の が あ る と 考 え ら れ 8 、 前 田 恵
学 氏 は 赤 沼 説 か ら 、 そ の 基 礎 に な る 偈 は 仏 滅 後 50～ 60 年 後 と 想 定 す る
も 、 成 立 年 代 を 特 定 す る こ と は 容 易 で は な い と 述 べ ら れ て い る 9 。     

釈 尊 の 入 滅 は 、 分 別 説 部 の 伝 承 に よ る と 紀 元 前 458 年 、 説 一 切 有 部 の 伝
承 に よ る と 紀 元 前 383 年 、 南 方 仏 教 諸 国 で は 紀 元 前 544～ 3 年 を 採 用 し て
い る 1 0 。 ま た 、 宇 井 伯 寿 氏 は 紀 元 前 386 年 1 1 、 中 村 元 氏 は 紀 元 前 383 年 で
あ る 1 2 。 ま た 山 崎 元 一 氏 は 紀 元 前 ４ ８ ５ 年 頃 と さ れ て い る 1 3 。 『 テ ー リ ー
ガ ー タ ー 』 の 成 立 年 代 は 確 定 で き て い な い が 、 紀 元 前 ６ 世 紀 半 ば か ら 紀 元
前 200 年 頃 の 間 と 考 え ら れ る 。  

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 成 立 時 の イ ン ド は 女 性 に と っ て ど の よ う な 社 会 状
況 下 に あ っ た の だ ろ う か 。 女 性 の 生 き 方 、 あ り 方 が 示 さ れ て い る 『 マ ヌ 法
典 』 の ベ ー ス で あ る 『 ダ ル マ シ ャ ー ス ト ラ 』 は 紀 元 前 ６ 世 紀 か ら 紀 元 前 3
世 紀 中 頃 に か け て 編 纂 さ れ た 。 『 マ ヌ 法 典 』 は 紀 元 前 ２ 世 紀 か ら 紀 元 後 ２
世 紀 に か け て 成 立 し て い る 1 4 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 は 『 マ ヌ 法 典 』 的 思
想 が 確 立 し て い く 中 で 成 立 し た と 考 え ら れ る 。   

最 古 の 仏 教 文 献 で あ る『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』が 、仏 陀 在 世 の 教 え と 仏 教 教 団
の あ り 方 に 最 も 近 く 、次 い で 古 い 比 丘 の 偈 集『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』と 比 丘 尼 の
偈 集『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』に あ ら わ れ る 仏 弟 子 た ち が 初 期 仏 教 の 仏 弟 子 の 姿
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に 近 い と 考 え ら れ る 。こ れ ら の 文 献 を 初 期 仏 教 の 出 家 者 の あ り 方 を 語 っ た も
の と し て 捉 え 、こ れ ら の 内 容 と 相 容 れ な い も の は 、後 世 創 作 さ れ た も の と し 、
イ ン ド 社 会 の 仏 教 女 性 観 が ど の よ う に 展 開 し て い っ た か を 探 り た い 。ま た 展
開 せ ざ る を え な か っ た 社 会 状 況 に も 触 れ た い 。『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』に 見 ら
れ る 仏 教 教 団 の 比 丘 尼 像 と 『 マ ヌ 法 典 』 に お け る 女 性 の あ り 方 と の 対 比 も 、
当 時 の 仏 教 思 想 を 探 る う え で 必 要 な こ と で あ る 。  
 仏 陀 の 平 等 論 に 基 づ き 、男 女 平 等 に 修 行 す る こ と を 旨 と し て い た 仏 教 思 想
が ヒ ン ズ ー 教 的 差 別 思 想 の 社 会 浸 透 に よ っ て 、女 性 を 差 別 し 支 配 す る こ と を
当 然 と す る 思 想 に 変 容 し て い っ た 。し か し そ れ に 反 発 し て 女 性 救 済 を 詮 索 す
る 動 き が 出 現 す る 。男 女 平 等 と 女 性 差 別 を 繰 り 返 し な が ら 変 化 し て い っ た の
が 仏 教 女 性 観 で あ る 。  

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』か ら 始 ま り 、部 派 仏 教 、大 乗 仏 教 、鎌 倉 仏 教 の 女 性
観 の 展 開 を 探 る こ と が 目 的 で あ る 。  
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第 一 章  『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に お け る 比 丘 尼 の 出 家 動 機 と 生 き 方  

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 比 丘 尼 た ち の 、 俗 世 の 境 遇 は 実 に さ ま ざ ま で あ
る 。 あ る 者 は 貧 し い 生 活 や 低 い 社 会 的 地 位 か ら 、 ま た あ る 者 は 夫 を 捨 て 、
夫 に 捨 て ら れ て 出 家 し た 。 子 を 亡 く し た 辛 さ や 、 母 娘 同 婿 の 生 活 か ら 逃 れ
る た め な ど 、 苦 し い 環 境 か ら 比 丘 尼 と な っ た 者 が 多 く い た 。 一 方 仏 陀 の 教
え に 感 銘 を 受 け 、 解 脱 を 目 指 し 出 家 し て い く 自 我 に 目 覚 め た 女 性 た ち も い
た 。 彼 女 た ち は 現 代 女 性 と 変 わ ら ぬ 思 考 で 生 き 生 き と 行 動 し 、 男 性 出 家 者
と 肩 を 並 べ て 修 行 す る 姿 を 見 せ て い る 。 比 丘 尼 た ち の 出 家 動 機 や 俗 世 の 生
活 は ど の よ う な も の で あ り 、 出 家 後 は ど の よ う な 生 き 方 を し た の だ ろ う
か 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 か ら 窺 え る 比 丘 尼 た ち の 世 俗 の 境 遇 と 、 現 代 女
性 の ご と く 生 き た 姿 を 追 っ て み る 。  
 
第 一 節  子 を 亡 く し た 母  
 
 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 比 丘 尼 た ち の 世 俗 の 境 遇 で 最 も 多 い の が 子 を 亡
く し た 母 た ち で あ る 。 ウ ッ ビ リ ー 1 ・ パ タ ー チ ヤ ー ラ ー の 五 百 人 の 弟 子 2 ・
ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー 3 ・ キ サ ー ゴ ー タ ミ ー 4 た ち が い る 。  

次 の 偈 は パ タ ー チ ヤ ー ラ ー が 、 子 を 失 っ て 出 家 し 、 比 丘 尼 に な っ た 彼 女
の 弟 子 た ち に 行 っ た 説 法 で あ る 。  

 
そ の 子 が や っ て 来 て 去 っ て 行 っ た 道 を あ な た は 知 ら な い 。 ど こ か ら 来
た か （ 知 ら な い ） そ の 子 を 私 の 子 よ と 言 っ て 泣 く 。 ‖ 127‖  
や っ て 来 て 去 っ て 行 っ た 道 を 、 あ な た が 知 っ て い る な ら 、 あ な た は 悲
し ま な い 。 命 あ る も の は 、 こ の よ う な 定 め を 持 っ て い る か ら で あ る 。
‖ 128‖  
求 め な い の に そ こ か ら 来 て 、 許 さ れ な い の に こ こ か ら 去 っ た 。 確 か
に 、 ど こ か ら か 来 て 数 日 間 住 ん だ 後 に 。 ‖ 129‖  
一 方 の 道 か ら 来 て 他 方 の 道 か ら 去 っ た 。 人 の 形 で 死 ん で 、 輪 廻 し つ つ
行 く だ ろ う 。 来 た と き の よ う に 、 同 じ よ う に 去 っ た 。 そ こ に ど ん な 悲
し み が あ ろ う か 。 ‖ 130‖  
実 に 、 あ な た は 私 の 心 に あ る 見 難 い 矢 を 抜 き 、 悲 し み に 打 ち ひ し が れ
た 私 の た め に 、 子 の （ 死 の ） 悲 し み を 除 き 去 っ て く だ さ っ た 。
‖ 131‖  
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パ タ ー チ ャ ー ラ ー 自 身 の 偈 は 俗 世 の 境 遇 に つ い て は 語 っ て い な い の で 、
子 が い た の か 、 ま た 子 を 喪 っ た の か は わ か ら な い 。 に も か か わ ら ず 、 彼 女
は 二 人 の 子 を 喪 っ た 母 で あ る と い う 出 家 因 縁 譚 が 創 作 さ れ て い く 。 こ の 偈
は 五 百 人 の 子 を 喪 っ た 弟 子 に 行 っ た 説 法 で あ る こ と か ら 、 彼 女 自 身 も 子 を
喪 っ た 母 と さ れ た 可 能 性 が あ る 。  

子 を 亡 く し て 正 気 を 失 っ て し ま っ た の が ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー で あ る 。 彼 女
は 次 の よ う に 語 っ て い る 。  

 
子 の （ 亡 く な っ た ） 悲 し み で 悩 み 、 錯 乱 し て 、 正 気 を 失 っ て 、 裸 で 、
髪 を 乱 し て 、 私 は あ ち こ ち さ ま よ っ た 。 ‖ 133‖  
通 り や 、 塵 溜 め や 、 死 体 置 き 場 や 、 車 道 で 、 三 年 間 飢 え と 渇 き に 陥 り
な が ら さ ま よ っ た 。 ‖ 134‖  
そ の 時 、 私 は 幸 福 な 人 が ミ テ ィ ラ ー に 来 ら れ た の を 見 た 。 調 御 さ れ て
い な い 人 を 調 御 す る 人 で あ り 、 ど こ に も 恐 怖 の な い 人 で あ っ た 。
‖ 135‖  
私 は 自 分 の （ 以 前 の ） 心 を 得 て 、 敬 礼 し て 近 づ い て 坐 っ た 。 そ の ゴ ー
タ マ は 慈 し ん で 私 に 教 え を 説 か れ た 。 ‖ 136‖  
そ の 教 え を 聞 い て 、 私 は 家 な き 者 と な り 出 家 し た 。 師 の 言 葉 に お い て
努 力 し て 、 幸 せ な 境 地 を 悟 っ た 。 ‖ 137‖  
す べ て の 憂 い は 断 た れ 、 捨 て ら れ 、 こ こ で 終 わ っ た 。 も ろ も ろ の 憂 い
を 生 ず る 根 源 を 知 り つ く し た か ら 。 ‖ 138‖  

 
一 時 は 錯 乱 し た ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー で あ る が 、 仏 陀 に 会 い 悟 り を 得 た 。 後

子 を 亡 く し た バ ラ モ ン の ス ジ ャ ー タ を 出 家 に 導 い て い る 。 彼 の 娘 ス ン ダ リ
ー の 312～ 337 偈 に そ れ が 次 の よ う に 語 ら れ て い る 5 。  
 子 を 喪 っ た バ ラ モ ン の ス ジ ャ ー タ は 、 以 前 は 子 を 喪 い 苦 し ん で い た ヴ ァ
ー セ ッ テ ィ ー が 、 今 は 悩 ん で い な い の を 見 て 彼 女 に 問 い か け る と こ ろ か ら
偈 は 始 ま る 。 偈 は 二 人 の 掛 け 合 い で 語 ら れ る 。  

 
（ ス ジ ャ ー タ ） 婦 人 よ 、 あ な た は 以 前 死 ん だ 子 供 た ち を 食 べ な が ら  
あ な た は 昼 も 夜 も ひ ど く 悩 み 苦 し ん だ 。 ‖ 312‖  
バ ラ モ ン の 婦 人 よ 、 そ の あ な た は 、 今 、 七 人 の す べ て の 子 供 た ち を 食
べ て 、 ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー よ 、 い か な る 理 由 で 苦 し ま な い の か 。
‖ 313‖    
（ ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー ） バ ラ モ ン よ 、 過 去 世 に お い て 、 私 と あ な た の 幾  
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百 人 の 子 供 た ち や 、 幾 百 人 の 親 族 た ち が 、 食 べ ら れ た 。 ‖ 314‖    
   そ の 私 は 生 と 死 か ら の が れ る 出 離 を 知 っ て 、 憂 え ず 、 泣 か ず 、 苦 し ま

な い 。 ‖ 315‖  
（ ス ジ ャ ー タ ） ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー よ 。 あ な た は 驚 く べ き 言 葉 を 語 っ
た 。 あ な た は 誰 の 教 え を 知 っ て 、 こ の よ う な 言 葉 を 語 る の か 。
‖ 316‖  
（ ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー ） バ ラ モ ン よ 。 こ の 正 覚 者 は ミ テ ィ ラ ー の 都 に お
ら れ て 苦 し み を 断 つ た め 真 理 の 教 え を 説 か れ て い る 。 ‖ 317‖  
バ ラ モ ン よ 。 そ の 尊 敬 さ れ る べ き 人 の 教 え を 聞 い て 、 そ の 時 、 正 し い
教 え を 理 解 し 、 子 へ の 憂 い を 除 い た 。 ‖ 318‖  
（ ス ジ ャ ー タ ） こ の 私 も ミ テ ィ ラ ー へ 行 こ う 。 き っ と 、 世 尊 は 一 切 の
苦 か ら 私 を 解 放 し て く だ さ る だ ろ う 。 ‖ 319‖  

 
312・ 313 偈 は 中 村 元 氏 ・ 早 島 鏡 正 氏 ・ 植 木 雅 俊 氏 は 、 元 パ ー リ 語 テ キ ス

ト 協 会 の 会 長 ノ ー マ ン 氏 の 考 証 に 従 っ て 、 「 食 べ さ せ な が ら 」 と 訳 さ れ て
い る 。 こ の 訳 は 、 死 体 捨 て 場 で 猛 獣 が 遺 体 を 食 べ る こ と を 表 現 し て い る 。
一 方 、 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 注 釈 』 で は 刊 本 に し た が っ て 、 「 食 べ な が ら 」
と 解 釈 し て い る 。 子 供 が 死 ぬ と 、 世 間 は そ の 母 を 非 難 し て 、 「 子 を 食 べ る
女 」 と 呼 ん だ 6 。 子 が 亡 く な る こ と で 母 が 責 め ら れ 辛 い 立 場 に 置 か れ る こ
と を 物 語 っ て い る 。  

仏 陀 の 教 え に よ っ て 苦 し み を 除 い た と 、 ヴ ァ ー セ ッ テ ィ ー に 教 え ら れ た
ス ジ ャ ー タ は 出 家 し た 。 ス ジ ャ ー タ の 財 産 は 豊 富 で あ っ た 。 彼 は 出 家 に あ
た り 、 妻 に 譲 る 車 と 千 金 を 御 者 に 託 し た 。 妻 は 夫 の 出 家 に 理 解 を 示 し 、 夫
の 残 し た 車 と 千 金 と を 御 者 に 与 え よ う と し た が 御 者 も 出 家 し た 。 そ の 相 続
者 で あ る 娘 ス ン ダ リ ー も 、 兄 弟 を 亡 く し た 悲 し み か ら 出 家 し た 。 ヴ ァ ー セ
ッ テ ィ ー は 結 果 的 に 三 人 を 出 家 に 導 い た こ と に な る 。 子 を 亡 く し た 辛 さ か
ら 出 家 し た 者 は な ぜ 比 丘 尼 に 多 い の か 。 『 マ ヌ 法 典 』 で は 息 子 を 産 む こ と が
妻 の 義 務 で あ る 7 。  
   

夫 は 妻 の 中 に 入 り 、 胎 児 と な っ て こ の 世 に 生 ま れ る 。 ［ 夫 が ］ 彼 女 の
中 に 再 び 生 ま れ る こ と が 生 む 者 ［ す な わ ち 妻 ］ の 妻 た る 所 以 で あ る 。
‖ 9.8‖  

女 は 出 産 の た め に 、 男 は 子 を 作 る た め に 創 造 さ れ た 。 そ れ ゆ え に 、 ヴ
ェ ー ダ に お い て 、 ［ 創 造 主 に よ っ て 定 め ら れ た ］ 生 き 方 ［ ダ ル マ ］  
は 、 妻 と 共 同 し て 遂 行 さ れ る こ と が 述 べ ら れ て い る の で あ る 。  



7 
 

‖ 9.96‖  

そ れ が 叶 わ な か っ た 妻 へ の 対 処 法 が 定 め ら れ て い る 8 。  
 
不 妊 の 妻 は 八 年 目 に 、 子 供 が ［ す べ て ］ 死 ん で し ま っ た 妻 は 十 年 目
に 、 女 子 の み を 生 む 妻 は 十 一 年 目 に 、 そ し て 不 快 な こ と ば か り 口 に す
る 妻 は 即 座 に 取 り 替 え ら れ て し か る べ き で あ る 。 ‖ 9.81‖  

 
男 子 を 産 む こ と が 妻 に 課 せ ら れ た 義 務 で あ る 。 義 務 を 果 た せ な い 妻 は 妻

と し て の 価 値 が な い 。 子 を 亡 く し た こ と 自 体 が 悲 し み で あ る の に 加 え 、 そ
の こ と に よ っ て 妻 と し て の 順 位 を 落 と さ れ た り 、 追 い 出 さ れ た り す る 不 安
や 恐 れ が 追 加 さ れ る 。 家 族 や 親 族 に 子 を 喪 っ た 母 が ど の よ う に 扱 わ れ た か
は 想 像 す る ま で も な い 。 子 を 喪 っ た 母 が 辛 い 境 遇 に 置 か れ た こ と も 、 子 を
亡 く し た ゆ え の 出 家 が 比 丘 は ス ジ ャ ー タ の み で あ る の に 比 べ 、 比 丘 尼 に 圧
倒 的 に 多 い 要 因 で あ ろ う 。  
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第 二 節  結 婚 生 活 の 破 綻  
  

結 婚 生 活 が 破 綻 す る 原 因 は 様 々 で あ ろ う が 、 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に は
夫 を 捨 て て 出 家 し た 比 丘 尼 と 、 夫 に 捨 て ら れ て 出 家 し た 比 丘 尼 が い る 。 結
婚 は し た が 夫 と の 生 活 に 不 満 を 持 ち 、 結 婚 生 活 が う ま く い か ず 夫 を 捨 て 出
家 し た の が 、 ム ッ タ ー と 名 の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 で あ る 。 ま た 夫 の 出 家 の
た め に 捨 て ら れ た の が チ ャ ー パ ー で 、 三 度 結 婚 生 活 の 破 綻 を 経 験 し 、 そ の
う ち 夫 に 嫌 わ れ た の が 二 度 、 三 度 目 は 出 家 の た め に 夫 に 去 ら れ た の が イ シ  
ダ ー シ ー で あ る 。 彼 女 た ち は ど の よ う な 経 験 を 経 て 出 家 し て い っ た の だ ろ  
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う か 。  
夫 を 見 限 っ て 出 家 し た ム ッ タ ー は 、 別 れ た 夫 に つ い て 次 の よ う に 語 っ て

い る 1 。  
 
よ く 解 放 さ れ た 。 み ご と に 解 放 さ れ た 。 三 つ の 曲 が っ た も の か ら 解 放
さ れ た 。 臼 と 杵 と （ 心 の ） 曲 が っ た 夫 か ら 。 私 は 生 と 死 か ら 解 放 さ れ
て 、 迷 い の 生 存 に 導 く も の は 根 絶 さ れ た 。 ‖ 11‖  

 
「 臼 と 杵 」 は そ れ ら を 使 用 す る 時 身 体 を 曲 げ ね ば な ら な い の で 曲 が っ た も

の で あ る 。 夫 に つ い て 中 村 元 氏 は 「 意 地 悪 な 夫 」 ２ と 、 植 木 雅 俊 氏 は 「 心
の ひ ね く れ た 夫 」 ３ と 訳 さ れ て い る 。 も う 一 人 夫 を 捨 て て 出 家 し た の が 名
の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 で あ る 4 。  

 
よ く 解 放 さ れ た 。 み ご と に 解 放 さ れ た 人 よ 。 私 は 杵 か ら 解 放 さ れ た 。
私 の 恥 知 ら ず の （ 夫 は ） 、 そ の 影 さ え （ 嫌 だ ） 私 の 鍋 は 空 っ ぽ だ 。
‖ 23‖   
私 は 貪 り と 瞋 を 断 ち 住 し て い る 。 そ の 私 は 木 の 根 元 に 近 づ い て 、 「 あ
あ 、 楽 し い 」 と 言 っ て 、 楽 し い ゆ え に 瞑 想 す る 。 ‖ 24‖  

 
中 村 元 氏 は 、 鍋 に つ い て 「 私 の 鍋 は 水 蛇 の 臭 い を 放 つ 」 と 、 訳 さ れ ５ 、

早 島 鏡 正 氏 は 「 私 の 鍋 は か ら っ ぽ と な っ た 」 と 訳 さ れ て い る が ６ 、 両 氏 と
も 日 常 の 調 理 か ら 離 れ 、 乞 食 に よ る 仏 教 出 家 者 の 基 本 生 活 を 守 っ て い る こ
と を 表 し て お ら れ る 。 ま た 植 木 雅 俊 氏 は 、 「 私 に は 恥 知 ら ず （ の 夫 ） が い
ま し た 。 私 に と っ て 、 日 傘 、 あ る い は ま た 鍋 も 困 窮 し た 状 態 で あ り ま し
た 。 」 と 、 訳 さ れ て い る 7 。  

 『 マ ヌ 法 典 』 で は 尊 敬 も 信 頼 も で き な い 夫 に 対 す る 妻 の あ り 方 と し て 次
の よ う に 示 さ れ て い る 8 。   
   

父 が 彼 女 を 与 え た 相 手 あ る い は 父 の 考 え に 従 っ て 兄 が ［ 与 え た 相 手 ］
に 、 彼 の 生 き て い る 限 り 仕 え る べ し 。 死 ん で か ら も 辱 め て は な ら な
い 。 ‖ 5・ 151‖  

夫 は 、 性 悪 で 、 勝 手 気 ま ま に 振 舞 い 、 良 い 資 質 に 欠 け て い て も 、 貞 節
な 妻 に よ っ て 常 に 神 の よ う に 仕 え ら れ る べ し 。 ‖ 5・ 154‖  

貞 節 な 妻 は 、 夫 の 世 界 を 望 む と き は 、 夫 が 生 き て い る 間 も 死 後 も 、 彼
に と っ て 好 ま し く な い こ と を し て は な ら な い 。 ‖ 5・ 156‖  
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妻 が 、 放 蕩 な 酔 っ 払 い の 夫 、 あ る い は 病 気 に 苦 し む 夫 を 無 視 す る と き  
は 、 装 身 具 と 身 の 回 り の 品 を 奪 い 、 三 ヶ 月 遺 棄 す べ し 。 ‖ 9・ 78‖  

 

 夫 が ど の よ う な 悪 性 の 持 ち 主 で あ っ て も 、 粗 暴 な 振 る 舞 い を 批 判 す る こ
と は 許 さ れ な い 。 こ の よ う な 社 会 通 念 に 捉 わ れ ず 信 頼 で き な い 夫 を 見 限 っ
て 出 家 し た の が 、 ム ッ タ ー と 名 の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 で あ る 。 『 テ ー リ ー
ガ ー タ ー 註 釈 』 で は 名 の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 は 、 ス マ ン ガ ラ 長 老 の 母 と さ
れ て い る が 、 ス マ ン ガ ラ の 偈 に は こ の 比 丘 尼 と の 関 係 は 触 れ ら れ て い ず 、

不 確 か で あ る ９ 。 ム ッ タ ー も 名 の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 も 、 大 嫌 い な 夫 か ら
解 放 さ れ た 喜 び を 大 胆 に 語 っ て い る 。 彼 女 た ち の 出 家 は 信 頼 す る こ と も 、
尊 敬 す る こ と も 、 愛 す る こ と も で き な い 夫 に 服 従 す る こ と を 拒 否 し 、 新 し
い 生 き 方 を 求 め て の こ と で あ っ た 。 彼 女 た ち は 嫌 な 者 を 「 嫌 」 と 言 え る 、
『 マ ヌ 法 典 』 が 示 す 規 範 に 捉 わ れ な い 自 由 な 生 き か た を し た 女 性 た ち で あ
っ た 。  

男 性 に 依 存 し て 生 き る し か な い 社 会 で 、 夫 に 捨 て ら れ た の が チ ャ ー パ ー
と イ シ ダ ー シ ー で あ る 。 仏 教 比 丘 に な る た め に は 妻 子 を 捨 て な け れ ば な ら
な い 。 残 さ れ た 妻 の 立 場 か ら 考 え る と 、 大 い に 言 い 分 が あ る だ ろ う 。 こ れ
を 赤 裸 々 に 述 べ て い る の が チ ャ ー パ ー の 偈 で あ る 。 彼 女 の 偈 は 出 家 の た め
に 妻 子 を 捨 て て 家 を 出 よ う と す る ウ パ カ と 、 そ れ を 引 き 留 め よ う と す る チ
ャ ― パ ー の 間 で の 男 女 の 掛 け 合 い で 成 り 立 っ て い る 1 0 。 子 供 を あ や し て い
る チ ャ ー パ ー を 見 な が ら ウ パ カ が 出 家 を 決 意 す る 。  

 
（ ウ パ カ ） か つ て 私 は 杖 を 手 に す る 者 で あ っ た 。 今 や 私 は 猟 師 で あ
る 。 欲 望 の 恐 ろ し い 泥 沼 か ら 彼 岸 に 至 る こ と が で き な い 。 ‖ 291‖  
チ ャ ー パ ー は 、 私 が 夢 中 に な っ て い る と 思 っ て 子 を あ や し て い た 。 私
は チ ャ ー パ ー の 束 縛 を 断 っ て 再 び 出 家 し よ う 。 ‖ 292‖  

 
ウ パ カ の 決 心 を 知 っ た チ ャ ー パ ー は 哀 願 し て 引 き 止 め よ う と す る 。  

 
（ チ ャ ー パ ー ） 偉 大 な 勇 者 よ 、 私 を 怒 ら な い で く だ さ い 。 偉 大 な 聖 者
よ 、 私 を 怒 ら な い で く だ さ い 。 怒 り に 囚 わ れ た 人 に 清 浄 は あ り ま せ
ん 。 い か な る 理 由 で 苦 行 で す か 。 ‖ 293‖  

 
去 ろ う と す る ウ パ カ を 、 チ ャ ー パ ー は 自 分 の 美 し さ で 引 き 止 め よ う と す

る 。  
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   （ チ ャ ー パ ー ） 黄 栴 檀 で 塗 ら れ た 手 足 を 持 ち 、 カ ー シ ー 産 の 最 上 の （ 衣
装 ） を 身 に 着 け た 、 こ の 美 し い 私 を 捨 て て 、 あ な た は 行 っ て し ま う の
で す か 。 ‖ 298‖  
捕 鳥 者 が 鳥 を 捕 え よ う と 欲 す る よ う に 、 あ な た は 魅 力 あ る 姿 で 、 私 の
（ 心 ） を 捉 え よ う と し な い の で す か 。 ‖ 299‖  

 
自 身 の 魅 力 で ウ パ カ の 心 を 引 き 戻 せ な い と 知 っ て 、 チ ヤ ー パ ー は 子 供 を

利 用 し て 止 め よ う と す る 。  
 
（ チ ャ ー パ ー ） カ ー ラ よ 。 （ 愛 の ） 果 実 で あ る 私 の 子 は 、 あ な た が 生
ま せ た も の で す 。 子 の い る 私 を ど う し て 捨 て て い く の で す か 。
‖ 300‖  

 
 し か し ウ パ カ の 決 心 は 変 わ ら な か っ た 。  
 

 （ ウ パ カ ） 智 慧 あ る 人 た ち は 、 子 を 捨 て 、 そ れ か ら 親 族 を 捨 て 、 そ れ
か ら 財 物 を 捨 て る 。 偉 大 な 勇 者 た ち は 象 が 鎖 を 断 つ よ う に 出 家 す る 。
‖ 301‖   

 
チ ャ ー パ ー は 子 を 利 用 し て 恐 喝 的 な 手 段 に で る が 、 ウ パ カ の 決 意 を 変 え

ら れ な か っ た 。  
 
（ チ ャ ー パ ー ） 今 こ の 子 を 、 杖 あ る い は 刀 で 、 大 地 に 打 ち の め し ま し
ょ う 。 子 へ の 苦 痛 か ら あ な た は 行 か な い で し ょ う 。 ‖ 302‖  
（ ウ パ カ ） 惨 め な 女 よ 、 も し 子 を ジ ャ ッ カ ル や 犬 に 与 え て も 、 子 に よ
っ て 再 び 私 を 取 り 戻 す こ と は で き な い だ ろ う 。 ‖ 303‖  

 
チ ャ ー パ ー の 説 得 や 、 泣 き 言 や 、 脅 迫 に も 関 わ ら ず 、 ウ パ カ の 決 意 は 変

わ ら ず 出 家 し て い っ た 。  
『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 注 釈 』 で は 、 初 転 法 輪 の ア ー ジ ー ヴ ィ カ 教 走 ウ パ カ

と 同 じ 人 物 で 、 そ の 後 ウ パ カ は 猟 師 村 の 近 く に 住 ん だ 。 猟 師 の 娘 チ ヤ ー パ
ー に 心 が 惹 か れ た 。 肉 運 び の 手 伝 い を す る こ と で 、 チ ャ ー パ ー と の 生 活 を
許 さ れ 、 ス バ ッ ダ と い う 子 も で き る 。 チ ャ ー パ ー が 子 守 歌 で ウ パ カ を か ら
か っ た の に 怒 っ た ウ パ カ は 妻 子 を 捨 て て 仏 陀 の 下 で 出 家 し た 。 チ ャ ー パ ー
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は 父 に 子 供 を 預 け ウ パ カ の 後 を 追 い 出 家 し た 1 1 。 『 中 阿 含 経 』 巻 第 五 十 六
で 優 陀 （ ウ パ カ ） と の 出 会 い を 仏 陀 は 次 の よ う に 語 っ て い る 。  
  

 昔 五 比 丘 今 在 何 處 。 我 以 清 淨 天 眼 出 過 於 人 。 見 五 比 丘 在 波 羅 捺 仙 人 住
處 鹿 野 園 中 。 我 隨 住 覺 樹 下 。 攝 衣 持 鉢 往 波 羅 捺 加 尸 都 邑 。 爾 時 異 學 優
陀 遙 見 我 來 。 而 語 我 曰 。 賢 者 瞿 曇 。 諸 根 清 淨 形 色 極 妙 。 面 光 照 耀 。 賢
者 瞿 曇 。 師 爲 是 誰 從 誰 學 道 。 爲 信 誰 法 。 我 於 爾 時 卽 為 優 陀 。 説 偈 答
曰 。  

   我 最 上 最 勝   不 著 一 切 法 。  
   諸 愛 盡 解 脱   自 覺 誰 稱 師  
   無 等 無 有 勝   自 覺 無 上 覺  
   如 來 天 人 師   普 知 成 就 力  
  優 陀 問 我 曰 。 賢 者 瞿 曇 。 自 稱 勝 耶 。 我 復 以 偈 而 答 彼 曰 。  
   勝 者 如 是 有   謂 得 諸 漏 盡  
   我 害 諸 惡 法   優 陀 故 我 勝  
  優 陀 復 問 我 曰 。 賢 者 瞿 曇 。 欲 至 何 處 。 我 時 以 偈 而 答 彼 曰 。  
   我 至 波 羅 捺   撃 妙 甘 露 鼓  
   轉 無 上 法 輪   世 所 未 會 轉  
  優 陀 語 我 曰 。 賢 者 瞿 曇 。 或 可 有 是 如 是 語 已 。 卽 彼 邪 道 經 便 還 去 1 2 。  
   

昔 の 五 比 丘 は 今 ど こ に い る だ ろ う 。 私 は 清 浄 な 天 眼 で 、 五 比 丘 は 波 羅
捺 の 仙 人 が 住 む 鹿 野 園 に い る の を 見 た 。 私 は 意 に 従 い 菩 提 樹 の 下 に 住
ん で い た が 、 衣 を 摂 り 、 鉢 を 以 て 波 羅 捺 の 加 尸 の 都 邑 に 行 っ た 。 そ の
時 異 教 徒 の 優 陀 が 遙 に 私 が や っ て 来 る の を 見 て 、 私 に 言 っ た 。 「 賢 者
瞿 曇 、 諸 根 は 清 浄 で 姿 は 極 め て 美 し く 、 顔 は 光 り 耀 い て お ら れ る 。 賢
者 瞿 曇 、 師 は 誰 で 、 誰 に 従 っ て 学 道 し 、 誰 の 教 え を 信 じ て お ら れ る の
で す か 。 」 私 は そ の 時 優 陀 の た め に 偈 を 説 い て 答 え た 。  

   私 は 最 上 最 勝 で あ っ て 、   一 切 の 法 に 執 着 し な い 。  
   諸 の 愛 か ら 悉 く 解 脱 し て 、  自 ら 覚 り 、 誰 も 師 と し な い 。  
   等 し い も の は な く 、     勝 る も の は な く 、 自 ら 無 上 覚 を 覚 り  
   如 来 天 人 師 で あ っ て 、    普 く 力 を 成 就 す る こ と を 知 っ て い る  
  優 陀 は 私 に 問 う た 。 「 賢 者 瞿 曇 、 自 ら 勝 る と 言 わ れ る の で す か 。 」 私

は ま た 偈 で 彼 に 答 え た 。  
   勝 者 は こ の よ う に 、     諸 の 漏 を 尽 き る こ と が で き た 。  
   私 は 諸 の 悪 法 を 妨 げ る 。   優 陀 よ 、 だ か ら 私 は 勝 っ て い る 。  
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 優 陀 は ま た 私 に 問 う た 。 「 賢 者 瞿 曇 、 ど こ に 行 こ う と な さ っ て お ら れ
る の か 。 」 私 は そ の 時 も 偈 で 彼 に 答 え た 。  

   私 は 波 羅 捺 に 行 っ て 、    す ば ら し い 甘 露 の 鼓 を 撃 ち 、  
   無 上 の 教 え を 説 こ う 、    世 に は い ま だ 説 か れ た こ と が な い 。  
  優 陀 は 私 に 言 っ た 。 「 賢 者 瞿 曇 、 そ う か も し れ な い 。 」 と 言 っ て 、 邪

道 を 選 ん で 去 っ た 。  
 
 猟 師 は 『 マ ヌ 法 典 』 で は 不 可 触 民 で あ る が 1 3 、 ア ー ジ ー ヴ ィ カ 教 は 不 可
触 民 も 受 け 入 れ て い た 1 4 。 ウ パ カ の 「 か つ て 私 は 杖 を 手 に す る 者 で あ っ
た 。 」 と い う 言 葉 か ら 、 『 中 阿 含 経 』 の ウ パ カ と 同 一 人 物 と 解 釈 し た の で
あ ろ う 。 チ ャ ー パ ー は 化 粧 を し て 、 高 級 品 で あ る カ ー シ 産 の 衣 服 を 着 て い
る 。 身 分 と 貧 富 は 必 ず し も 一 致 す る と は 限 ら な か っ た よ う だ 。 出 家 と は 家
や 財 の 物 質 的 な も の か ら 家 族 な ど の 人 間 関 係 一 切 を 捨 て て 新 し い 生 活 に 入
る こ と で あ る 。 妻 帯 者 た ち は 当 然 妻 子 を 捨 て て い か ね ば な ら な い 。 夫 に 依
存 し て 生 き る ほ か 生 活 手 段 を 持 た な い 妻 に と っ て 、 夫 の 出 家 を す ん な り 受
け 入 れ る こ と は で き な い 。 出 て 行 こ う と す る 夫 と 、 引 き 止 め よ う と す る 妻
の 葛 藤 が 語 ら れ て い る 唯 一 の 文 献 で あ る 。 妻 を 捨 て て 出 家 し た 比 丘 が 、 妻
と の 別 れ の 葛 藤 を 語 っ た 偈 は 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 に は な い 。 チ ャ ー パ ー は
そ の 後 出 家 し た は ず で あ る が 、 自 身 の 出 家 に つ い て は 何 も 述 べ ず 、 ま た ウ
パ カ と の 間 に で き た 子 供 が そ の 後 ど う な っ た か に も 触 れ て い な い 。 ウ パ カ
の 出 家 で 偈 は 終 わ っ て い る 。  

も う 一 人 、 イ シ ダ ー シ ー は 良 き 妻 で あ ろ う と 努 力 し た に も 拘 わ ら ず 、 夫
に 嫌 わ れ 、 離 婚 さ れ る と い う 悲 劇 を 三 度 経 験 し た 女 性 で あ っ た 1 5 。 最 初 の
結 婚 生 活 を 次 の よ う に 語 っ て い る 。  

 
あ る 時 、 サ ー ケ ー タ の 名 門 の （ 家 か ら ） 求 婚 者 が や っ て 来 た 。 多 く の
宝 物 が あ る 長 者 で 、 父 は 私 を 彼 の 嫁 と し て 与 え た 。 ‖ 406‖  

 
イ シ ダ ー シ ー は 望 ま れ て 結 婚 し た 。 彼 女 は 良 き 嫁 に な ろ う と 、 舅 や 姑 ま

た 夫 の 兄 弟 姉 妹 に 一 生 懸 命 仕 え た 。 夫 に は 自 ら 小 間 使 い の よ う に 世 話 を し
た 。  

 
自 分 で ご 飯 を 作 り 、 自 分 で 器 を 洗 い 、 母 が 一 人 息 子 に す る よ う に 、 夫
に 仕 え た 。 ‖ 412‖  
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愛 情 を こ め 謙 虚 に 最 善 を 尽 く し た に も 拘 わ ら ず 、 夫 は 彼 女 を 憎 ん だ 。  
 

彼 は 父 と 母 に 言 っ た 。 「 許 し て く だ さ い 。 私 は 出 て 行 き ま す 。 私 は イ
シ ダ ー シ ー と 同 じ 家 で 一 緒 に 暮 ら し た く あ り ま せ ん 。 」 ‖ 414‖   

 
舅 と 姑 は 息 子 を 窘 め た が 、 夫 の 気 持 ち は 変 わ ら な か っ た 。 イ シ ダ ー シ ー

は 父 の も と に 返 さ れ た 。 父 は 彼 女 に 二 度 目 の 結 婚 を さ せ た 。  
 
そ こ で 父 は （ 最 初 の ） 長 者 の （ 支 払 っ た ） 結 納 金 の 半 分 の 持 参 金 で 、
豊 か な 第 二 の 家 に 私 を 与 え た 。 ‖ 420‖   
彼 の 家 で も 私 は 一 月 住 ん だ が 、 下 女 の よ う に 仕 え 、 罪 な く 、 戒 め を 身
に 保 っ た 私 を 、 ま た 、 彼 も 追 い 払 っ た 。 ‖ 421‖   

 
三 度 目 に 父 は 遊 行 者 を 婿 に 迎 え た 。  

 
托 鉢 の た め 遊 行 し 、 （ 自 ら ） 制 御 し 、 （ 他 の 人 を ） 制 御 す る 人 に 私 の
父 は 言 っ た 。 「 あ な た は 私 の 娘 婿 に な っ て く だ さ い 。 襤 褸 と 鉢 を 捨 て
な さ い 。 」 と 。 ‖ 422‖  

 
し か し こ の 結 婚 も 破 綻 し た 。  

 
彼 も 半 月 暮 ら し て 、 父 に 言 っ た 。 「 襤 褸 と 鉢 と 水 用 の 器 を 私 に 返 し て
く だ さ い 。 私 は ま た 托 鉢 を し た い の で す 。 」 ‖ 423‖  

 
三 度 も 夫 に 嫌 わ れ て 彼 女 は 考 え た 。  

 
彼 は 追 い 出 さ れ て 去 っ た 。 私 は 一 人 考 え た 。 「 許 し を 請 う て 、 死 ぬ た
め に 出 て 行 こ う 。 あ る い は 出 家 し よ う 。 」 ‖ 426‖   

 
「 死 ぬ か 、 出 家 す る か 」 の 道 し か な い と 考 え た 彼 女 は 出 家 を 選 ん だ 。 イ シ

ダ ー シ ー は こ の 不 幸 な 結 婚 生 活 の 原 因 を 前 世 の 悪 業 と 考 え 、 次 の よ う に 語
っ て い る 。    

 
私 は エ ー ラ カ カ ッ チ ヤ の 都 で 多 く の 財 産 の あ る 金 工 で あ っ た 。 若 さ の
驕 り で 、 私 は 他 人 の 妻 に 親 し ん だ 。 ‖ 435‖   
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そ の 報 い と し て イ シ ダ ー シ ー は 地 獄 に 生 ま れ る 。  
 

そ の 私 は 、 そ れ か ら 死 ん で 地 獄 で 長 い 間 煮 ら れ 、 責 め 苦 し め ら れ た 。
そ こ か ら 出 る と 牝 猿 の 胎 に 入 っ た 。 ‖ 436‖  

  
猿 に 生 ま れ 、 猿 の 長 に 去 勢 さ れ た 。  

 
そ の 私 は 、 そ れ か ら 死 ん で 、 シ ン ダ ヴ ァ の 森 で 命 尽 き て 、 片 目 で 片 足
の 不 自 由 な 牝 山 羊 の 胎 に 入 っ た 。 ‖ 438‖  

 
山 羊 に 生 ま れ 、 去 勢 さ れ 、 十 二 年 間 幼 児 を 乗 せ 運 び 、 虫 に 悩 ま さ れ 、 病

気 に な っ た 。  
 
そ の 私 は 、 そ れ か ら 死 ん で 、 牛 商 人 の 牝 牛 か ら 生 ま れ た 。 赤 銅 色 の 子
牛 だ っ た 。 十 二 か 月 で 去 勢 さ れ た 。 ‖ 440‖  

 
犂 と 車 を 引 き 盲 目 に な り 、 病 気 に な り 死 ん だ 。  

 
  そ の 私 は 、 そ れ か ら 死 ん で 街 道 筋 の 奴 隷 女 の 家 に 生 ま れ た 。 他 人 の 妻

に 通 じ て （ 作 っ た 業 ） に よ っ て 、 女 で も な く 男 で も な か っ た 。 ‖ 442‖   
 

次 は 貧 し い 家 に 生 ま れ る 。  
 

三 十 歳 で 死 ん で 、 貧 し く 、 財 な く 、 債 権 者 に 多 く の 負 債 を 持 っ て い る
車 夫 の 家 で 、 娘 に 生 ま れ た 。 ‖ 443‖  

 
こ の よ う な 苦 し い 輪 廻 に 身 を 置 い た 原 因 を 彼 女 は 次 の よ う に 考 え た 。  

 
下 女 の よ う に （ 仕 え た ） 私 を 彼 ら が 捨 て て 去 っ た の は 、 こ れ は 、 そ の
業 の 報 で あ る 。 私 は そ れ を 終 焉 し た 。 ‖ 447‖  

 
夫 が 結 納 金 を 払 う 場 合 も 、 夫 が 持 参 金 を 受 け 取 る こ と も あ り 、 娘 の 実 家

が 夫 婦 の 世 話 を す る こ と も あ る 。 当 時 の 婚 姻 形 式 が 窺 え る 偈 で あ る 。 イ シ
ダ ー シ ー の 場 合 は 一 度 目 の 結 婚 で は 夫 か ら 結 納 金 を 貰 っ て い る が 、 二 度 目
は 持 参 金 を 持 っ て 嫁 い で い る 。 三 度 目 に な る と 、 父 が 婿 を 迎 え 、 娘 と 一 緒
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に 住 ま わ せ 面 倒 を 見 た 。 ま た 夫 の 経 済 力 か ら 見 て 最 初 は 結 納 金 を 払 え る
家 、 二 度 目 は 持 参 金 を 受 け 取 る 家 に 下 が り 、 三 度 目 は 襤 褸 と 鉢 し か 持 た な
い 者 と ま た 下 が っ て い る 。 女 の 価 値 が 金 銭 で 測 ら れ 、 離 婚 を 繰 り 返 す た び
に 社 会 的 な 女 の 価 値 が 低 め ら れ て い く の が 解 る 。  
 並 川 孝 儀 氏 は 仏 陀 が 輪 廻 を ど の よ う に 捉 え て い た か を 、 古 層 と 最 古 層 を
比 較 し 、 最 古 層 で は 輪 廻 と 業 報 を 結 び つ け る 記 述 は 見 ら れ な い 。 輪 廻 の 考
え 方 や 表 現 が 時 代 に つ れ て 多 様 化 し 、 肯 定 的 に な り 、 さ ら に 積 極 的 に 取 り
込 ま れ て い っ た と い う 見 解 を 述 べ ら れ て い る 1 6 。 こ の 見 解 に 基 づ く と 不 幸
な 結 婚 生 活 を 三 度 も 強 い ら れ た 原 因 を 過 去 世 の 業 に よ る 輪 廻 と 考 え て い る
こ と か ら 、 こ の 偈 が 加 え ら れ た の は 他 の 偈 に 比 べ 後 の こ と で あ ろ う 。   

こ れ は 偈 が 制 作 さ れ た 当 時 の 人 々 が 輪 廻 の あ り 方 を ど の よ う に 考 え て い
た か 分 か る 偈 で も あ る 。 精 一 杯 夫 た ち に 尽 く し た に も 拘 わ ら ず 不 幸 な 結 婚
生 活 に 陥 っ た 原 因 を 、 イ シ ダ ー シ ー は 前 世 の 悪 業 ゆ え と 語 り 、 そ の 悪 果 は
繰 り 返 さ れ た 。 他 人 の 妻 と 親 し む と い う 悪 業 は 地 獄 に 始 ま り 、 動 物 に 生 ま
れ 去 勢 さ れ る こ と を 繰 り 返 す う ち に 、 野 生 か ら 人 間 の 生 活 圏 に 近 づ い て く
る 。 男 で も 女 で も な い 人 間 に 生 ま れ 、 極 貧 の 車 夫 の 娘 に 生 ま れ 、 金 持 ち の
娘 で 離 婚 を 繰 り 返 す と い う 性 に 関 す る 報 い を 受 け て い る 。 転 生 す る 度 に 悪
業 の 果 報 は 軽 減 さ れ て い き 、 悪 業 の 報 い は 七 生 に 渡 っ て い る 。  
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第 三 節  低 い 社 会 的 身 分 か ら の 出 家  
 
 食 事 さ え ま ま な ら ぬ 暮 ら し か ら 逃 れ る た め 出 家 し た の が チ ャ ン ダ ー で 、
奴 隷 の 身 で あ り な が ら 果 敢 に バ ラ モ ン に 論 争 を 挑 ん だ の が 、 プ ン ニ カ ー で
あ る 。 そ の 惨 め な 生 活 を チ ャ ン ダ ー は 次 の よ う に 語 っ て い る 1 。  
  

 私 は か つ て 貧 し く 、 夫 も な く 、 子 も な く 、 友 人 も 親 族 も な く 、 衣 食 も
得 ら れ な か っ た 。 ‖ 122‖  
鉢 と 杖 を 取 っ て 、 家 か ら 家 へ 物 乞 い し つ つ 、 寒 さ 暑 さ に 苦 し み な が ら
七 年 の 間 、 さ ま よ っ た 。 ‖ 123‖  
あ る 比 丘 尼 が 食 べ 物 と 飲 み 物 を 得 て い る の を 見 て 、 近 づ い て 言 っ た 。
「 私 は 家 な き も の と な り 、 遍 歴 し て い ま す 。 」 ‖ 124‖  
そ の パ タ ー チ ャ ー ラ ー 尼 は 、 私 を 憐 れ ん で 出 家 さ せ て く だ さ っ た 。 そ
れ か ら 私 を 教 誡 し 、 最 高 の 目 的 に 向 け て 激 励 さ れ た 。 ‖ 125‖   
私 は 彼 女 の 言 葉 を 聞 い て 、 教 え を 実 行 し た 。 大 姉 の 教 え は 空 し く な か
っ た 。 私 は 無 漏 の 三 明 を 有 す る 者 で あ る 。 ‖ 126‖  

 
夫 も 子 も 親 族 も 友 も い な い 女 性 が 命 を 繋 ぐ 手 段 は 、 食 物 を 乞 い な が ら さ

ま よ う こ と で あ っ た 。 孤 独 な 女 性 が 自 力 で 生 活 す る こ と の 難 し い 環 境 が 推
測 で き る 偈 で あ る 。 「 憐 れ ん で 」 と い う 言 葉 か ら 、 パ タ ー チ ャ ー ラ ー は 生
き る 術 の な い 彼 女 に 生 き る 道 筋 を 気 付 か せ る た め 出 家 さ せ 、 そ の 後 、 指 導
し 解 脱 に 導 い て い っ た 過 程 が よ く 分 か る 偈 で あ る 。 彼 女 の 出 家 は 極 貧 か ら
の 脱 却 で も あ っ た 。  

社 会 的 立 場 を 超 え て 自 身 の 見 解 を 述 べ る 女 性 も い た 。 奴 隷 の 身 で 最 高 位
に あ る バ ラ モ ン に 論 争 を 挑 ん だ の が プ ン ニ カ ー で あ る 。 仏 教 教 団 は ダ ー サ
や ダ ー シ ー と 呼 ば れ た 奴 隷 や 、 四 ヴ ァ ル ナ か ら は じ き 出 さ れ た 不 可 触 民 も
受 け 入 れ た 。 奴 隷 か ら 出 家 し た の が プ ン ニ カ ー で 、 自 己 の 境 遇 を 次 の よ う
に 語 っ て い る 2 。  
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私 は 水 汲 み 女 で 、 寒 い 時 も 常 に 水 に 入 っ た 。 貴 婦 人 た ち の 罰 を 恐 れ 、
言 葉 に よ る 怒 り の 恐 れ に 悩 ま さ れ た 。 ‖ 236‖  

 
水 汲 み は 女 奴 隷 の 仕 事 で あ る 。 奴 隷 は シ ュ ー ド ラ や 不 可 触 民 を さ す の で

は な い 。 売 買 ・ 相 続 ・ 贈 与 の 対 象 と な り 、 他 に 隷 属 し て 自 由 行 動 の で き な
い 者 で あ る 。 負 債 や 戦 場 の 捕 虜 、 売 買 な ど に よ り 奴 隷 と な り 、 女 奴 隷 か ら
生 ま れ た 者 も 母 と 同 じ 主 人 の 所 有 と な っ た 。 ま た 借 財 の 弁 済 や 、 所 有 者 に
よ っ て 解 放 さ れ る こ と で 元 の 身 分 の 自 由 人 に 戻 れ た 3 。 プ ン ニ カ ー は 女 奴
隷 と し て 辛 い 労 働 に 従 事 し て い た 。 プ ン ニ カ ー は 水 浴 す る バ ラ モ ン と 理 に
か な っ た 思 考 で 対 話 し て い る 。 寒 さ に 震 え な が ら 水 浴 す る 理 由 を 尋 ね た プ
ン ニ カ ー に 、 バ ラ モ ン は 次 の よ う に 答 え た 。  
 

老 人 で も 若 者 で も 悪 い 行 い を す る 者 は 、 水 浴 に よ っ て 悪 業 か ら 逃 れ
る 。 ‖ 239‖  

 
こ れ に 対 し プ ン ニ カ ー は 水 浴 が 無 意 味 で あ る と 反 論 す る 。  

 
ど ん な 無 知 な 人 が 無 知 な あ な た に 、 水 浴 に よ っ て 悪 業 か ら 逃 れ る と 説
い た の で す か 。 ‖ 240‖  
（ も し そ の 通 り な ら ） 蛙 も 、 亀 も 、 竜 も 鰐 も 、 そ の ほ か （ 水 中 で ） 動
く も の た ち は 天 界 に 行 く で し ょ う 。 ‖ 241‖  
屠 羊 者 た ち も 、 屠 豚 者 た ち も 、 漁 師 た ち も 、 猟 師 た ち も 、 盗 賊 た ち
も 、 死 刑 執 行 人 た ち も 、 そ の 他 の 悪 業 を な す 者 た ち は 水 浴 に よ っ て 悪
業 を 逃 れ る で し ょ う 。 ‖ 242‖  

 
こ の あ と プ ン ニ カ ー は 苦 し み を 厭 う な ら 悪 い 行 い を せ ず 、 仏 陀 の 教 え に

帰 依 す る こ と を 勧 め 、 水 浴 に よ っ て 悪 業 か ら 逃 れ よ う と し て い た バ ラ モ ン
は 仏 教 に 帰 依 し た 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 注 釈 』 で は プ ン ニ カ ー は 給 孤 独 長
者 の 女 奴 隷 の 子 で 仏 陀 の 説 法 を 聞 い て 預 流 果 に 入 っ た 。 沐 浴 に よ っ て 浄 め
よ う と す る バ ラ モ ン を 導 き 、 給 孤 独 長 者 に 褒 め ら れ 解 放 さ れ 出 家 し た ４ 。  

給 孤 独 長 者 の 奴 隷 で あ っ た か は プ ン ニ カ ー の 偈 か ら は 窺 う こ と は で き な
い が 、 奴 隷 が 自 由 に 出 家 す る こ と は 許 さ れ な い 。 主 人 に 所 有 さ れ る 奴 隷 は
そ の 所 有 者 か ら 解 放 さ れ る か 、 債 務 を 弁 済 す る な ど が 必 要 で あ る 。 プ ン ニ
カ ー の 能 力 を 高 く 評 価 し た 主 人 か ら 解 放 さ れ た 可 能 性 は 大 で あ る 。  
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屠 羊 者 ・ 屠 豚 者 ・ 漁 師 ・ 猟 師 ・ 死 刑 執 行 人 は 不 可 触 民 の 職 業 で あ る が 、
こ れ ら の 職 業 に 就 く 者 は 悪 業 を 為 す 者 と こ の 偈 は み な し て い る 5 。 生 ま れ
に よ っ て 職 業 が 定 め ら れ る カ ー ス ト 制 度 の 下 で は 、 悪 業 と さ れ て も そ れ に
従 事 す る 以 外 生 き る 手 段 は な い 。 こ れ ら の 職 業 に 対 し て 、 こ の よ う な 考 え
か た を し て い た 出 家 者 が い た こ と が 知 ら れ る 。 奴 隷 女 で は あ る が プ ン ニ カ
ー は 最 上 位 で 知 識 階 級 の バ ラ モ ン に 対 し 卑 屈 に な ら ず 、 彼 の 行 為 が 理 に 合
わ な い こ と を 仏 教 思 想 に よ っ て 示 し 出 家 に 導 い て い る 。 こ の こ と か ら 身 分
性 別 に 関 係 な く 意 見 を 述 べ ら れ る 環 境 が 仏 教 教 団 に あ っ た 。 プ ン ニ カ ー が
奴 隷 の 労 働 の 辛 さ を 語 っ て い る こ と で 、 そ れ も 出 家 の 要 因 で あ っ た と 思 わ
れ る 。 二 人 の 出 家 は 仏 教 教 団 が 社 会 的 に 立 場 の 低 い 人 も 受 け 入 れ た こ と を
示 し て い る 。  
 
 
1  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pp .135 -136 .  

2  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pp ,146 -147 .  

3  山 崎 元 一 『 古 代 イ ン ド の 社 会 の 研 究 ： 社 会 の 構 造 と 庶 民 ・ 下 層 民 』 、 刀 水 書 房 、

1987年 、 pp.27-38。  

4  村 上 真 完 ・ 及 川 真 介 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016年 、 pp.358-359。  

5  渡 瀬 信 之 『 マ ヌ 法 典 』 、 平 凡 社 、 2013 年 、 pp.363-367。  

 

 
弟 四 節  自 己 主 張 す る 娘 た ち  
 
 自 分 の 生 き る 道 は 自 分 で 決 め る 。 現 在 で は 人 と し て は 当 た り 前 の 考 え で
あ る が 、 当 時 の 娘 た ち に と っ て は 父 の 決 め た 相 手 に 嫁 ぐ 以 外 の 選 択 は 許 さ
れ な か っ た 。 そ の よ う な 社 会 通 念 に 逆 ら っ て 、 仏 教 出 家 者 を 好 ま し く な い
者 た ち と 見 て い た バ ラ モ ン の 父 を 説 得 し て 出 家 し た の が ロ ー ヒ ニ ー で あ る
１ 。 父 は 仏 教 沙 門 に 傾 倒 す る 娘 ロ ー ヒ ニ ー に 沙 門 た ち の こ と を 次 の よ う に
批 判 し た 。  

 
仕 事 を 欲 せ ず 、 怠 惰 で 、 他 人 に 与 え ら れ た も の で 生 き 、 （ 他 人 を ） 当
て に し 、 美 味 し い も の を 欲 し が る 人 た ち で あ る 。 な ぜ あ な た は 沙 門 た
ち が 好 き な の か 。 ‖ 273‖  

 
こ の 父 の 問 い に ロ ー ヒ ニ ー は 沙 門 た ち の 素 晴 ら し さ を 語 る 。  
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仕 事 を 欲 し 、 怠 惰 で な く 、 最 も 優 れ た 仕 事 を す る 人 た ち で あ り 、 貪 り
や 瞋 を 捨 て て い ま す 。 だ か ら 私 は 沙 門 た ち が 好 き な の で す 。 ‖ 275‖  

 
こ の 後 も ロ ー ヒ ニ ー は 沙 門 た ち の 法 に 従 い 修 行 す る 素 晴 ら し さ を 次 々 と

話 し て い く 。 父 は ロ ー ヒ ニ ー の 語 る こ と を 理 解 し た 。   
 
貴 き 者 よ 、 ロ ー ヒ ニ ー よ 、 実 に あ な た は 我 々 の た め に （ こ の ） 家 に 生
ま れ た 。 仏 陀 と 教 え と 僧 伽 に 信 を 抱 き 、 深 く 尊 重 し て い る 。 ‖ 286‖  
こ れ が 無 上 の 福 田 で あ る こ と を 、 あ な た は 知 っ て い る 。 こ れ ら の 沙 門
た ち は 私 た ち の 布 施 を 受 け 取 っ て く だ さ る だ ろ う 。 私 た ち の 広 大 な 供
養 が 整 え ら れ る だ ろ う 。 ‖ 287‖  

 
そ こ で ロ ー ヒ ニ ー は 父 に 仏 教 へ の 帰 依 を 勧 め る 。  

   
も し あ な た が 苦 を 恐 れ 、 も し あ な た が 苦 を 厭 う な ら 、 仏 陀 と 、 教 え
と 、 僧 伽 に 帰 依 し て く だ さ い 。 戒 を 受 持 し て く だ さ い 。 そ れ は あ な た
の た め に な る で し ょ う 。 ‖ 288‖   

 
父 は 娘 の 勧 め を 受 け 入 れ た 。   

 
仏 陀 と 、 教 え と 、 僧 伽 に 帰 依 し よ う 。 戒 を 受 持 し ょ う 。 そ の こ と は 私
の た め に な る だ ろ う 。 ‖ 289‖  

 
父 親 の 言 葉 か ら 彼 は 仏 教 に 批 判 的 な 人 物 で あ る こ と が 分 か る 。 彼 が 仏 教

沙 門 の 欠 点 と 考 え て い る こ と を 挙 げ 、 娘 の 心 を 沙 門 か ら 引 き 離 そ う と す
る 。 し か し ロ ー ヒ ニ ー は 沙 門 の 徳 を 語 る こ と で 逆 に 父 を 仏 教 の 帰 依 へ と 導
い た 。 も う 一 人 娘 の 出 家 に 反 対 す る 両 親 を 説 き 伏 せ た の が ス メ ー ダ ー で あ
っ た 2 。 彼 女 は マ ン タ ー ヴ ァ テ ィ ー の コ ン チ ャ 王 の 王 女 で あ り 、 ヴ ァ ー ラ
ナ ヴ ァ テ ィ ー の ア ニ カ ラ ッ タ 王 と の 結 婚 も 決 ま っ て い た 。 仏 教 の 教 え に 深
く 傾 倒 し た 彼 女 は 結 婚 式 の 日 に 父 母 に 出 家 を 願 っ た が 、 父 母 は 王 権 が も た
ら す 快 楽 を 説 き 、 彼 女 の 出 家 願 望 を 取 り 除 こ う と し た 。 し か し 彼 女 は 欲 楽
の も た ら す 障 害 と 輪 廻 の 苦 悩 か ら 逃 れ る に は 、 解 脱 を 目 指 し 出 家 す る の み
と 考 え 、 自 ら 髪 を 切 る と い う 大 胆 な 行 動 に 出 た 。 ア ニ カ ラ ッ タ 王 も 出 家 を
止 め よ う と す る が 彼 女 の 意 志 は 固 く 、 逆 に 両 親 に 彼 女 の 出 家 を 願 い 、 許 さ
れ て 出 家 の 道 を 得 た 。  
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『 マ ヌ 法 典 』 で は 娘 は 父 の 支 配 に 従 わ ね ば な ら な い 。 し か し 、 彼 女 た ち
は 社 会 通 念 に 縛 ら れ ず 、 自 分 の 意 見 を は っ き り 述 べ 、 生 き る 道 を 自 分 で 選
び 、 男 女 平 等 に 生 き る 仏 教 出 家 者 に な る こ と を 選 ん だ 。  仏 教 教 団 は こ の よ
う に 自 立 を 目 指 す 女 性 た ち を 非 難 せ ず 、 彼 女 た ち の 志 を 理 解 し て い た 。  
 
 
1Thera-and  ther ī -gāthā ,  PTS,  pp .150 -151 .  

2Thera-and  ther ī -gāthā ,  PTS,  pp .167 -174 .  

 
 
第 五 節  誘 惑 を 撥 ね 除 け て  
 
 女 性 の 能 力 を 低 く 評 価 す る 社 会 通 念 を は ね の け 、 女 で あ る こ と を 卑 屈 に
思 わ ず 、 修 行 に 励 ん だ 比 丘 尼 た ち が い た 。 快 楽 の 享 受 を 勧 め 誘 惑 す る も の
を 退 け た の が セ ー ラ ー ・ ソ ー マ ー ・ ケ ー マ ー ・ ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー ・ ス バ
ー で あ る 。 悪 魔 の 囁 き に セ ー ラ ー は 毅 然 と 答 え た １ 。  
 

こ の 世 に 離 脱 は 存 在 し な い 。 あ な た は 遠 離 の 生 活 を し て 、 何 を し よ う
と す る の か 。 欲 楽 と 快 楽 を 享 受 し な さ い 。 後 に 、 後 悔 し て は な り ま せ
ん 。 ‖ 57‖  

  も ろ も ろ の 欲 望 は 刀 や 串 に 譬 え ら れ る 。 そ れ ら は （ 五 ） 蘊 の 断 頭 台 で
あ る 。 お ま え が （ 欲 楽 ） と 呼 ん で い る も の は 、 今 や 私 に と っ て （ 不 快
な も の ） で あ る 。 ‖ 58‖  

  （ 欲 楽 ） の 喜 び は あ ら ゆ る と こ ろ で 打 ち 破 ら れ 、 暗 黒 の 塊 は 砕 か れ  
た 。 悪 し き 者 よ 。 こ の よ う に 知 れ 。 お ま え は 打 ち 破 ら れ た 。 悪 魔 よ  
‖ 59‖  

 
 ソ ー マ ー も 同 じ よ う に 女 性 を 蔑 視 す る 悪 魔 を 退 け て い る ２ 。  

 
到 達 し 難 い 仙 人 た ち に よ っ て 得 ら れ る 境 地 は 二 本 の 指 ほ ど の 智 慧 の 女
に そ れ を 得 る こ と は で き な い 。 ‖ 60‖  

  心 が 定 ま っ て い て 、 智 慧 が 現 に 存 在 し て い る 時 、 正 し く 真 理 を 観 察 す
る 者 に と っ て 、 女 で あ る こ と が 何 （ の 妨 げ ） と な ろ う か 。 ‖ 61‖  

  （ 快 楽 の ） 喜 び は あ ら ゆ る と こ ろ で 砕 か れ 、 暗 黒 の 塊 は 破 ら れ た 。 悪
し き 者 よ 。 こ の よ う に 知 れ 、 お ま え は 打 ち 破 ら れ た 。 悪 魔 よ 。 ‖ 62‖  
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「 二 本 の 指 ほ ど の 智 慧 」 は 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 註 釈 』 に よ る と 、 ご 飯 を
炊 く 時 、 杓 文 字 で 掬 い 二 本 の 指 で 出 来 具 合 を 確 か め る こ と で あ る ３ 。 ご 飯
の 出 来 具 合 を 知 る こ と ぐ ら い し か で き な い 智 慧 と い う 意 味 に な る 。 誘 惑 し
ょ う と し た 者 に は 、 「 女 に は 出 家 修 行 な ど 所 詮 無 理 だ 」 と い う 侮 り が あ
る 。 セ ー ラ ー も ソ ー マ ー も 女 性 を 蔑 視 す る 悪 魔 に 堂 々 と 対 抗 し 、 女 性 で あ
る こ と に 引 け 目 を 感 じ ず 生 き た 人 で あ っ た 。 ケ ー マ ー も 誘 惑 さ れ る ４ 。  
 
  あ な た は 若 く 美 し く 、 私 も 若 い 青 年 で あ る 。 ケ ー マ ー よ 、 来 な さ い 。

五 種 の 部 分 か ら な る 楽 器 で 楽 し も う 。 ‖ 139‖  
  こ の 腐 っ た 、 病 ん だ 、 壊 れ や す い 身 体 に よ っ て 、 私 は 悩 ま さ れ 恥 じ

る 。 渇 愛 は 根 絶 さ れ た 。 ‖ 140‖  
も ろ も ろ の 欲 望 は 刀 や 串 に 譬 え ら れ る 。 そ れ ら は （ 五 ） 蘊 の 断 頭 台 で
あ る 。 お ま え が （ 欲 楽 ） と 呼 ん で い る も の は 、 今 や 私 に と っ て （ 不 快
な も の ） で あ る 。 ‖ 141‖  
（ 欲 楽 ） の 喜 び は あ ら ゆ る と こ ろ で 打 ち 破 ら れ 、 暗 黒 の 塊 は 砕 か れ
た 。 悪 し き 者 よ 。 こ の よ う に 知 れ 。 お ま え は 打 ち 破 ら れ た 。 悪 魔 よ 。
‖ 142‖  

 
 ケ ー マ ー は ビ ン ビ サ ー ラ 王 の 妃 で あ っ た が 出 家 し た 。 も と 王 妃 で あ っ た  
こ と は 男 の 興 味 を 引 く に 充 分 な 経 歴 で あ り 、 誘 惑 す る 男 も い た で あ ろ う 。

ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー は 青 蓮 の 色 と い う 意 味 で 、 彼 女 の 美 し さ を 表 す 名 で  
あ る 。 悪 魔 が 彼 女 に 語 り か け る 5 。  
 
  頂 上 に 花 の 咲 き 乱 れ る 樹 に 近 づ い て 、 あ な た は 一 人 樹 の 根 元 に 立 つ 。

ま た 、 あ な た の 側 に 誰 も い な い 。 あ な た は 悪 人 を 恐 れ な い の か 。
‖ 230‖  

  千 人 の 悪 人 の 百 束 が 近 づ い た と し て も 、 私 は 毛 も 動 か さ な い し 、 戦 か
な い 。 悪 魔 よ 、 お ま え は 一 人 で 私 に 何 を し ょ う と す る の か 。 ‖ 231‖  
こ の 私 は 、 お ま え の 腹 に 入 り 隠 れ る こ と が で き る 。 私 は 、 お ま え の 眉
間 に 立 つ こ と が で き る が 、 お ま え は 立 っ て い る 私 を 見 る こ と は で き な
い 。 ‖ 232‖  

 
 誘 惑 す る 男 を 同 じ 神 通 力 で 退 け た の が ス バ ー で あ っ た 6 。 ジ ー ヴ ァ カ の マ
ン ゴ ー 林 に 向 か っ て い た ス バ ー を 、 一 人 の 男 が 遮 っ た 。 ス バ ー は 、 出 家 し
た 女 性 に 触 れ る こ と は よ く な い こ と で 、 仏 陀 の 教 え を 学 び 、 汚 れ な く 、 解
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脱 し て い る 私 を 、 心 の 汚 れ た あ な た が 、 な ぜ 遮 る の か と 言 う と 、 男 は ス バ
ー を 誘 惑 し ょ う と す る 。  
 

あ な た は 若 く て 美 し い 。 あ な た の 出 家 は 何 に な る の で す か 。 汚 れ た 色
の 衣 を 捨 て な さ い 。 花 咲 く 林 の 中 で 楽 し み ま し ょ う 。 ‖ 370‖  

 
男 は ス バ ー を さ ま ざ ま な 美 し い も の に 譬 え 、 望 み を 叶 え て く れ た な ら 、

贅 沢 な 暮 ら し を 与 え る と 言 っ た 。 執 念 深 く 食 い 下 が る 男 に ス バ ー は 神 通 力
を 発 揮 し た 。  

 
眉 目 麗 し く 、 心 に 執 着 の な い （ ス バ ー ） は （ 眼 を ） 抉 り 出 し 、 そ れ に  
執 着 せ ず 、 「 さ あ 、 あ な た の た め に 持 っ て い き な さ い 。 」 と 、 素 早 く  
そ れ を 男 に 与 え た 。 ‖ 396‖  

 
眼 を 差 し 出 さ れ た 男 は 、 愛 欲 を 失 っ て 、 二 度 と こ の よ う な こ と は し な い  

か ら と 、 彼 女 に 許 し を 請 う た 。  
相 手 の 眉 間 に 立 っ た り 、 眼 を 抉 り 出 し た り フ ァ ン タ ジ ッ ク な 話 で 、 と う

て い 真 実 と は い え な い が 、 比 丘 尼 と い う 当 時 の イ ン ド に は 珍 し い 存 在 の 女
性 に 、 淫 欲 か ら 興 味 を も つ 男 性 が い た こ と は 、 誘 惑 さ れ た 経 験 を 持 つ 比 丘
尼 が 多 い こ と か ら 窺 え る 。 植 木 雅 俊 氏 は 、 魔 の 十 の 軍 勢 と し て 、 『 ス ッ タ
ニ パ ー タ 』 436～ 438偈 か ら 、 欲 望 ・ 嫌 悪 ・ 飢 渇 ・ 愛 執 ・ も の う さ と 睡 眠 ・
恐 怖 ・ 疑 惑 ・ み せ か け と 強 情 ・ 誤 っ て 得 ら れ た 利 得 と 名 声 と 尊 敬 と 名 誉 ・
自 己 を 誉 め 称 え て 他 人 を 軽 蔑 す る こ と を 挙 げ ら れ 、 悪 魔 は 心 に 宿 る 煩 悩 で
あ る か ら 、 同 じ く 967偈 か ら 「 心 の 乱 れ を 感 ず る と き に は 『 魔 の 仲 間 』 で
あ る と 思 っ て こ れ を 除 き 去 れ 」 と 自 己 の 心 に 生 じ る 乱 れ を 悪 魔 と 解 釈 さ れ
て い る ７ 。 し か し 、 比 丘 尼 に 興 味 を も ち 、 誘 惑 し よ う と す る 男 性 の 態 度 を
悪 魔 の 言 葉 と し て 表 現 し て い る と も 考 え ら れ る だ ろ う 。  
  
1  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  p129 .  

2  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pp .129 .130 .  

3  村 上 真 完 ・ 及 川 真 介 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016 年 、 p.126。  
4  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  p137 .  

5  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pp .144 -145 .  

6  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pp .158 -162 .  

7  植 木 雅 俊 『 男 性 原 理 と 女 性 原 理 』 、 中 外 日 報 社 、 1996年 、 pp.65-66。  
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小 結  
 
比 丘 尼 の 出 家 動 機 で 最 も 多 い の が 子 を 亡 く し た 辛 さ で あ る 。 男 子 を 生 む

こ と が 妻 の 義 務 で あ る 当 時 の 社 会 通 念 上 、 子 を 亡 く し た 母 た ち の 立 場 が い
か に 過 酷 で あ っ た か を 物 語 っ て い る 。 夫 を 捨 て た 妻 た ち が 、 性 悪 の 男 性 と
の く だ ら な い 結 婚 生 活 を 語 っ て い る 。 公 然 と 批 判 す る 妻 の 言 い 分 を 認 め 出
家 さ せ て い る こ と か ら 、 当 時 の 仏 教 教 団 は 、 男 女 平 等 の 感 覚 で 夫 婦 の あ り
方 を 捉 え て い た と 思 わ れ る 。 妻 は 夫 に 従 属 し て 生 き る 存 在 で は な く 、 個 人
と し て 生 き る こ と を 認 め て い た の で あ る 。 夫 に 捨 て ら れ 出 家 し た 比 丘 尼 二
人 の 偈 は 、 共 に 仏 陀 の 教 え も 、 修 行 の 心 構 え も 、 語 ら ず 、 寧 ろ 彼 女 た ち の
回 顧 録 に 近 い も の で あ る 。 そ れ ゆ え に 俗 世 の 生 活 に お け る 苦 悩 が 伝 わ る 偈
で も あ る 。  

物 乞 い や 奴 隷 の 出 身 者 が い る こ と で 、 求 め る 者 は 社 会 的 身 分 に 関 係 な く
平 等 に 出 家 を 受 け 入 れ て い た 。 知 識 階 級 で あ る バ ラ モ ン に 堂 々 と 論 争 を 挑
む 女 性 の 偈 が あ る こ と か ら 、 比 丘 尼 た ち は 自 由 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き
る 環 境 の 中 に い た 。 父 の 決 め る 相 手 に 嫁 ぐ こ と だ け が 娘 の 生 き る 道 で あ っ
た 社 会 意 識 の 中 で 、 自 己 の 意 思 で 出 家 を 決 意 し て 父 を 説 き 伏 せ る 娘 の 偈 を
『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に 取 り 入 れ て い る こ と か ら 、 女 性 の 自 己 決 定 権 を 仏
教 教 団 は 認 め て い た 。 ま た 誘 惑 さ れ た 比 丘 尼 が 多 い こ と か ら 、 彼 女 た ち の
存 在 は 男 性 た ち の 興 味 を 引 く 存 在 で あ っ た よ う だ 。  

仏 教 比 丘 尼 教 団 に は 、 自 身 で 生 き 方 を 見 い だ し 、 そ れ に 向 か っ て 行 動 す
る こ と が で き る 比 丘 尼 た ち が 存 在 し て い た 。 そ の こ と が 、 彼 女 た ち の 偈 集
『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に 伝 え ら れ て い る 。 彼 女 た ち が 比 丘 尼 教 団 に 身 を 置
き 、 比 丘 た ち と 遜 色 な く 解 脱 の 道 を 求 め る こ と が で き た の は 仏 教 教 団 に 、
比 丘 尼 を 受 け 入 れ る 度 量 の 広 さ が あ っ た か ら で あ る 。 当 時 の 社 会 状 況 か ら
鑑 み る と 、 女 性 の 出 家 を 快 く 思 わ な い 比 丘 も い た で あ ろ う 。 ま た 布 施 に 生
活 手 段 を 依 存 す る 出 家 者 に と っ て は 在 家 の 理 解 を 得 る 必 要 も あ っ た で あ ろ
う 。 仏 陀 や 比 丘 尼 に 理 解 を 示 す 仏 弟 子 た ち が 、 こ れ ら の 問 題 の 対 処 に 苦 労
し た で あ ろ う こ と は 推 測 で き る 。 一 歩 を 踏 み 出 し た 女 性 た ち を 後 押 し し た
比 丘 た ち が い て こ そ 、 比 丘 尼 教 団 が 成 り 立 っ た の で あ ろ う 。 そ の こ と に つ
い て は 次 章 で 検 証 し た い 。  
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第 二 章  比 丘 尼 を 支 え た 比 丘 マ ハ ー カ ッ サ パ  
 
 マ ハ ー カ ッ サ パ は 仏 陀 亡 き 後 、 経 と 律 の 確 認 の た め 五 百 人 の 比 丘 を 招 集
し 、 第 一 次 結 集 を 開 き 、 仏 教 教 団 を 率 い た 比 丘 で あ る 。 ま た 厳 格 な 頭 陀 行
を 実 践 し た 比 丘 で も あ る 。 マ ハ ー カ ッ サ パ の 比 丘 尼 教 団 に 対 す る 態 度 に
は 、 よ き 理 解 者 と 差 別 者 の 二 通 り の 文 献 が あ る 。 本 来 の 彼 の 実 像 は ど ち ら
で あ っ た の だ ろ う か 。  
 
第 一 節  『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 に お け る マ ハ ー カ ッ サ パ の 頭 陀 行  
  

マ ハ ー カ ッ サ パ は 仏 教 教 団 で ど の よ う な 評 価 を 受 け て い た の だ ろ う か 。
モ ッ ガ ッ ラ ー ナ は 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 の 偈 で カ ッ サ パ に つ い て 次 の よ う に
語 っ て い る 1 。  
 

寂 静 で 、 寂 滅 で 、 辺 境 の 臥 坐 所 の 牟 尼 で あ り 、 仏 陀 の 最 上 の 後 継 者 で
梵 天 に 敬 礼 さ れ る 人 で あ る 。 ‖ 1168‖  
寂 静 で 、 寂 滅 で 、 辺 境 の 臥 坐 所 の 牟 尼 で あ り 、 仏 陀 の 最 上 の 後 継 者 で
あ る カ ッ サ パ に 、 バ ラ モ ン よ 、 敬 礼 せ よ ‖ 1169‖  

 
マ ハ ー カ ッ サ パ は モ ッ ガ ッ ラ ー ナ も 一 目 置 く 仏 弟 子 で あ っ た こ と が 窺 え

る 。 ま た 『 阿 育 王 経 』 に は 、 帝 釈 天 等 が 彼 の 入 滅 時 に 「 第 二 の 仏 」 と 表 現
し て い る 。  
   

今 此 迦 葉  第 二 佛 滅  正 法 山 墮  
  正 法 船 動  正 法 樹 落  正 法 海 涌  
  魔 王 歡 喜  攝 受 法 亂 ２  

   
今 第 二 の 仏 陀 で あ る 迦 葉 が 入 滅 し 、 正 法 の 山 は 堕 ち 、  

  正 法 の 船 は 動 き 、 正 法 の 樹 は 落 ち 、 正 法 の 海 は 涌 く  
  魔 王 は 歓 喜 し て 、 法 の 乱 れ を 摂 受 す る 。  
 

も う 一 人 『 大 智 度 論 』 で サ ー リ プ ッ タ が 「 第 二 の 仏 陀 」 と 呼 ば れ て い る
が ３ 、 サ ー リ プ ッ タ は 仏 滅 前 に 滅 し た の で 、 仏 滅 後 の 教 団 を 率 い た の は マ
ハ ー カ ッ サ パ で あ っ た 。 ま た 特 に 仏 陀 の 信 頼 が 厚 い 出 家 者 で も あ っ た 。  

『 雑 阿 含 経 』 ４ と 『 増 支 部 経 典 注 釈 』 ５ か ら そ れ が 知 ら れ る 。 『 雑 阿 含  
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経 』 で は 仏 陀 か ら 半 坐 を 分 け 与 え ら れ て い る 。  
 

一 時 佛 住 舎 衛 國 祇 樹 給 孤 獨 園 。 爾 時 尊 者 摩 訶 迦 葉 。 久 住 舎 衛 國 阿 練 若
床 坐 處 。 長 髭 鬟 著 弊 納 衣 。 來 詣 佛 所 。 爾 時 世 尊 無 數 大 衆 圍 繞 説 法 。 時
諸 比 丘 見 摩 訶 迦 葉 從 遠 而 來 。 見 已 於 尊 者 摩 訶 迦 葉 所 。 起 輕 慢 心 言 。 此
何 等 比 丘 。 衣 服 麁 陋 。 無 有 儀 容 而 來 。 衣 服 佯 佯 而 來 。 爾 時 世 尊 知 諸 比
丘 心 之 所 念 。 告 摩 訶 迦 葉 。 善 來 迦 葉 於 此 半 座 。 我 今 竟 知 。 誰 先 出 家 。
汝 耶 我 耶 。 彼 諸 比 丘 心 生 恐 怖 。 身 毛 皆 竪 。 並 相 謂 言 。 奇 哉 尊 者 。 彼 尊
者 摩 訶 迦 葉 大 徳 大 力 。 大 師 弟 子 。 請 以 半 坐 。 爾 時 尊 者 摩 訶 迦 葉 合 掌 白
佛 言 。 世 尊 。 佛 是 我 師 。 我 是 弟 子 。 佛 告 迦 葉 。 如 是 如 是 。 我 爲 大 師 。
汝 是 弟 子 。 汝 今 且 坐 。 隨 其 所 安 。 尊 者 摩 訶 迦 葉 諬 首 佛 足 。  
 
あ る 時 仏 は 舎 衛 国 の 祇 樹 給 孤 独 園 に お ら れ た 。 そ の 時 尊 者 摩 訶 迦 葉 が
長 い 間 舎 衛 国 の 阿 練 若 床 坐 処 に 滞 在 し て い た 。 髭 鬟 を 長 く し 、 弊 衣 を
着 て 仏 所 に 詣 で た 。 世 尊 は 無 数 の 大 衆 に 囲 ま れ て 説 法 を さ れ て い た 。
諸 の 比 丘 た ち は 摩 訶 迦 葉 が 遠 く か ら 来 る の を 見 た 。 尊 者 摩 訶 迦 葉 に 、
軽 い 慢 心 を 起 こ し て 言 っ た 。 「 こ の 人 は ど う い う 比 丘 か 。 衣 服 は 粗 末
で 賤 し く 、 礼 儀 に か な わ な い 。 こ の よ う な 衣 服 で 、 ふ ら ふ ら と や っ て
来 た 。 」 そ の 時 世 尊 は 諸 の 比 丘 た ち の 心 の 思 い を お 知 り に な っ て 、 摩
訶 迦 葉 に 言 わ れ た 。 「 よ く 来 た 迦 葉 、 こ の 半 座 を 使 い な さ い 。 私 は 今
つ い に 知 り ま し た 。 誰 が 先 に 出 家 し た の で す か 。 あ な た で し ょ う か 。
私 で し ょ う か 。 」 諸 の 比 丘 た ち は 心 に 恐 怖 を 生 じ て 、 み な 身 の 毛 が よ
だ ち 、 互 い に 言 い 合 っ た 。 「 思 い が け な い こ と で す 。 尊 者 、 尊 者 摩 訶
迦 葉 は 大 徳 大 力 で す 。 大 師 の 弟 子 で あ る の に 、 半 坐 を 許 さ れ る と
は 。 」 尊 者 摩 訶 迦 葉 は 合 掌 し て 仏 に 申 し 上 げ た 。 「 世 尊 。 仏 は 私 の 師
で す 。 私 は 弟 子 で す 。 」 仏 は 迦 葉 言 わ れ た 。 「 そ の 通 り 、 そ の 通 り 。
私 は 大 師 で 、 あ な た は 弟 子 で す 。 あ な た は ひ と ま ず 坐 っ て い な さ い 。
そ こ に 安 心 し て 坐 っ て い な さ い 。 」 尊 者 摩 訶 迦 葉 は 仏 の 足 に 諬 首 し
て 、 退 い て 一 面 に 坐 っ た 。  

 
『 増 支 部 経 典 注 釈 』 で は 仏 陀 と 衣 を 交 換 し て い る 。  
大 迦 葉 が 仏 陀 に 出 会 い 出 家 を 願 い 出 た 。 仏 陀 が お 坐 り に な り た い と 思 っ

た 大 迦 葉 は 自 分 が 着 て い た 外 衣 を 四 つ に 折 っ て 、 仏 陀 の 座 に し た 。 大 迦 葉
の 衣 が 柔 ら か い と 言 わ れ た 仏 陀 に 、 大 迦 葉 は 仏 陀 の 糞 掃 衣 と 自 分 の 衣 と の
交 換 を 申 し 出 た 。 仏 陀 は 「 諸 仏 が 着 古 し た 衣 は 、 力 が あ り 、 修 行 を 成 し 遂
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げ 、 純 粋 の 糞 掃 衣 者 が 取 る に ふ さ わ し い 。 」 と 言 わ れ て 、 衣 を 交 換 さ れ
た 。  
 半 坐 を 分 け 与 え ら れ た り 、 衣 を 交 換 し た り し た の は マ ハ ー カ ッ サ パ だ け
で あ る こ と か ら 、 仏 陀 の 信 頼 の 深 さ が 窺 え る 。 頭 陀 第 一 と 称 さ れ る マ ハ ー
カ ッ サ パ と は 、 ど の よ う な 頭 陀 行 を 実 践 し て い た の で あ ろ う か 。 凄 ま じ い
と も い え る よ う な 厳 し い 頭 陀 行 の 姿 が 、 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 に お け る 彼 の
偈 に 表 現 さ れ て い る 6 。  

 
群 衆 に 崇 め ら れ て 行 っ て は な ら な い 。 惑 乱 し 精 神 統 一 は 得 が た い 。 さ
ま ざ ま な 人 々 の 支 持 （ を 得 る こ と ） は 苦 で あ る と 見 て 、 群 衆 の 支 持 を
喜 ん で は な ら な い 。 ‖ 1051‖  
牟 尼 は 家 々 に 近 づ い て は な ら な い 。 惑 乱 し て 精 神 統 一 は 得 が た い 。 貪
欲 に 味 を 貪 り 求 め る 者 は 安 楽 を も た ら す 目 的 を 失 う 。 ‖ 1052‖  
な ぜ な ら 家 々 に お け る 礼 拝 や 供 養 は 泥 で あ る と 知 っ て い る か ら で あ
る 。 細 い 矢 は 抜 き が た く 、 劣 っ た 人 は 尊 敬 さ れ る こ と を 捨 て が た い 。
‖ 1053‖  
私 は 座 臥 所 を 下 り て 、 托 鉢 の た め 都 市 に 入 っ た 。 食 事 を し て い る ハ ン
セ ン 病 の 男 に 恭 し く 近 づ い た 。 ‖ 1054‖  
彼 は 爛 れ た 手 で 食 べ 物 を 渡 し た 。 一 握 り の 食 べ 物 を 鉢 に 投 げ 入 れ た
時 、 指 が ち ぎ れ そ こ に 落 ち た 。 ‖ 1055‖  
垣 根 に 近 寄 っ て 一 握 り の 食 べ 物 を 食 べ た 。 食 べ て い る 時 も 、 食 べ て し
ま っ た 時 も 、 嫌 悪 感 は な か っ た 。 ‖ 1056‖  
（ 戸 口 に ） 立 っ て （ 得 る ） 托 鉢 食 が 食 べ 物 で 、 陳 棄 薬 が 薬 で あ る 。 木
の 根 が 座 臥 所 で 、 糞 掃 衣 が 衣 で あ る 。 こ れ ら を 成 し 遂 げ た 人 が 四 方 の
人 で あ る 。 ‖ 1057‖  

  
生 活 手 段 を 持 た な い 仏 教 出 家 者 は 在 家 の 布 施 に 依 存 し て 生 計 を 立 て る 。

日 々 の 食 事 か ら 僧 院 ま で 布 施 は 種 々 に 至 り 、 在 家 の 支 持 が 比 丘 の 生 活 の 豊
か さ や 教 団 の 存 続 に 大 き く 関 わ っ て い た 。 そ の た め 比 丘 の 中 に は 、 徳 に よ
っ て 受 け る べ き 在 家 の 支 持 を 人 気 取 り に よ っ て 得 よ う と し て 堕 落 す る 者 も
い た 7 。 マ ハ ー カ ッ サ パ は こ の よ う な 危 険 性 を 厳 し く 戒 め て い る 。  

一 方 、 在 家 に と っ て 布 施 は ど の よ う な 効 能 を も た ら し た の か 。 『 大 般 涅
槃 経 』 で は 次 の よ う に 述 べ ら れ て い る 。  
   
  純 陀 。 我 今 受 汝 所 獻 供 養 。 爲 欲 令 汝 度 於 生 死 諸 有 流 故 。 若 諸 人 天 於 此  
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最 後 供 養 我 者 。 悉 皆 當 得 不 動 果 報 常 受 安 楽 。 何 以 故 。 我 是 衆 生 良 福 田
故 8  

  
純 陀 (チ ュ ン ダ )よ 。 私 は 今 あ な た が 捧 げ る 供 養 を 受 け ま し よ う 。 あ な
た を 生 死 流 転 か ら 救 う た め で す 。 も し 人 や 天 人 で 最 後 に 私 に 供 養 し た
者 は 、 当 然 残 ら ず 果 報 を 得 て 安 楽 を 受 け ま す 。 な ぜ な ら 私 は 衆 生 の 良
い 福 田 で あ る か ら で す 。  

 
こ の よ う に 、 輪 廻 か ら 逃 れ る こ と の で き な い 在 家 は 、 徳 の あ る 出 家 者 に

布 施 す る こ と に よ っ て 、 来 世 は 天 界 や 人 界 の よ り 良 い 境 遇 に 生 ま れ る 。 優
れ た 比 丘 は 布 施 と い う 種 を ま き 果 報 を 得 る 田 、 福 田 で あ る 。  

『 マ ヌ 法 典 』 で は バ ラ モ ン が 食 べ 物 を 受 け て は い け な い 人 間 が 多 数 挙 げ
ら れ て い る が 、 そ の 中 に 病 人 も い た 9 。  
 

酔 っ 払 い 、 怒 っ て い る 者 お よ び 病 人 〔 の 食 べ 物 〕 を 決 し て 食 し て は な
ら な い 。 頭 髪 、 虫 の 落 ち て い る 食 べ 物 、 足 で 意 図 的 に 触 れ ら れ た も の
〔 を 食 し て は な ら な い 〕 。 ‖ 4・ 207‖   

 
『 マ ヌ 法 典 』 で は 供 養 が 拒 否 さ れ て い る 病 人 で あ る 。 現 世 の 境 遇 が 辛 く

苦 し い も の で あ る ほ ど 、 来 世 に は よ り よ き 世 界 に 生 を 受 け た い と の 望 み は
強 い で あ ろ う 。 病 人 の 食 べ 物 を 、 不 浄 感 な く 食 べ る カ ッ サ パ は 、 布 施 し た
者 に と っ て は ま さ に 福 田 で あ っ た ろ う 。 糞 掃 衣 ・ 乞 食 ・ 樹 下 住 ・ 陳 棄 薬 は
仏 教 出 家 者 の 基 本 生 活 で あ る 。 し か し 在 家 が 与 え る 場 合 は 衣 ・ 家 ・ 薬 を 受
け 取 る こ と も で き る し 、 食 事 の 招 待 や 差 し 入 れ を 受 け る こ と も 許 さ れ る 。
し か し カ ッ サ パ は 基 本 生 活 を 守 る こ と を 旨 と し て い た 。  

病 人 の 食 べ 物 を 自 ら 進 ん で 受 け て い る 姿 に は 、 自 身 に 厳 し く 他 に 優 し い
カ ッ サ パ 像 が 窺 え る 。 こ の よ う な 姿 勢 で 人 々 に 接 し た カ ッ サ パ が 、 女 性 に
対 し て 差 別 的 な 見 解 を 持 っ て い た と は 考 え づ ら い 。  

 
 

1  Thera -and t her ī -gāt hā ,  PTS ,  pｐ .104-108 .  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 五 十 、 「 阿 育 王 経 」 巻 第 七 、 p.154a。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 五 、 「 大 智 度 論 」 巻 第 二 、 p.68b。  

4『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 、 「 雑 阿 含 経 」 巻 第 四 十 一 、 p.302a。  

5 及 川 真 介  『 大 迦 葉 』 、 法 華 文 化 研 究 １ ３ 号 、 法 華 文 化 研 究 所 、 1987 年 。  
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pp.596c-597a。 「 摩 訶 僧 祇 律 」 巻 第 七 、 pp.286c-287a。 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二

十 三 、 「 十 誦 律 」 巻 第 四 、 p.26b。 「 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 」 巻 第 十 五 、 p.705a。

「 根 本 説 一 切 有 部 苾 芻 尼 毘 那 耶 」 巻 第 七 、 p.94 0c。  

8『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 十 二 、 「 大 般 涅 槃 経 」 巻 第 二 、 p.375b。  

9 渡 瀬 信 之 『 マ ヌ 法 典 』 、 平 凡 社 、 2013 年 、 pp.159-162。  

 
 
第 二 節  律 蔵 に お け る マ ハ ー カ ッ サ パ の 女 性 観  

 
第 一 次 結 集 に 関 す る 『 パ ー リ 律 』 で は 、 女 性 の 出 家 に 尽 く し た ア ー ナ ン

ダ を 比 丘 た ち が 責 め 、 懺 悔 す る こ と を 逼 っ た 。 主 導 者 と は さ れ て い な い
が 、 こ の 中 に は マ ハ ー カ ッ サ パ も 含 ま れ て い る １ 。 『 四 分 律 』 『 彌 沙 塞 部
和 醯 五 分 律 』 『 十 誦 律 』 『 摩 訶 僧 祇 律 』 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 雑 事 』 な
ど で は 、 第 一 次 結 集 に お い て 、 仏 陀 の 意 に 反 し て 女 性 の 出 家 を 仏 陀 に 請 う
た こ と は 突 吉 羅 で あ る と 、 マ ハ ー カ ッ サ パ が ア ー ナ ン ダ に 懺 悔 さ せ た と さ
れ て い る 。 お お む ね 律 蔵 で は 女 性 出 家 の 反 対 者 で 、 仏 教 に お け る 女 性 差 別
の 口 火 を 切 っ た 比 丘 と 捉 え て い る 2 。 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー は 仏 陀 に 出
家 の 許 し を 三 度 請 う た が 、 三 度 拒 否 さ れ た 。 し か し ア ー ナ ン ダ は 、 生 母 亡
き 後 仏 陀 を 育 て た マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー の 恩 を 仏 陀 に 説 き 出 家 の 許 し を
請 う た 。 こ れ に よ っ て 彼 女 の 出 家 は 許 さ れ た 。 律 蔵 で は 第 一 次 結 集 で 、 ア
ー ナ ン ダ は 女 性 の 出 家 に 力 を 尽 く し た こ と で 責 め ら れ る こ と に な る 。  

パ ー リ 律 で は マ ハ ー カ ッ サ パ を 含 む 比 丘 た ち が 、 次 の よ う に ア ー ナ ン ダ
を 責 め て い る 。  
 友 者 阿 難 よ 、 あ な た は 如 来 が 説 か れ た 法 と 律 に お い て 、 努 め て 婦 人 に 出
家 す る の を 得 さ せ た 。 こ れ を 突 吉 羅 罪 と し て 懺 悔 し な さ い 。 大 徳 ら よ 、 か
の 摩 訶 波 闍 波 提 瞿 曇 彌 は 世 尊 の 叔 母 で あ り 、 乳 母 で あ り 、 養 母 で あ り 、 乳
を 与 え た 人 で 、 世 尊 の 母 が 亡 く な ら れ て か ら 乳 を 与 え ら れ た の で 、 世 尊 の
説 か れ た 法 と 律 に お い て 努 め て 婦 人 の 出 家 を 得 さ せ ま し た 。 私 は 突 吉 羅 罪
と 見 ま せ ん が 、 尊 者 た ち を 信 じ そ れ を 突 吉 羅 罪 と し て 懺 悔 し ま す 。  
 マ ハ ー カ ッ サ パ は ア ー ナ ン ダ を 非 難 し た 一 人 で あ る 。 一 方 、 漢 文 律 で は
マ ハ ー カ ッ サ パ 自 身 が ア ー ナ ン ダ を 非 難 し て い る 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈
耶 雑 事 』 で は 次 の よ う に 語 ら れ て い る 。  
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時 迦 攝 波 告 阿 難 陀 曰 。 汝 云 我 於 僧 伽 無 違 犯 者 。 云 何 汝 於 僧 伽 得 無 愆
犯 。 汝 知 世 尊 不 許 女 人 。 性 懷 憍 諂 而 求 出 家 。 如 佛 言 曰 阿 難 陀 。 汝 勿 爲
女 人 求 請 出 家 及 近 圓 事 。 何 以 故 。 若 令 女 人 於 我 法 中 爲 出 家 者 。 法 不 久
住 。 如 好 稻 田 被 霜 雹 損 竟 無 穀 實 。 如 是 阿 難 陀 。 若 令 女 人 爲 出 家 者 。 法
當 損 滅 不 得 久 住 。 汝 請 佛 度 豈 非 過 失 。 阿 難 陀 曰 。 大 徳 且 止 當 見 容 恕 。
我 無 餘 念 請 度 女 人 。 然 大 世 主 是 佛 姨 母 。 摩 耶 夫 人 生 佛 七 日 便 卽 命 終 。
世 主 親 自 乳 養 。 既 有 深 恩 豈 不 報 。 又 復 我 聞 過 去 諸 佛 皆 有 四 衆 。 望 佛 同
彼 。 一 爲 報 彼 厚 恩 。 二 爲 流 念 氏 族 。 爲 此 請 佛 度 諸 女 人 願 容 此 過 。 迦 攝
波 告 曰 。 阿 難 陀 。 此 非 報 恩 。 便 是 滅 壞 正 法 身 故 。 於 佛 田 中 下 大 霜 雹 。
正 法 住 世 合 滿 千 年 。 由 汝 能 令 少 許 存 在 。 又 云 流 念 氏 族 者 此 亦 非 理 。 出
家 之 人 永 捨 親 愛 。 又 云 我 聞 過 去 諸 佛 皆 有 四 衆 。 望 佛 同 彼 者 。 於 曩 昔 時
人 皆 少 欲 。 於 染 瞋 癡 及 諸 煩 惱 悉 皆 微 薄 。 彼 合 出 家 。 今 則 不 然 。 世 尊 不
許 。 汝 見 苦 求 令 佛 聽 許 。 是 汝 初 過 可 下 一 籌 。  

 
そ の 時 迦 摂 波 は 阿 難 陀 に 言 っ た 。 「 あ な た が 『 私 は 僧 伽 に お い て 違 犯
は し て い ま せ ん 。 』 と 言 っ て も 、 ど う し て 僧 伽 に お け る 過 失 が な い と
さ れ よ う か 。 あ な た は 世 尊 が 憍 慢 と 諂 曲 を 懐 い て 出 家 を 求 め る 女 性 を
許 さ れ な か っ た こ と を 知 っ て い る で し ょ う 。 仏 が 言 わ れ た の は 、 『 阿
難 陀 、 あ な た は 女 人 の た め に 出 家 と 具 足 戒 を 求 め て は い け ま せ ん 。 ど
う し て か 。 も し 私 の 教 え の 中 で 女 性 を 出 家 さ せ る と 、 教 え は 長 く 続 か
ず 、 良 い 稲 田 が 霜 や 雹 に 損 な わ れ 、 つ い に 穀 物 の 実 り が な く な る よ う
に 、 阿 難 陀 よ 、 も し 女 性 を 出 家 さ せ る と 、 教 え は 損 滅 し て 長 く 続 か な
い の で す 。 』 あ な た は 仏 に 出 家 を 請 う た の は 、 ど う し て 過 失 で は な い
こ と が あ り ま し ょ う か 。 」 阿 難 陀 は 言 っ た 。 「 大 徳 、 一 寸 待 っ て 下 さ
い 。 私 は 余 念 が な く 女 性 の 出 家 を 願 っ た だ け で す 。 お 許 し く だ さ い 。
大 世 主 は 仏 の 叔 母 で 、 摩 耶 夫 人 が 仏 を 出 産 さ れ て 、 七 日 後 に 命 終 さ れ
ま し た 。 世 主 を 自 ら の 乳 で 養 わ れ 、 深 い 恩 が あ り ま す 。 ど う し て 報 わ
ず に い ら れ ま し ょ う か 。 ま た 私 は 過 去 の 諸 仏 は 皆 四 衆 が い た と 聞 い て
い ま す の で 、 仏 に も 過 去 仏 と 同 じ で あ る こ と を 望 ん だ の で す 。 一 に は
厚 恩 に 報 い る た め 、 二 に は 思 い を 氏 族 に 伝 え る た め 、 女 性 を 出 家 さ せ
る こ と を 求 め た の で す 。 ど う ぞ こ の 過 ち を 許 し て く だ さ い 。 」 迦 摂 波
は 言 っ た 。 「 阿 難 陀 よ 、 こ れ は 恩 に 報 い る こ と に は な り ま せ ん 。 こ れ
は 正 し い 教 え を 壊 滅 さ せ 、 仏 の 田 の 中 に 多 大 な 霜 や 雹 を 下 し 、 正 法 が
世 に 千 年 存 在 す る と こ ろ を 、 あ な た の た め 存 在 を 僅 か に し た か ら で
す 。 ま た 思 い を 氏 族 に 伝 え る と い う の は 、 理 に か な っ て い ま せ ん 。 出
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家 し た 人 は 永 久 に 親 愛 を 捨 て る か ら で す 。 ま た あ な た は 過 去 の 諸 仏 は
皆 四 衆 が い た と 聞 い て 、 仏 に 過 去 仏 と 同 じ こ と を 望 ん だ と 言 い ま す
が 、 遙 か 昔 の 人 は 皆 少 欲 で 、 皆 悉 く 瞋 癡 お よ び 煩 悩 が 少 な か っ た の
で 、 出 家 で き ま し た が 、 今 は そ う で は な く 、 世 尊 は お 許 し に は な り ま
せ ん 。 そ れ な の に あ な た は 目 の 当 た り に 無 理 に 求 め 仏 に お 許 し を 強 い
ま し た 。 こ れ は あ な た の 最 初 の 過 ち の 一 つ と 判 断 し な さ い 。 」  

 
 パ ー リ 律 で は 第 一 次 結 集 に 参 加 し た 比 丘 た ち は 女 性 の 出 家 に 反 対 で 、 マ
ハ ー カ ッ サ パ は そ の 一 人 に す ぎ な い 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 雑 事 』 で は
マ ハ ー カ ッ サ パ が ア ー ナ ン ダ を 責 め て い る こ と か ら 、 彼 が 女 性 の 出 家 に 積
極 的 に 反 対 の 立 場 を と っ て い る こ と に な る 。 漢 文 律 で は マ ハ ー カ ッ サ パ は
比 丘 尼 教 団 成 立 反 対 の 主 導 者 で あ っ た と さ れ て い る 。  
 

 

1『 南 伝 大 蔵 経 』 第 四 巻 、 「 律 蔵 」 四 、 p.433。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 二 、 「 五 分 律 」 巻 第 三 十 、 p.191b。 「 四 分 律 」 巻 第 五 十

四 、 p.967b-c。 「 摩 訶 僧 祇 律 」 巻 第 三 十 二 、 p.49 2a。 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十

三 、 「 十 誦 律 」 巻 第 六 十 、 p.449c。 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 四 、 「 根 本 説 一 切 有

部 毘 那 耶 雑 事 」 巻 第 三 十 九 、 pp.404c-405a。  

 
 
第 三 節  女 性 出 家 者 の よ き 理 解 者 マ ハ ー カ ッ サ パ  
  

 パ ー リ 文 献 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 注 釈 』 1 や 『 ア ン グ ッ タ ラ ・ ニ カ ー 註 釈 』 2

で は 、 マ ハ ー カ ッ サ パ は 妻 バ ッ タ ー と 出 家 す る た め 共 に 家 を 出 た 。 二 人 が
一 緒 に い る の を 見 た 人 は 「 出 家 し て も 離 れ て い る こ と が で き な い 。 」 と 思
う だ ろ う と 、 岐 路 で 別 々 の 道 を 行 く こ と に し た 。 ま た 『 仏 本 行 集 経 』 で は
律 蔵 と 相 容 れ な い マ ハ ー カ ッ サ パ の 女 性 観 が 記 さ れ て い る 。 女 性 の 出 家 が
許 さ れ た こ と を 知 っ た マ ハ ー カ ッ サ パ は 妻 バ ッ タ ー を 探 し だ し 、 仏 陀 の も
と で 出 家 す る よ う 勧 め 、 バ ッ タ ー は 出 家 し た 。 『 仏 本 行 集 経 』 は 次 の よ う
に 語 る 。  

 
爾 時 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 。 以 不 得 善 師 。 遂 至 外 道 波 離 婆 闍 迦 所 。 出 家 學
道 。 精 勤 修 習 。 成 就 彼 法 。 尅 獲 四 禪 。 具 足 五 通 。 於 彼 法 中 。 得 大 名
稱 。 成 就 威 力 。 爾 時 世 尊 。 已 開 女 人 。 聽 其 出 家 。 于 時 摩 訶 波 闍 波 提 。
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爲 五 百 釋 女 。 皆 悉 出 家 。 光 顯 佛 法 。 建 立 比 丘 尼 衆 。 於 彼 時 間 。 長 老 大
迦 葉 。 作 是 思 惟 。 我 於 往 昔 。 已 許 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 。 得 善 敎 師 。 要 當
相 示 。 必 令 汝 得 。 出 家 學 道 。 復 作 是 念 。 彼 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 。 今 在 何
處 。 卽 便 入 定 。 觀 察 是 女 。 以 清 浄 天 眼 過 於 人 眼 。 觀 見 是 女 。 在 彼 波 離
婆 闍 迦 外 道 之 處 。 出 家 學 道 。 住 在 恒 河 河 岸 之 處 。 修 外 道 行 。 見 已 便 喚
一 箇 得 通 比 丘 尼 來 。 而 告 言 曰 。 善 哉 姊 妹 。 汝 若 知 時 。 其 跋 陀 羅 迦 卑 梨
耶 女 。 於 波 離 婆 闍 迦 外 道 之 所 。 出 家 學 道 。 今 在 恒 河 河 岸 之 所 。 善 哉 姊
妹 。 汝 應 詣 彼 如 實 告 言 。 善 哉 姊 妹 。 汝 夫 迦 葉 。 我 共 同 師 。 出 家 學 道 。
汝 今 亦 可 往 詣 彼 所 。 於 我 師 邊 。 出 家 學 道 。 修 行 梵 行 。 時 彼 得 通 比 丘
尼 。 聞 長 老 摩 訶 迦 葉 如 是 語 已 。 譬 如 壯 士 屈 伸 臂 頃 。 彼 比 丘 尼 。 如 風 迅
疾 。 從 舎 衛 城 。 而 沒 其 身 相 。 遂 至 於 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 波 離 婆 闍 迦 外 道 女
前 現 。 身 却 往 在 於 一 面 。 彼 比 丘 尼 。 卽 便 慰 問 波 離 婆 闍 迦 外 道 之 女 。 慰
問 已 訖 。 而 復 告 言 。 善 哉 姉 妹 。 汝 應 知 時 。 汝 夫 迦 葉 。 與 我 同 師 。 出 家
學 道 。 修 行 梵 行 。 汝 今 亦 可 往 詣 彼 所 。 於 我 師 邊 。 出 家 學 道 。 修 行 梵 行
也 3 。  
 
そ の 時 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 は 、 優 れ た 師 に 恵 ま れ ず 、 つ い に 外 道 の 遊 行
者 の 所 で 、 出 家 し て 学 び 、 精 勤 に 修 習 し 、 教 え を 成 就 し 、 四 禅 を 修
め 、 五 通 を 具 足 し 、 そ の 教 団 の 中 で 名 声 を 得 て 威 力 を 発 揮 し た 。 世 尊
が 女 人 に 道 を 開 き 、 出 家 を 許 さ れ た 。 こ の 時 摩 訶 波 闍 波 提 と 五 百 人 の
釈 迦 族 の 女 性 た ち が 出 家 し て 、 仏 法 を 顕 ら か に し 、 比 丘 尼 僧 伽 を 設 立
し た 。 そ の 時 長 老 大 迦 葉 は こ の よ う に 思 っ た 。 「 私 は 以 前 、 跋 陀 羅 迦
卑 梨 耶 女 に 、 善 い 教 師 を 得 た ら 、 必 ず 知 ら せ て 、 あ な た を 出 家 学 道 さ
せ よ う 。 」 と 。 ま た こ う 思 っ た 。 「 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 は 今 何 処 に い る
だ ろ う か 。 」 す ぐ に 禅 定 に 入 り 、 彼 女 を 観 察 し よ う と 、 清 浄 で 優 れ た
天 眼 で 彼 女 を 観 る と 、 外 道 の 遊 行 者 の 所 に い て 、 出 家 学 道 し て い た 。
ガ ン ジ ス 河 の 岸 に い て 、 外 道 の 行 を 修 め て い た 。 見 終 わ る と す ぐ に 一
人 の 神 通 力 を 得 た 比 丘 尼 を 呼 び 寄 せ て 言 っ た 。 「 よ き か な 、 姉 妹 、 も
し 機 会 が あ れ ば 、 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 女 は 外 道 の 遊 行 者 の 所 で 、 出 家 学 道
し 、 今 ガ ン ジ ス 河 の 岸 に い ま す 。 よ き か な 、 姉 妹 、 あ な た は そ こ へ 行
っ て こ の よ う に 言 っ て く だ さ い 。 『 よ き か な 、 姉 妹 、 あ な た の 夫 迦 葉
は 私 と 同 じ 師 の も と で 、 出 家 学 道 し て い ま す 。 あ な た も そ こ へ 行 き 、
私 の 師 の 所 で 出 家 学 道 し 、 梵 行 を 修 行 す る べ き で す 。 』 と 。 」 神 通 力
を 得 た 比 丘 尼 は 長 老 摩 訶 迦 葉 の 伝 言 を 聞 く と 、 壮 士 が 臂 を 屈 伸 す る ほ
ど の 間 に 、 風 の よ う に 素 早 く 舎 衛 城 か ら そ の 姿 を 消 し て 、 つ い に 外 道
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の 遊 行 者 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 の 前 に 現 れ 、 却 い て 一 面 に 立 っ た 。 比 丘 尼 は
外 道 の 遊 行 者 の 女 を 慰 問 し て 、 こ の よ う に 言 っ た 。 「 よ き か な 、 姉
妹 、 あ な た に 時 が 来 た の で す 。 あ な た の 夫 迦 葉 は 私 と 師 を 同 じ く し て
い ま す 。 出 家 学 道 し 、 梵 行 を 修 行 し て い ま す 。 あ な た は 今 彼 の 所 に 行
っ て 、 私 の 師 の も と で 出 家 学 道 し 、 梵 行 を 修 行 す る べ き で す 。 」  
 

 こ こ で 語 ら れ る マ ハ ー カ ッ サ パ に は 女 性 を 排 除 し よ う と す る 姿 勢 は 微 塵
も な い 。 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 注 釈 』 や 『 ア ン グ ッ タ ラ ・ ニ カ ー ヤ 註 釈 』 は 二
人 が 別 々 の 道 を 行 く こ と に し た と こ ろ で バ ッ タ ー と の 関 わ り は 終 わ っ て い
る 。 『 仏 本 行 集 経 』 は そ の 後 い か に し て バ ッ ダ ー が 仏 教 教 団 で 出 家 し た か
の 話 を 展 開 し て い る 。 こ の 後 バ ッ ダ ー は 比 丘 尼 に 導 か れ 仏 陀 の も と に 行
き 、 出 家 を 願 っ た 。  

 
爾 時 世 尊 。 告 阿 難 言 。 長 老 阿 難 。 將 此 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 外 道 之 女 。 付 囑
摩 訶 波 闍 波 提 憍 曇 彌 。 勅 敎 言 曰 。 此 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 外 道 之 女 。 敎 令 出
家 授 具 足 戒 。 是 女 當 得 神 通 具 足 威 力 並 備 。 爾 時 長 老 阿 難 。 奉 佛 勅 命 。
白 佛 言 曰 。 如 世 尊 敎 。 不 敢 違 也 。 遂 將 彼 女 。 向 於 摩 訶 波 闍 波 提 憍 曇 彌
比 丘 尼 所 。 到 已 具 陳 如 上 之 事 。 爾 時 摩 訶 波 闍 波 提 憍 曇 彌 比 丘 尼 。 度 跋
陀 羅 迦 卑 梨 耶 外 道 之 女 。 令 得 出 家 授 具 足 戒 。 具 戒 未 久 。 至 空 閑 處 。 獨
自 安 靜 。 遠 離 諸 濁 。 精 勤 苦 行 。 心 不 放 逸 。 思 惟 而 住 。 爾 時 跋 陀 羅 迦 卑
梨 耶 外 道 之 女 。 卽 得 出 家 授 具 足 戒 。 乃 至 心 不 放 逸 。 思 惟 而 住 。 不 久 彼
衆 。 諸 善 男 子 。 善 女 人 等 。 正 信 出 家 。 求 無 上 梵 行 。 現 得 見 法 。 自 得 神
通 。 所 作 已 辦 。 得 安 樂 住 。 口 自 唱 言 。 生 死 已 斷 。 梵 行 已 立 。 所 作 已
辦 。 不 受 後 有 。 是 長 老 女 。 見 知 是 已 。 遂 得 阿 羅 漢 果 。 心 得 解 脱 。 世 尊
復 記 。 告 諸 比 丘 。 作 如 是 言 。 是 比 丘 尼 。 於 聲 聞 比 丘 尼 識 宿 命 中 。 是 跋
陀 羅 迦 卑 梨 耶 比 丘 尼 。 最 爲 第 一 。  

 
世 尊 は 阿 難 に 言 わ れ た 。 「 こ の 外 道 の 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 を 摩 訶 波 闍 波 提
憍 曇 彌 に 託 し な さ い 。 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 を 教 え て 出 家 さ せ 具 足 戒 を 授 け
な さ い 。 こ の 女 は き っ と 神 通 力 を 具 足 し 威 力 を 備 え る で し ょ う 。 」 長
老 阿 難 は 仏 の 勅 命 を 承 る と 仏 に 申 し 上 げ た 。 「 世 尊 の お っ し ゃ る 通 り
に 致 し ま す 。 」 彼 女 を 連 れ て 摩 訶 波 闍 波 提 憍 曇 彌 比 丘 尼 の 所 に 向 か
い 、 事 の 次 第 を 具 に 述 べ た 。 摩 訶 波 闍 波 提 憍 曇 彌 比 丘 尼 は 外 道 の 跋 陀
羅 迦 卑 梨 耶 を 得 度 さ せ 、 出 家 を 得 さ せ 具 足 戒 を 授 け た 。 具 戒 し て 間 も
な く 静 か な 所 に 行 っ て 、 独 り 安 静 し て 、 諸 濁 を 離 れ 、 精 勤 苦 行 し た 。
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心 は 放 逸 で な く 、 思 惟 し て 住 ん だ 。 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 は 出 家 し 具 足 戒 を
授 か り 、 心 は 放 逸 で な く 、 思 惟 し て 住 ん だ 。 ま も な く 善 男 子 ・ 善 女 人
等 と 同 様 に 、 正 信 を 以 て 出 家 し 、 無 上 の 梵 行 を 求 め 、 目 の 当 た り に 法
を 見 る こ と を 得 て 、 自 ら 神 通 を 得 て 、 所 作 を 為 し 、 安 楽 住 を 得 た 。
「 生 死 は す で に 断 っ た 、 梵 行 は す で に な し た 、 な す べ き こ と は す で に
な し た 、 今 後 有 を 受 け る こ と は な い 。 」 と 自 ら 口 に 唱 え た 。 こ の 長 老
女 は こ れ を 見 知 っ て 、 遂 に 阿 羅 漢 果 を 得 て 、 心 に 解 脱 を 得 た 。 世 尊 は
記 し て 、 諸 の 比 丘 に 告 げ 、 こ の よ う に 言 わ れ た 。 「 こ の 比 丘 尼 、 声 聞
比 丘 尼 の 宿 命 を 知 る 中 で 、 跋 陀 羅 迦 卑 梨 耶 比 丘 尼 を 第 一 と す る 。 」  

 
マ ハ ー カ ッ サ パ の 姿 勢 は 妻 の た め 比 丘 尼 の 誕 生 を 歓 迎 し 、 共 に 解 脱 に 向

か っ て 進 も う と す る 夫 婦 平 等 の 生 き 方 を し て い る 。 こ こ で 語 ら れ る マ ハ ー
カ ッ サ パ 像 は 女 性 を 差 別 す る こ と な く 受 け 入 れ 、 共 に 悟 り に 向 か っ て 歩 も
う と す る 男 女 平 等 思 想 の 持 ち 主 で あ る 。 比 丘 尼 の 誕 生 を 仏 教 教 団 の 妨 げ と
捉 え る 律 蔵 に お け る マ ハ ー カ ッ サ パ の 女 性 観 と は 相 反 す る も の で あ る 。  
 
 

１ 村 上 真 完 ・ 及 川 真 介 『 仏 弟 子 の こ と ば 註 』 三 、 春 秋 社 、 2015 年 、 pp.284-293。   

２ 及 川 真 介 『 大 迦 葉 』 、 法 華 文 化 研 究 １ ３ 号 、 法 華 文 化 研 究 所 、 1987 年 。 pp.14-

19。  

３ 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 三 、 「 仏 本 行 集 経 」 巻 第 四 十 七 、 pp.870b-871b。  

 
 
第 四 節  妻 バ ッ ダ ー ・ カ ピ ラ ー ニ ー の 証 言   
 

マ ハ ー カ ッ サ パ の 女 性 観 が 窺 え る 最 も 古 い 文 献 は 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』
に お け る バ ッ タ ー ・ カ ピ ラ ー ニ ー の 偈 で あ る １ 。 夫 と 妻 が 肩 を 並 べ 同 じ 道
を 目 指 す 姿 は 現 在 社 会 で は 何 処 で も 見 ら れ る 光 景 で あ る 。 女 性 は 夫 に 従 属
し 独 立 し て 何 事 も 行 え な い の が 古 代 イ ン ド 社 会 の 女 の あ り 方 で あ っ た 。 仏
教 教 団 に は 夫 と 同 じ 立 ち 位 置 で 出 家 し た 女 性 が い る 。 仏 陀 入 滅 後 の 仏 教 教
団 を 率 い た マ ハ ー カ ッ サ パ の 妻 バ ッ タ ー ・ カ ピ ラ ー ニ ー で あ る 。 彼 女 の 偈
に は 女 性 の 出 家 に 対 す る よ き 理 解 者 で あ る マ ハ ー カ ッ サ パ の 姿 が 見 ら れ
る 。  
 



34 
 

仏 陀 の 息 子 で 後 継 者 で あ る カ ッ サ パ は よ く 精 神 統 一 し て い て 、 前 世 の
境 遇 を 知 り 天 界 と 苦 界 を 見 て い る 。 ‖ 63‖  
ま た 聖 者 は 生 の 滅 尽 を 得 て 、 神 通 を 完 成 し た 。 こ れ ら 三 種 の 明 智 に よ
っ て 三 明 者 の バ ラ モ ン に な っ た 。 ‖ 64‖  
ま さ に 同 様 に バ ッ ダ ー ・ カ ピ ラ ー ニ ー も 三 明 者 で 、 死 魔 を 捨 て 、 軍 勢
を 伴 う 悪 魔 に 勝 っ て 最 後 の 身 体 を 保 っ て い る 。 ‖ 65‖  
世 間 に 煩 を 見 て 、 私 た ち 二 人 は 出 家 し た 。 か く し て 、 私 た ち は 漏 尽 者
と な り 、 調 御 さ れ 、 清 涼 と な り 安 ら ぎ に 達 し た 。 ‖ 66‖  

 
仏 陀 時 代 の 仏 教 教 団 で 、 も と 夫 婦 で 共 に 出 家 し た の は 、 仏 陀 と そ の 妃 ヤ

シ ョ ー ダ ラ ー 、 ウ パ カ と チ ャ ー パ ー 、 マ ハ ー カ ッ サ パ と バ ッ ダ ー の 三 組 だ
け で あ る 。 マ ハ ー カ ッ サ パ が 女 性 の 出 家 反 対 者 で あ っ た な ら 、 妻 バ ッ ダ
ー ・ カ ピ ラ ー ニ ー の 出 家 に よ っ て 、 マ ハ ー カ ッ サ パ の 面 目 は 丸 潰 れ に な
る 。 当 然 彼 女 の 出 家 を 阻 も う と し た は ず で あ る 。 し か し マ ハ ー カ ッ サ パ が
そ の よ う な 行 為 を な し た こ と を 示 す 文 献 は な い 。  

「 ま さ に 同 様 に 」 ・ 「 私 た ち 二 人 は 出 家 し た 」 ・ 「 私 た ち は 漏 尽 者 と な
り 」 と い う 表 現 か ら 、 出 家 修 行 に 関 し て 二 人 の 心 が ピ ッ タ リ と 合 っ て い る
こ と が 窺 え る 。 彼 女 の 偈 が 伝 え る マ ハ ー カ ッ サ パ は 女 性 の 良 き 理 解 者 で あ
る 。  
 

 

1  Thera -and t her ī -gāt hā  ,  PTS,  p .130 .  

 
 
小 結  
  

ア ー ナ ン ダ が ど の よ う に 願 っ て も 、 女 性 の 出 家 を 許 可 し た の は 仏 陀 で あ
る 。 マ ハ ー カ ッ サ パ が 第 一 次 結 集 で 、 比 丘 尼 の 誕 生 を 批 判 し た の な ら 、 彼
は 仏 陀 在 世 時 に は 比 丘 尼 の 存 在 に 触 れ ず 、 仏 陀 の 死 後 、 弱 い 立 場 の ア ー ナ
ン ダ を 責 め る 狭 量 な 人 物 と な る 。 こ の よ う な 人 物 が 仏 陀 亡 き 後 の 教 団 を 率
い て い く こ と が で き た だ ろ う か 。  

初 期 仏 教 時 代 の 女 性 た ち は 自 由 に 生 き 方 を 選 べ る よ う な 恵 ま れ た 立 場 が
与 え ら れ て い た わ け で は な か っ た 。 常 に 男 性 に 従 属 し て 生 き る こ と が 当 然
で あ っ た 。 こ の よ う な 社 会 状 況 で 比 丘 尼 を 受 け 入 れ る こ と は 、 仏 教 教 団 に
と っ て 大 き な 苦 労 を 背 負 う こ と に な っ た で あ ろ う 。 ア ー ナ ン ダ が マ ハ ー パ
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ジ ャ ー パ テ ィ ー の た め に 女 性 の 出 家 を 請 う た の が 比 丘 尼 教 団 の 成 立 に 繋 が
っ た と 文 献 は 語 っ て い る が 、 ア ー ナ ン ダ の 請 願 だ け で 成 立 で き る こ と で は
な い 。 仏 陀 の 理 解 は も と よ り 、 マ ハ ー カ ッ サ パ の よ う な 実 力 の あ る 比 丘 た
ち の 後 押 し が な け れ ば で き る こ と で は な か っ た 。 比 丘 た ち の 支 援 が あ れ ば
こ そ 、 女 性 に 厳 し い 社 会 で 比 丘 尼 た ち が 自 由 に 修 行 に 勤 し め た に 違 い な
い 。  

や が て ヒ ン ズ ー 教 的 女 性 蔑 視 の 思 想 が 社 会 に 浸 透 し て 行 く に つ れ て 、 仏
教 教 団 に も 比 丘 尼 の 存 在 を 好 ま し く な い と 考 え る 比 丘 た ち が 力 を 持 つ よ う
に な っ た 。 ま た 、 社 会 一 般 の 女 性 観 に 合 わ す た め 比 丘 尼 を 比 丘 よ り 低 い 地
位 に 置 き 、 比 丘 尼 の 存 在 を 悪 し き こ と で あ る と 見 る よ う に な っ て い っ た 。
そ の よ う な 風 潮 の 中 で 、 比 丘 尼 誕 生 に 仏 陀 の 意 に 反 し て ア ー ナ ン ダ が 関 与
し た こ と を 第 一 次 結 集 で 批 判 さ れ る エ ピ ソ ー ド が 創 作 さ れ た の だ ろ う 。  
 比 丘 尼 を 認 め た 仏 陀 を 批 判 す る こ と は で き な い 。 そ の た め 比 丘 尼 を 受 け
入 れ る こ と は 仏 教 の 教 え の 衰 退 に 繋 が る と 仏 陀 は 考 え て い た が 、 ア ー ナ ン
ダ が 懇 願 し た た め 女 性 の 出 家 が 許 さ れ た と い う 比 丘 尼 誕 生 の 因 縁 譚 が つ く
ら れ た 。 仏 滅 時 に は 阿 羅 漢 位 を 得 て い な い ア ー ナ ン ダ は 罪 を 被 せ る の に 適
当 な 人 物 で あ っ た 。 そ の ア ー ナ ン ダ を 批 判 す る 有 力 な 阿 羅 漢 と し て カ ッ サ
パ を 引 き 出 し た の で は な い だ ろ う か 。 し か し 女 性 の 出 家 の よ き 理 解 者 で あ
っ た カ ッ サ パ の 姿 を 全 て 消 し 去 る こ と は で き ず 、 相 反 す る 二 様 の カ ッ サ パ
が 文 献 に 残 っ た の で あ ろ う 。  
 
 
第 三 章  パ タ ー チ ャ ー ラ ー 出 家 因 縁 譚 の 交 錯 と 善 業 か ら 悪 業 へ の 展 開  
 
 一 人 の 比 丘 尼 の 出 家 因 縁 譚 を 追 っ て い く と 、 仏 教 女 性 観 の 変 化 が 顕 わ に
な る 。 パ タ ー チ ャ ー ラ ー 比 丘 尼 で あ る 。 仏 陀 在 世 時 、 パ タ ー チ ャ ー ラ ー と
呼 ば れ た す ぐ れ た 比 丘 尼 が い た 。 持 律 第 一 位 に あ っ て 、 初 期 仏 教 の 比 丘 尼
の 中 で 、 抜 き ん 出 て 多 く の 弟 子 を 持 ち 精 力 的 に 活 動 し た 人 で あ る 。 三 十 人
の 長 老 尼 を 指 導 し 、 チ ャ ン ダ ー を 出 家 さ せ 、 五 百 人 の 弟 子 に 説 法 し 、 ウ ッ
タ ラ ー を 教 え 諭 し て い る こ の 比 丘 尼 は 、 比 丘 、 比 丘 尼 の 偈 集 『 テ ー ラ ガ ー
タ ー 』 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 を 通 じ て 仏 陀 に 次 い で 多 く 名 の あ が る 出 家 者
で あ る 。 彼 女 の 俗 世 の あ り 様 は 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 か ら は 推 し 量 れ な
い 。 後 、 彼 女 の 出 家 因 縁 譚 は 、 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー と ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の
そ れ と 交 錯 し て い く 。 そ こ に 仏 教 女 性 観 の 変 化 も 読 み 取 れ る 。  
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第 一 節  パ ー リ 文 献 に お け る パ タ ー チ ャ ー ラ ー 像  
  
パ タ ー チ ャ ー ラ ー と は ど の よ う な 比 丘 尼 で あ っ た の か 。 彼 女 に 関 す る 最

も 古 い 資 料 は 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に お け る 偈 で あ る 1 。  
    

鋤 で 田 を 耕 し 大 地 に 種 を 播 き 、 妻 子 を 養 い な が ら 人 々 は 財 を 得 る 。  
‖ 112‖    
私 は 戒 を 身 に つ け 師 の 教 え を 実 践 し て 、 怠 け ず 浮 つ か な い 。 ど う し て  
涅 槃 に 到 達 し な い こ と が あ ろ う か 。 ‖ 113‖    
私 は 両 足 を 洗 っ て 、 水 に 心 を 向 け た 。 高 い 所 か ら 低 い と こ ろ に 流 れ る  
足 を 洗 っ た 水 を 見 て 、 ‖ 114‖     
そ れ か ら 私 は 血 統 の 良 い 馬 を 調 教 す る よ う に 心 を 統 一 し た 。 そ し て 火  
を 取 っ て 精 舎 に 入 っ た 。 私 は 臥 所 を 見 て 寝 台 に 近 づ い た 。 ‖ 115‖  

  そ れ か ら 私 は 針 を 取 っ て 灯 芯 を 引 き 下 ろ し た 。 灯 火 の 消 え る よ う に 心  
は 解 脱 し た 。 ‖ 116‖  

    
水 が 高 所 か ら 低 所 に 流 れ 消 え て い く の を 見 て 、 衰 滅 の 法 を 理 解 し 、 芯 と

い う 縁 を 下 ろ す こ と で 火 が 消 え る よ う に 、 煩 悩 が な く な り 解 脱 し た こ と を
誦 え て い る 。 こ の 偈 か ら は 彼 女 の 俗 世 の 生 活 や 、 出 家 動 機 は 窺 え な い が 、
後 に 彼 女 は 子 を 喪 っ た 経 験 を 持 つ 母 と し て の 物 語 が 創 作 さ れ て い く 。 『 テ
ー リ ー ガ ー タ ー 』 127～ 132 偈 は 子 を 喪 っ た 五 百 人 の 弟 子 に 説 い た パ タ ー チ
ャ ー ラ ー の 説 法 で あ る 。 初 期 経 典 で は 五 百 は 多 数 を 表 す の に よ く 使 用 さ れ
る の で 、 五 百 人 の 弟 子 は 大 多 数 の 弟 子 と 解 釈 す る べ き で あ ろ う 。 パ タ ー チ
ャ ー ラ ー は 仏 教 教 団 に お け る 優 れ た 指 導 者 で あ り 、 子 を 喪 っ た 女 性 達 に 強
い 影 響 力 を 持 っ て い た と い え よ う 。 後 に 彼 女 は 子 を 喪 っ た 経 験 を 持 つ 母 と
し て の 物 語 が 作 ら れ て い く の だ が 、 こ の 偈 も そ の 原 因 の 一 つ で あ ろ う 。  
『 ア パ ダ ー ナ 』 で は ど の よ う に 語 ら れ て い る の だ ろ う か ２ 。  

十 万 劫 前 に パ ド ゥ ム ッ タ ラ と い う 仏 が 現 れ た 時 、 ハ ン サ ヴ ァ テ ィ ー の 長
者 の 家 に 生 ま れ 、 仏 と 僧 団 に 帰 依 し た 。 仏 は 、 十 万 劫 後 ゴ ー タ マ と い う 師
の パ タ ー チ ャ ー ラ ー と い う 名 の 女 弟 子 に な る だ ろ う と 予 言 さ れ た 。 仏 と 僧
団 に 仕 え た 善 業 に よ り 三 十 三 天 に 行 っ た 。 そ の 後 、 カ ッ サ パ 仏 の 奉 仕 者 で
カ ー シ ー 王 の キ キ ン の 三 女 に 生 ま れ た 。 七 人 の 娘 は 現 世 の ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン
ナ ー ・ ケ ー マ ー ・ パ タ ー チ ャ ー ラ ー ・ バ ッ タ ー ・ キ サ ー ゴ ー タ ミ ー ・ ダ ン
マ デ ィ ナ ー ・ ヴ ィ ー サ カ ー で あ っ た 。 仏 に 奉 仕 し た 善 業 に よ り ま た 三 十 三
天 に 行 っ た 。 最 後 の 生 存 に お い て 、 サ ー ヴ ァ テ ィ の 最 高 の 城 の 富 み 大 財 の
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あ る 長 者 の 家 に 生 ま れ た 。 年 頃 に な る と 地 方 の 人 を 見 て 彼 と 共 に 去 っ た 。
子 を 一 人 出 産 し 、 二 人 目 の 子 が 胎 中 に あ る 時 、 父 母 の と こ ろ に 行 こ う と 決
め た が 、 夫 は 喜 ば な か っ た の で 、 夫 が 家 を 出 て い る 時 、 サ ー ヴ ァ ッ テ ィ に
行 く た め 一 人 家 を 出 た 。 夫 が や っ て 来 て 道 で 追 い つ き 、 出 産 し た 。 夫 は ダ
ッ バ の 木 を 求 め に 行 っ て 蛇 に 殺 さ れ た 。 実 家 に 帰 る 途 中 の 河 で 、 一 人 の 幼
い 子 を 抱 い て 向 こ う 岸 に 渡 っ て 、 幼 い 子 に （ 乳 を ） 飲 ま せ て 他 の 子 を 渡 そ
う と し て 戻 る と 鶚 が 泣 い て い る 幼 児 を 連 れ 去 り 、 他 の 子 は 流 れ が 運 び 去 っ
た 。 サ ー ヴ ァ テ ィ に 着 く と 、 親 族 は 死 ん だ と 聞 い た 。 二 人 の 子 は 死 ん だ 。
夫 は 道 で 死 に 、 父 母 兄 弟 は 一 つ に 積 ま れ て 焼 か れ た 。 あ ち こ ち さ ま よ う う
ち に 、 人 の 調 御 者 を 見 た 。 師 は パ タ ー チ ャ ー ラ ー に 言 わ れ た 。 「 子 ら を 悲
し む な 。 自 身 を 求 め よ 。 何 を 悲 し む の だ 。 子 は 護 り に な ら な い 。 父 母 も 親
戚 も 、 死 魔 に 捕 ら え ら れ た 者 を 親 族 は 救 え な い 。 」 牟 尼 の そ の 言 葉 を 聞 い
て 預 流 果 を 得 て 、 ま も な く 出 家 し て 阿 羅 漢 位 を 得 た 。  
 

彼 女 は 前 世 に 、 仏 や 僧 団 に 対 し 行 う 布 施 に よ る 善 業 を 重 ね て い る 。 そ の
果 報 で 今 世 に 仏 陀 に 出 会 い 出 家 し 、 阿 羅 漢 と な る こ と が で き た 。 し か し
「 道 で 出 産 し 、 二 人 の 子 は 死 に 、 夫 は 道 で 亡 く な り 、 父 母 兄 弟 は 一 つ に 積
ま れ た 薪 で 焼 か れ た 。 」 と い う 部 分 は 明 ら か に キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 218～
221 偈 で 誦 え ら れ て い る 内 容 の 引 用 で 、 パ タ ー チ ャ ー ラ ー の 経 験 で は な
く 、 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の も の で あ る 。  

『 ダ ン マ パ ダ 註 釈 』 ３ 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 註 釈 』 ４ で は 、 パ タ ー チ ャ ー ラ
ー は 使 用 人 と 情 を 交 わ し 、 親 が 決 め た 縁 談 か ら 逃 れ る た め 駆 け 落 ち し た 。
そ の 後 『 ア パ ダ ー ナ 』 の 23～ 31 偈 と 同 じ く 物 語 は 展 開 し て い く 。 『 テ ー
リ ー ガ ー タ ー 註 釈 』 で は 『 ア パ ダ ー ナ 』 の 前 世 を そ の ま ま 取 り 入 れ て い
て 、 パ タ ー チ ャ ー ラ ー が 前 世 に 仏 や 僧 団 に な し た 布 施 に よ る 善 業 に よ り 、
天 界 に 住 み 、 あ る い は 人 界 で 王 女 と し て 恵 ま れ た 暮 ら し を 得 て 、 今 世 で 仏
陀 に 会 い 出 家 し 解 脱 し て い る 。 パ ー リ 経 典 に 共 通 す る の は 、 仏 や 僧 伽 に 対
す る 前 世 の 善 業 が 出 家 し 阿 羅 漢 位 を 得 る こ と に 繋 が っ た こ と で あ る 。  

 
 

1Thera-and  ther ī -gāthā ,  PTS,  pp .134 -135。  

2『 南 伝 大 蔵 経 』 第 二 十 七 巻 、 「 譬 喩 経 」 、 pp.4 26-431。  

3 及 川 真 介 『 仏 の 真 理 の こ と ば 註 』 二 、 春 秋 社 、 2014 年 、 pp.339-344。  

４ 及 川 真 介 ・ 村 上 真 完 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016 年 、 pp.202-208 
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第 二 節  パ ー リ 文 献 に お け る キ サ ー ゴ ー タ ミ ー 像  
 
キ サ ー ゴ ー タ ミ ー は 彼 女 の 俗 世 の 辛 い 境 遇 を 次 の よ う に 語 っ て い る １ 。  

 
世 間 に つ い て 、 沈 黙 の 聖 者 は 善 き 友 に 親 し む こ と を 称 賛 さ れ た 。 善 き
友 に 親 し ん で い る と 、 愚 か な 者 も 知 者 と な る 。 ‖ 213‖  

  善 き 人 々 に 親 し む べ き で あ る 。 そ の よ う に 親 し ん で い る 人 た ち の 知 恵
は 増 大 す る 。 善 き 人 々 と 親 し ん で い る 者 た ち は 全 て の 苦 か ら 脱 す る で
あ ろ う 。 ‖ 214‖  

  苦 と 苦 の 生 起 と 滅 尽 を 、 八 支 部 か ら な る 道 （ 八 正 道 ） と 、 四 つ の 聖 な
る 真 理 を （ 四 諦 ） を 知 る だ ろ う 。 ‖ 215‖  

  「 女 で あ る こ と は 苦 し み で あ る 」 と 丈 夫 さ え も 御 す る 御 者 （ 仏 陀 ） は
言 わ れ た 。 夫 を 共 有 す る こ と も 苦 し み で あ る 。 一 度 出 産 し た 者 も （ 苦
し み が あ る ） 。 ‖ 216‖  

  か 弱 き 女 た ち は 自 ら 首 を 切 っ た り 毒 を 呷 っ た り し た 。 胎 児 が 死 ね ば 、
共 に 厄 災 を 受 け る 。 ‖ 217‖  
臨 月 に な っ て 歩 い て い た 私 は 路 で 死 ん で い る 夫 を 見 た 。 私 は 家 に 到 達
し な い う ち に 出 産 し た 。 ‖ 21８ ‖  
貧 し い 女 に と っ て 二 人 の 息 子 は 死 に 、 夫 は 路 で 死 ん だ 。 母 と 父 と 兄 弟
は 一 つ に 積 ま れ て 焼 か れ た 。 ‖ 21９ ‖  

  家 系 の 尽 き た 哀 れ な 女 よ 。 あ な た は 無 量 の 苦 を 経 験 し た 。 幾 千 も の 生
ま れ の 中 で あ な た は 涙 を 流 し た 。 ‖ 220‖  

  さ ら に 私 は 死 体 置 き 場 で そ れ を 見 た 。 子 供 の 肉 が 食 わ れ る の を 。 家 系
が 途 絶 え 、 夫 を 亡 く し 、 み ん な に 嘲 笑 さ れ た 私 は 不 死 を 証 得 し た 。  
‖ 221‖  

 
キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 偈 は ,古 代 イ ン ド 社 会 で 、 一 夫 多 妻 や 、 命 が け の 出 産

な ど 、 厳 し い 立 場 に 置 か れ た 女 性 た ち が そ の 苦 か ら 逃 れ る た め に 自 殺 す る
者 が い た こ と を 語 っ て い る 。 彼 女 は 寡 婦 に な っ た ・ 子 が 亡 く な っ た ・ 親 族
が 死 に 絶 え た ・ 家 系 が 尽 き た と い う 女 の 不 幸 を す べ て 背 負 わ さ れ た 女 性 で
あ っ た 。 219 偈 で 「 貧 し い 女 」 と 言 い 、 221 偈 の 「 さ ら に 私 は 死 体 置 き 場
で そ れ を 見 た 。 子 供 の 肉 が 食 わ れ る の を 。 」 か ら 子 供 の 火 葬 が で き な い 貧
し い 家 の 者 で あ っ た こ と を 示 し て い る 。 彼 女 の 偈 は 女 ゆ え の 苦 し さ 、 貧 し
さ ゆ え の 辛 さ に 身 を 置 く キ サ ー ゴ ー タ ミ ー に 出 家 と い う 新 た な 道 が 開 け た



39 
 

こ と が 示 さ れ て い る 。 『 ア パ ダ ー ナ 』 で は 偈 と は 異 な っ た キ サ ー ゴ ー タ ミ
ー の 姿 が 語 ら れ て い る ２ 。  

十 万 劫 前 に パ ド ゥ ム ッ タ ラ と い う 仏 が 現 れ た 時 、 ハ ン サ ヴ ァ テ ィ ー の 長
者 の 家 に 生 ま れ た 。 仏 と 僧 団 に 帰 依 し 、 仏 は 十 万 劫 後 ゴ ー タ マ と い う 師 の
キ サ ー ゴ ー タ ミ ー と い う 名 の 女 弟 子 に な る だ ろ う と 予 言 さ れ た 。 仏 と 僧 団
に 仕 え た 善 業 に よ り 三 十 三 天 に 行 っ た 。 そ の 後 、 カ ッ サ パ 仏 の 奉 仕 者 で カ
ー シ ー 王 の キ キ ン の 五 女 に 生 ま れ た 。 七 人 の 娘 は 現 世 の ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ
ー ・ ケ ー マ ー ・ パ タ ー チ ャ ー ラ ー ・ バ ッ タ ー ・ キ サ ー ゴ ー タ ミ ー ・ ダ ン マ
デ ィ ナ ー ・ ヴ ィ ー サ カ ー で あ っ た 。 仏 に 奉 仕 し た 善 業 に よ り ま た 三 十 三 天
に 行 っ た 。 最 後 の 生 存 に お い て 破 産 し た 家 に 生 ま れ 、 財 産 の あ る 家 に 嫁 い
だ 。 夫 の 家 族 に は 貧 し い 家 の 女 と 蔑 ま れ た が 、 息 子 を 産 む と 愛 さ れ る よ う
に な っ た 。 し か し 子 は 死 ん で し ま っ た 。 悲 し み 、 悩 み 、 落 ち 込 み 、 泣 き な
が ら 死 ん だ 子 を 抱 い て 行 っ た 。 そ の 姿 を 見 た 人 に 仏 陀 の 所 へ 行 く よ う に 勧
め ら れ た 。 仏 陀 に 「 息 子 を 生 き 返 ら せ る 薬 を く だ さ い 。 」 と 申 し 上 げ た 。
仏 陀 は 「 死 ん だ 人 の い な い 家 か ら 白 辛 子 を 貰 っ て き な さ い 。 」 と 言 わ れ
た 。 家 々 を 巡 っ て 白 辛 子 を 求 め た が 死 ん だ 人 の な い 家 は な か っ た 。 正 気 を
取 り 戻 し 、 一 切 世 間 の 法 無 常 を 知 り 、 死 体 を 捨 て て 仏 陀 の も と に 詣 で 出 家
し た 。  

こ れ は 『 ア パ ダ ー ナ 』 『 ダ ン マ パ ダ 註 釈 』 ３ 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 註 釈 』
４ に 共 通 す る キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 出 家 因 縁 譚 で あ る が 、 彼 女 の 偈 に は 「 白
辛 子 説 話 」 に 繋 が る 言 葉 は な い 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 註 釈 』 の 作 者 ダ ン マ
パ ー ラ は こ の 矛 盾 を 認 識 し て い た よ う で 、 218,219 偈 は 女 の 苦 難 を 明 ら か
に す る た め 、 パ タ ー チ ャ ー ラ ー が 経 験 を 述 べ た こ と を キ サ ー ゴ ー タ ミ ー が
な ぞ っ た も の で あ る と 説 明 し て い る 5 。 ま た 221 偈 は キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の
三 種 の 過 去 世 の こ と で あ る 。 人 間 の 肉 を 食 う 雌 犬 や ジ ャ ッ カ ル に な っ て 死
体 捨 て 場 に 住 ん で い た 。 虎 ・ 豹 ・ 山 猫 な ど で あ っ た 時 、 子 供 の 肉 を 食 べ
た 。 未 亡 人 に な っ て 謗 ら れ た と い う 過 去 世 の 経 験 で あ る と 記 し て い る 6 。
こ れ ら は 「 白 辛 子 説 話 」 を 事 実 と 断 定 す る た め の 苦 し い 説 明 で あ る と 思 わ
れ る 。  

「 白 辛 子 説 話 」 は 南 伝 に の み あ り 、 北 伝 に は 「 白 辛 子 類 似 説 話 」 が あ
る 。 『 雑 譬 喩 経 』 7 と 『 衆 経 撰 雑 譬 喩 経 』 8 で は ほ と ん ど 同 じ 内 容 で 、 表 現
も 類 似 し て い る 。 『 衆 経 撰 雑 譬 喩 経 』 に は 次 の よ う に 語 ら れ る 。  

 
昔 有 一 老 母 。 惟 有 一 子 。 得 病 命 終 。 載 著 塚 間 停 屍 。 哀 感 不 能 自 勝 。 正
有 一 子 當 以 備 老 。 而 捨 我 死 。 吾 用 活 爲 不 能 復 歸 。 當 併 命 一 處 。 不 食 不
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飲 已 四 五 日 。 佛 知 將 五 百 比 丘 詣 彼 塚 間 。 老 母 遙 見 佛 來 威 神 光 奕 。 迷 悟
醉 醒 。 前 趣 佛 作 禮 住 。 佛 告 老 母 。 何 以 塚 間 也 。 白 言 世 尊 。 唯 有 一 子 捨
我 終 亡 。 愛 之 情 重 欲 共 死 一 處 。 佛 告 老 母 。 欲 令 子 更 活 不 也 。 母 言 善 。
日 欲 得 矣 。 佛 言 。 索 香 火 吾 當 呪 願 更 生 。 告 老 母 。 求 火 宣 得 不 死 家 火 。
於 是 老 母 便 行 取 火 。 見 人 輒 問 。 汝 家 前 後 頗 有 死 者 不 。 答 言 。 先 祖 以 來
皆 死 。 過 去 所 問 之 處 辭 皆 如 是 。 經 數 十 家 不 敢 取 火 。 便 還 佛 所 。 白 言 世
尊 。 遍 行 求 火 無 不 死 者 。 是 以 空 還 。 佛 告 老 母 。 天 地 開 闢 以 來 無 生 不 終
人 之 死 亡 後 人 生 活 亦 復 何 喜 。 母 獨 何 迷 索 随 子 死 也 。 母 意 便 解 識 無 常
理 。 佛 因 爾 廣 爲 説 經 法 。 卽 得 須 陀 洹 道 。 塚 間 觀 者 數 千 人 。 發 無 上 正 眞
道 意 也 。  

 
昔 一 人 の 老 母 が い た 。 一 人 の 子 が い た が 、 病 気 に な っ て 死 ん で し ま っ
た 。 墓 に 屍 を 埋 め た 。 哀 し み に 耐 え る こ と が で き な か っ た 。 た だ 一 人
の 子 に 頼 っ て 老 後 の 生 活 を し て い た が 、 自 分 を 残 し て 死 ん で し ま っ
た 。 「 私 は 活 力 を 取 り 戻 す こ と は で き な い 。 一 緒 に 死 の う 。 」 と 飲 ま
ず 食 わ ず 四 五 日 が 過 ぎ た 。 仏 は そ の こ と を 知 っ て 五 百 人 の 比 丘 を 連 れ
て そ の 墓 に 行 か れ た 。 老 母 は 遠 く か ら 仏 の 来 ら れ る の を 見 る と 厳 か で
光 り 輝 い て 迷 い は 醒 め て 、 進 ん で 仏 の 所 に 行 き 礼 を し て 立 っ た 。 仏 は
老 母 に 言 わ れ た 。 「 ど う し て 墓 に い る の で す か 。 」 「 た だ 一 人 の 子 が
い ま し た が 私 を お い て 死 ん で し ま い ま し た 。 と て も 愛 し て い た の で 一
緒 に 死 の う と 思 っ て い ま す 。 」 「 子 を 生 き 返 ら せ た い と 望 み ま せ ん
か 。 」 「 そ う し た い の で す 。 息 子 を 生 か し て ほ し い の で す 。 」 「 香 火
を 求 め て き な さ い 。 私 が 呪 願 し て 蘇 ら せ て あ げ ま し ょ う 。 火 を 求 め る
時 、 死 ん だ 人 の い な い 家 で 火 を 手 に 入 れ な さ い 。 」 老 母 は す ぐ に 出 か
け 火 を 手 に 入 れ よ う と し た 。 人 を 見 る と 尋 ね た 。 「 あ な た の 家 に 今 ま
で 死 ん だ 人 は い ま す か 。 」 「 先 祖 以 来 皆 死 ん で い る 。 」 過 去 の 死 者 の
こ と を 問 わ れ る と 答 え は み な こ れ と 同 じ で あ っ た 。 数 十 家 を 経 て 火 を
手 に 入 れ ら れ な か っ た 。 仏 の 所 に 還 っ て 、 世 尊 に 申 し 上 げ た 。 「 あ ち
こ ち 行 っ て 火 を 求 め ま し た が 死 人 の い な い 家 は あ り ま せ ん で し た の
で 、 手 に 入 れ ず に 帰 っ て 来 ま し た 。 」 「 天 地 開 闢 以 来 生 れ て 死 な な い
者 は い ま せ ん 。 人 が 死 ん だ 後 も 人 は 生 活 し 、 ま た ど う し て 喜 ぶ こ と が
あ り ま し ょ う か 。 母 は 独 り で 迷 い 、 子 に 従 っ て 死 を 望 む の で す か 。 」
母 の 心 は よ う や く 解 き ほ ぐ さ れ 無 常 の 理 を 理 解 し た 。 仏 は 母 の た め に
広 く 法 を 説 き 、 す ぐ に 預 流 果 を 得 た 。 墓 で 観 て い る 者 数 千 人 は 悟 り を
め ざ す 心 を 起 こ し た 。  
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古 代 イ ン ド 社 会 で は 男 子 を 産 む こ と が 妻 の 最 大 の 義 務 で あ る 。 キ サ ー ゴ
ー タ ミ ー の 「 白 辛 子 説 話 」 は 、 愛 児 を 喪 っ た 悲 し み に 加 え 、 妻 と し て の 立
場 が 危 う く な る 恐 れ も 息 子 の 死 を 受 け 入 れ ら れ な い 原 因 と な っ た 。 北 伝 は
息 子 な き 後 の 生 活 の 不 安 が 老 婆 に 断 食 に よ る 自 殺 を 決 意 さ せ た 。 息 子 は 母
を 養 う 一 人 前 の 男 で あ っ た 。 老 婆 に と っ て 息 子 は 愛 す る 対 象 で も あ り 、 生
活 維 持 の た め に 縋 り 付 か ね ば な ら な い 存 在 で も あ っ た 。 漢 文 献 の 老 母 よ り
キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 説 話 は 愛 児 の 死 と 、 そ れ に よ っ て 家 庭 内 に 居 場 所 を 喪
う 恐 怖 と い う 胸 に 響 く よ う な 女 の 悲 し み 辛 さ が あ り 、 多 く の 女 性 た ち の 同
情 心 を 誘 発 し 、 彼 女 の 錯 乱 に 納 得 し つ つ 、 無 常 を 認 識 さ せ る 分 か り や す い
説 話 で あ る 。  

現 在 の 日 本 で は よ く 知 ら れ て い る キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 白 辛 子 説 話 で あ る
が 、 上 座 仏 教 に の み 伝 わ り 、 漢 文 文 献 に は な か っ た 。 白 辛 子 説 話 が 明 治 時
代 に 取 り 上 げ ら れ る と 、 仏 教 と 女 性 を 語 る 時 は 必 ず と 言 っ て も い い ほ ど 取
り 上 げ ら れ る よ う に な っ た 。 無 常 を 理 解 し や す い 説 話 で あ る か ら で あ ろ
う 。  
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5 及 川 真 介 ・ 村 上 真 完 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016 年 、 p.322。  

6 及 川 真 介 ・ 村 上 真 完 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016 年 、 p.323。  

7『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 四 、 「 雑 譬 喩 経 」 巻 下 、 p.508b。  

8『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 四 、 「 衆 経 撰 雑 譬 喩 」 巻 下 、 p.540a。  
 
 
第 三 節  パ ー リ 文 献 に お け る ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー 像  
 

ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー は 異 常 な 結 婚 生 活 を 送 っ た 人 で も あ っ た 。 そ の 出 家
動 機 を 次 の よ う に 語 っ て い る 1 。  
 

母 と 娘 の 二 人 、 私 た ち は 夫 を 共 に す る も の で あ っ た 。 そ の 私 に 、 か つ
て な い 恐 ろ し い 身 の 毛 も よ だ つ 思 い が 起 こ っ た 。 ‖ 224‖  
厭 わ し き こ と か な 。 も ろ も ろ の 欲 望 は 、 不 浄 で あ り 、 悪 臭 が あ り 、  
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多 く の 障 害 が あ る 。 母 と 娘 、 私 た ち は 夫 を 共 に し て い た 。 ‖ 225‖  
も ろ も ろ の 欲 望 に 、 災 い を 見 て 、 出 離 を 確 固 な 安 穏 と 見 て 、 ラ ー ジ ャ
ガ ハ で 家 あ る 者 か ら 家 な き 者 に 、 そ の 私 は 出 家 し た 。 ‖ 226‖  

 
『 ア パ ダ ー ナ 』 2 『 ダ ン マ パ ダ 注 釈 』 3 で は ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 偈 と は

異 な る 姿 が 語 ら れ る 。 『 ア パ ダ ー ナ 』 の 出 家 因 縁 譚 は 次 の よ う に 記 さ れ て
い る 。    

十 万 劫 前 は 龍 女 で あ っ た 。 パ ド ゥ ム ッ タ ラ と い う 仏 と 弟 子 を 供 養 し た 。
仏 と 僧 団 に 仕 え た 善 業 に よ り 三 十 三 天 に 行 っ た 。 そ の 後 、 カ ッ サ パ 仏 の 奉
仕 者 で カ ー シ ー 王 の キ キ ン の 次 女 に 生 ま れ た 。 七 人 の 娘 は 現 世 の ウ ッ パ ラ
ヴ ァ ン ナ ー ・ ケ ー マ ー ・ パ タ ー チ ャ ー ラ ー ・ バ ッ タ ー ・ キ サ ー ゴ ー タ ミ
ー ・ ダ ン マ デ ィ ナ ー ・ ヴ ィ ー サ カ ー で あ っ た 。 仏 に 奉 仕 し た 善 業 に よ り ま
た 三 十 三 天 に 行 っ た 。 そ の 後 、 天 界 と 人 界 を 巡 り 最 後 の 生 存 に お い て 長 者
の 家 に 生 ま れ た 。 美 し く 生 ま れ つ い た た め 、 年 頃 に な る と 数 百 の 長 者 の 息
子 か ら 嫁 に と 望 ま れ た 。 し か し 出 家 し た 。  

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 注 釈 』 4 で は 母 娘 同 婿 に つ い て は 、 ガ ン ガ ー テ ィ ー
リ ヤ 比 丘 が 母 と 娘 を 妻 に し た こ と に 恐 れ が 生 じ 、 母 に よ っ て 語 ら れ た 偈 を
ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー が な ぞ っ た も の で あ る と ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 経 験 と
は し て い な い 。 そ れ は 次 の よ う な 話 で あ る 。  
 サ ー ヴ ァ ッ テ ィ の 商 人 が ラ ー ジ ャ ガ ハ に 行 っ た 後 で 妻 が 妊 娠 に 気 づ い
た 。 姑 は 息 子 の 子 で は な い と 彼 女 を 追 い 出 し た 。 彼 女 は 夫 を 追 っ て ラ ー ジ
ャ ガ ハ の 会 堂 で 息 子 を 産 ん だ 。 禊 ぎ の た め 子 を 寝 か せ 外 に 出 て い る 間 に 、
子 の い な い 隊 商 の 長 が 連 れ 去 っ た 。 強 盗 の 頭 が 彼 女 を 妻 に し た 。 娘 を 産 ん
だ が 、 あ る 日 夫 と 争 論 し 娘 を 投 げ 、 頭 に 傷 を 負 わ せ た 。 夫 の 怒 り を 恐 れ 逃
げ 、 ラ ー ジ ャ ガ ハ で 息 子 と は 知 ら ず 結 婚 し た 。 夫 は 強 盗 の 頭 の 娘 を 妻 に し
た 。 新 妻 の 虱 を 捕 っ て い る 時 、 頭 の 傷 を 見 て 娘 だ ろ う か と い う 恐 れ が 生 じ
て 出 家 し た 。  

母 と 自 分 の 夫 が 通 じ 、 後 に 自 身 と 娘 が 息 子 で あ り 兄 で あ る 夫 を 共 に す る
と い う 複 雑 な 構 成 に な っ て い る 。 パ ー リ 文 献 で は 母 娘 同 婿 は ウ ッ パ ラ ヴ ァ
ン ナ ー の こ と と 認 め た く な か っ た よ う で あ る 。  
 
 
1Thera-and  ther ī -gāthā ,  PTS,  pp .144-145 .  

2『 南 伝 大 蔵 経 』 第 二 十 七 巻 、 「 譬 喩 経 」 、 pp.4 16-425 

3  及 川 真 介 『 仏 の 真 理 の こ と ば 註 』 二 、 春 秋 社 、 2014 年 、 pp.63-64。  
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4  及 川 真 介 ・ 村 上 真 完 『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』 四 、 春 秋 社 、 2016 年 、 pp.315-318。  

 
 
第 四 節  漢 訳 文 献 に お け る パ タ ー チ ャ ー ラ ー の 出 家 因 縁 譚  
 

漢 訳 文 献 で は パ タ ー チ ャ ー ラ ー 出 家 因 縁 譚 は ど の よ う に 語 ら れ て い る だ
ろ う か 。 微 妙 と い う 名 で 『 賢 愚 経 』 1 『 法 苑 珠 林 』 ２ 『 諸 経 要 集 』 3 に パ ー
リ 文 献 に 基 づ く 物 語 が あ る 。 『 賢 愚 経 』 で は 次 の よ う に 語 ら れ て い る 。  
 流 離 王 の 残 酷 な 圧 政 に 耐 え か ね た 釈 女 た ち は 出 家 し 比 丘 尼 に な っ た が 、
情 欲 か ら 離 れ 解 脱 す る こ と が で き な い 。 そ こ で 微 妙 比 丘 尼 の と こ ろ へ 行 っ
て 、 罪 の 報 い に つ い て 教 え を 受 け る こ と に し た 。 微 妙 は 自 身 の 出 家 に 繋 が
る 俗 世 の 苦 と 、 そ の 原 因 で あ る 過 去 世 の 悪 業 を 彼 女 た ち に 語 っ た 。 物 語 は
『 ア パ ダ ー ナ 』 と ほ と ん ど 同 じ よ う に 展 開 し 、 そ の 後 実 家 の 親 族 を 全 て 失
っ た 微 妙 は 父 の 親 友 に 引 き 取 ら れ る 。 こ の 後 新 た な 苦 が 始 ま る 。  

 
梵 志 憐 我 。 將 我 歸 家 。 供 給 無 乏 。 看 視 如 子 。 時 餘 梵 志 。 見 我 端 正 。 求
我 爲 婦 。 卽 相 許 可 。 適 共 爲 室 。 我 復 妊 娠 。 日 月 已 滿 。 時 夫 出 外 。 他 舎
飮 酒 。 日 暮 來 歸 。 我 時 欲 産 。 獨 閉 在 内 。 時 産 未 竟 。 梵 志 打 門 大 喚 。 無
人 往 開 。 梵 志 瞋 恚 。 破 門 來 入 。 卽 見 撾 打 。 我 如 事 説 。 梵 志 遂 怒 。 卽 取
兒 殺 。 以 酥 熬 煎 。 逼 我 使 食 。 我 甚 愁 惱 。 不 忍 食 之 。 復 見 撾 打 。 食 兒 之
後 。 心 中 酸 結 。 自 惟 福 盡 。 乃 値 斯 入 。 便 棄 亡 去 。 至 波 羅 捺 。 在 於 城
外 。 樹 下 坐 息 。 時 彼 國 中 。 有 長 者 子 。 適 初 喪 婦 。 乃 於 城 外 園 中 埋 之 。
戀 慕 其 婦 。 日 往 出 城 。 塚 上 涕 哭 。 彼 時 見 我 。 卽 問 我 言 。 汝 是 何 人 。 獨
坐 道 邊 。 我 如 事 説 。 復 語 我 言 。 今 欲 與 汝 入 彼 園 觀 。 寧 可 爾 不 。 我 便 可
之 。 遂 爲 夫 妻 。 經 于 數 日 。 時 長 者 子 。 得 病 不 救 。 奄 忽 壽 終 。 時 彼 國 法
若 其 生 時 。 有 所 愛 重 。 臨 葬 之 日 。 幷 埋 塚 中 。 我 雖 見 埋 。 命 故 未 絶 。 時
有 群 賊 。 來 開 其 塚 。 爾 時 賊 師 。 見 我 端 正 。 卽 用 爲 婦 。 數 旬 之 中 。 復 出
劫 盗 。 爲 主 所 覺 。 卽 斷 其 頭 。 賊 下 従 衆 。 卽 持 死 屍 。 而 來 還 我 。 便 共 埋
之 。 如 國 俗 法 。 以 我 幷 埋 。 時 在 塚 中 。 經 于 三 日 。 諸 狼 狐 狗 。 復 來 開
塚 。 欲 噉 死 人 。 我 復 得 出 。 重 自 剋 責 。 宿 有 何 殃 。 旬 日 之 間 。 遇 斯 罪
苦 。 死 而 復 生 。 當 何 所 奉 得 全 餘 命 。 卽 自 念 言 。 我 昔 常 聞 。 釋 氏 之 子 。
棄 家 學 道 。 道 成 号 佛 。 達 知 去 來 。 寧 可 往 詣 身 心 自 歸 。 卽 便 徑 往 。 馳 趣
祇 洹 。 遙 見 如 來 。 如 樹 花 茂 星 中 之 月 。 爾 時 世 尊 。 以 無 漏 三 達 。 察 我 應
度 。 而 來 迎 我 。 我 時 形 露 。 無 用 自 蔽 。 卽 便 坐 地 。 以 手 覆 乳 。 佛 告 阿
難 。 汝 持 衣 往 覆 彼 女 人 。 我 時 得 衣 。 卽 便 稽 首 世 尊 足 下 。 具 陳 罪 厄 。 願
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見 垂 愍 。 聽 我 爲 道 。 佛 告 阿 難 。 將 此 女 人 。 付 憍 曇 彌 。 令 授 戒 法 。 時 大
愛 道 。 卽 便 受 我 。 作 比 丘 尼 。 卽 爲 我 説 四 諦 之 要 苦 空 非 常 。 我 聞 是 法 。
剋 心 精 進 。 自 致 應 眞 。 達 知 去 來 。 今 我 現 世 。 所 更 勤 苦 。 難 可 具 陳 。 如
宿 所 造 。 毫 分 不 差 。  
 
婆 羅 門 は 私 を 憐 れ み 家 に 連 れ て 帰 り 、 必 要 な 物 を 与 え 子 の よ う に 世 話
を し て く れ ま し た 。 他 の 婆 羅 門 が 、 端 正 で あ る 私 を 見 て 、 妻 に と 求 め
ま し た 。 お 互 い 認 め あ っ て 妻 に な り 、 私 は ま た 妊 娠 し ま し た 。 月 日 が
流 れ 、 あ る 日 夫 は 外 に 出 て 、 他 の 家 で 酒 を 飲 み 、 日 が 暮 れ て 帰 っ て 来
ま し た 。 私 は そ の 時 出 産 中 で 、 独 り で 部 屋 に い ま し た 。 婆 羅 門 は 門 を
叩 い て 叫 び ま し た が 、 門 を 開 く 者 は い ま せ ん で し た 。 婆 羅 門 は 怒 っ て
門 を 破 っ て 入 っ て 来 て 、 私 を 見 て 殴 り ま し た 。 私 は こ と の 次 第 を 説 き
ま し た が 、 婆 羅 門 は 怒 っ て 子 を 殺 し 、 酢 で 煮 て 私 に 食 べ さ せ ま し た 。
私 は 苦 悩 し て 食 べ る こ と が で き ま せ ん 。 ま た 殴 ら れ た の で 子 を 食 べ た
後 、 辛 く な っ て 思 い ま し た 。 「 福 が 尽 き て こ の 人 に 会 っ た 。 」 夫 を 捨
て て 逃 げ 、 波 羅 捺 に 至 り 、 城 外 で 樹 の 下 に 座 っ て 休 ん で い ま し た 。 こ
の 国 の 長 者 の 子 が い て 、 妻 を 亡 く し て 城 外 の 園 の 中 に 埋 め 、 そ の 妻 を
恋 慕 し 、 毎 日 城 を 出 て 塚 の 上 で 泣 い て い ま し た 。 彼 は そ の 時 私 を 見 て
尋 ね ま し た 。 「 あ な た は 誰 で す か 。 ど う し て 独 り で 道 辺 に 座 っ て い る
の で す か 。 」 私 は 事 の 次 第 を 話 す と 、 そ の 人 は 私 に 言 い ま し た 。 「 あ
な た と 一 緒 に あ の 邸 宅 に 入 り た い と 思 い ま す 。 行 っ て く れ ま す か 。 」
私 は 受 諾 し 、 や が て 夫 婦 と な っ て 数 日 を 経 た 時 、 長 者 の 子 は 病 に な り
助 か ら ず 、 す ぐ に 死 ん で し ま い ま し た 。 そ の 国 の 法 律 で は 、 も し 故 人
が 生 き て い る 時 寵 愛 さ れ て い た ら 、 葬 儀 の 日 に 共 に 塚 の 中 に 埋 め る こ
と に な っ て い ま し た 。 私 は 埋 め ら れ ま し た が 、 す ぐ に 死 に ま せ ん で し
た 。 盗 賊 が や っ て 来 て そ の 塚 を 開 き 、 賊 の 頭 は 端 正 な 私 を 見 て 妻 に し
ま し た 。 数 十 日 の う ち 強 盗 に 出 て 、 家 の 主 に 悟 ら れ 頭 を 断 た れ ま し
た 。 賊 の 手 下 た ち は 死 体 を 持 っ て き て 私 に 返 し ま し た 。 み ん な で 死 体
を 埋 め る こ と に し て 、 国 の 法 に 従 い 私 を 並 べ て 埋 め ま し た 。 塚 の 中 で
三 日 た っ て 、 狼 ・ 狐 ・ 狗 が や っ て 来 て 塚 を 開 き 、 死 人 を 喰 ら お う と し
た た め 、 私 は ま た 出 る こ と が で き ま し た 。 「 前 世 に ど ん な 殃 が あ っ
て 、 十 日 の 間 に こ の よ う な 罪 苦 に あ っ た の だ ろ う か 。 死 に か け て 復 生
き た 。 ど ん な 生 き 方 を し て 余 命 を 全 う す る べ き だ ろ う か 。 」 自 ら こ う
考 え ま し た 。 「 私 は 昔 聞 い た 。 釈 迦 族 の 子 が 家 を 棄 て 、 道 を 学 ん で 成
道 し て 、 仏 と 喚 ば れ 三 世 を 知 る こ と を 達 成 さ れ た 。 行 っ て 詣 で て 身 も
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心 も 帰 依 し よ う 。 」 祇 園 精 舎 へ の 道 を 急 ぎ 遙 か に 仏 を 見 る と 、 樹 に 花
が 咲 く よ う で も あ り 、 星 の 中 の 月 の よ う で も あ り ま し た 。 そ の 時 世 尊
は 神 通 力 で 救 う べ き 者 が や っ て 来 る の を 察 し て 、 私 を 迎 え ら れ ま し
た 。 私 は そ の 時 裸 で 自 分 を 蔽 う 物 は な く 、 す ぐ に 地 面 に 座 っ て 手 で 乳
を 覆 い ま し た 。 仏 は 阿 難 に 言 わ れ ま し た 。 「 あ な た は 衣 を 持 っ て 来 て
こ の 女 に 着 せ な さ い 。 」 私 は そ こ で 衣 を 得 て 世 尊 の 足 下 に 稽 首 し て 、
具 に 罪 厄 を 陳 べ ま し た 。 「 願 わ く は 愍 を 垂 れ て 私 に 出 家 を 許 し て く だ
さ い 。 」 仏 は 阿 難 に 言 わ れ ま し た 。 「 連 れ て 行 っ て こ の 女 人 を 憍 曇 彌
に 付 け 、 戒 法 を 授 け な さ い 。 」 大 愛 道 は す ぐ に 私 を 受 け と り 比 丘 尼 に
し て く だ さ い ま し た 。 私 の た め 四 諦 の 要 ・ 空 ・ 苦 ・ 非 常 を 説 か れ ま し
た 。 私 は こ の 法 を 聞 い て 剋 心 し 、 精 進 し て 阿 羅 漢 に な り ま し た 。 今 、
私 が 現 世 で 受 け る 苦 悩 を 具 に 陳 べ る の は 難 し い で す が 、 過 去 に な し た
こ と と 少 し も 違 わ な い の で す 。 」  

 
 パ ー リ 説 話 で は パ タ ー チ ャ ー ラ ー の 受 け た 苦 は 、 二 人 の 息 子 と 夫 を 亡 く
し 実 家 の 親 族 も 死 に 絶 え た こ と で あ る が 、 『 賢 愚 経 』 で は そ の 後 結 婚 を 繰
り 返 す こ と で 苦 を 受 け 続 け る 。 彼 女 が こ の よ う な 苦 を 受 け る こ と に な っ た
原 因 が 過 去 世 に あ る と 続 く 。  
  

時 諸 比 丘 尼 。 重 復 啓 白 宿 有 何 咎 。 而 獲 斯 殃 。 唯 願 説 之 。 微 妙 答 曰 。 汝
等 靜 聽 。 乃 往 過 世 。 有 一 長 者 。 財 富 無 數 。 無 有 子 息 。 更 取 小 婦 。 雖 小
家 女 。 端 正 少 雙 。 夫 甚 愛 念 。 遂 便 有 娠 。 十 月 已 滿 。 生 一 男 兒 。 夫 妻 敬
重 。 視 之 無 厭 。 大 婦 自 念 。 我 雖 貴 族 。 現 無 子 息 可 以 繼 嗣 。 今 此 小 兒 。
若 其 長 大 。 當 領 門 戸 。 田 財 諸 物 。 盡 當 攝 持 。 我 唐 勞 苦 。 積 聚 財 産 。 不
得 自 在 。 妬 心 卽 生 。 不 如 早 殺 。 内 計 已 定 卽 取 鐵 針 。 刺 兒 顖 上 。 令 沒 不
現 。 兒 漸 痟 痩 。 旬 日 之 間 。 遂 便 喪 亡 。 小 婦 懊 惱 。 氣 絶 復 穌 。 疑 是 大 婦
妬 殺 我 子 。 卽 問 大 婦 。 汝 之 無 狀 。 怨 殺 我 子 。 大 婦 卽 時 。 自 呪 誓 曰 。 若
殺 汝 子 。 使 我 世 世 夫 爲 毒 蛇 所 殺 。 有 兒 子 者 。 水 漂 狼 食 。 身 見 生 埋 。 自
噉 其 子 。 父 母 大 小 。 失 火 而 死 。 何 爲 謗 我 。 當 於 爾 時 。 謂 無 罪 福 反 報 之
殃 。 前 所 呪 誓 。 今 悉 受 之 。 無 相 代 者 。 欲 知 爾 時 大 婦 者 。 則 我 身 是 。 諸
比 丘 尼 。 重 復 問 曰 。 復 有 何 慶 。 得 覩 如 來 。 就 迎 之 耶 。 得 在 道 堂 免 于 生
死 。 微 妙 答 曰 。 昔 波 羅 捺 國 。 有 一 大 山 。 名 曰 仙 山 。 其 中 恒 有 辟 支 佛 聲
聞 外 道 神 仙 。 無 有 空 缺 。 彼 時 緣 覺 。 入 城 今 衞 。 有 長 者 婦 。 見 之 歡 喜 。
卽 供 養 之 。 緣 覺 食 已 。 飛 昇 虛 空 。 身 出 水 火 。 坐 臥 空 中 。 婦 時 見 之 。 卽
發 誓 言 。 使 我 後 世 得 道 如 是 。 爾 時 婦 者 。 則 我 身 是 。 緣 是 之 故 。 得 見 如
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來 。 心 意 開 解 。 成 羅 漢 道 。 今 日 我 身 。 雖 得 羅 漢 。 恒 熱 鐵 針 。 從 頂 上
入 。 於 足 下 出 。 晝 夜 患 此 。 無 復 竟 已 。 殃 福 如 是 。 無 有 朽 敗 。 爾 時 五 百
貴 姓 比 丘 尼 。 聞 説 是 法 。 心 意 悚 然 。 觀 欲 之 本 。 猶 如 熾 火 。 貪 欲 之 心 。
永 不 復 生 。 在 家 之 苦 。 甚 於 牢 獄 。 諸 垢 消 盡 。 一 時 入 定 。 或 阿 羅 漢 道 。
各 共 齊 心 。 白 微 妙 曰 。 我 等 纏 綿 繫 著 婬 欲 。 不 能 自 抜 。 今 蒙 仁 恩 導 。 得
度 生 死 。 時 佛 歎 曰 。 快 哉 微 妙 。 夫 爲 道 者 。 能 以 法 敎 。 轉 相 敎 誡 。 可 謂
佛 子 。 衆 曾 聞 説 莫 不 歡 喜 。 稽 首 奉 行 。  

 
そ の 時 比 丘 尼 た ち は ま た 申 し 上 げ た 。 「 過 去 に ど ん な 罪 過 が あ っ て こ
の 殃 を 受 け た の で す か 。 願 わ く は そ れ を 説 い て く だ さ い 。 」 「 あ な た
た ち 、 静 か に 聞 き な さ い 。 昔 過 去 世 に 一 長 者 が い ま し た 。 財 産 は 計 り
知 れ な い ほ ど 多 い の に 息 子 が い な か っ た の で 、 も う 一 人 妻 を 娶 り ま し
た 。 取 り 柄 の な い 家 の 娘 で す が 、 並 ぶ 者 が な い ほ ど 端 正 な の で 、 夫 は
寵 愛 し 妊 娠 し ま し た 。 十 ヶ 月 経 っ て 男 子 を 生 ん だ の で 、 夫 は 妻 を 敬 重
し 、 子 を 見 て 飽 き る こ と は あ り ま せ ん で し た 。 大 婦 は 思 い ま し た 。
『 私 は 貴 族 と い っ て も 跡 継 ぎ の 子 が い な い 。 今 こ の 幼 児 が 成 長 す れ ば
家 を 継 ぎ 、 田 ・ 財 産 ・ 所 有 物 を 全 て 手 に 入 れ る だ ろ う 。 私 は た い へ ん
な 苦 労 を し て 財 産 を 蓄 え た が 自 由 に で き な い 。 』 嫉 妬 心 を 生 じ て 、 早
く 殺 す に こ し た こ と は な い と 企 て 、 鉄 の 針 を 取 っ て 子 の 頭 に 刺 す と 、
子 は 頭 が 痛 み 痩 せ て 十 日 ほ ど で 死 に ま し た 。 小 婦 は 懊 悩 し 気 絶 し て 蘇
る と 、 大 婦 が 妬 ん で 息 子 を 殺 し た の だ と 疑 い 、 大 婦 に 尋 ね ま し た 。
『 あ な た は 無 礼 に も 我 が 子 を 妬 ん で 殺 し た の で す か 。 』 そ の 時 大 婦 は
呪 誓 し て 言 い ま し た 。 『 も し あ な た の 子 を 殺 し た の な ら 、 私 の 来 世 の
夫 は 毒 蛇 の た め に 殺 さ れ 、 子 が い た ら 水 に 漂 い 、 狼 が 食 い 、 自 身 は 生
き て 埋 め ら れ 、 自 ら 自 分 の 子 を 食 べ 、 父 母 兄 弟 は 失 火 で 死 ぬ で し ょ
う 。 ど う し て 私 を 謗 る の で す か 。 』 そ の 時 に 当 て は め て 考 え る と 、 罪
福 の 反 報 の 殃 で は な く 、 前 世 に 呪 誓 し た こ と を 今 悉 く 受 け て い ま す 。
代 わ っ て く れ る 者 は い ま せ ん 。 知 り た い で し ょ う 。 そ の 時 の 大 婦 は 私
で す 。 」  比 丘 尼 た ち は ま た 尋 ね た 。 「 ま た ど ん な 良 い こ と が あ っ
て 、 如 来 に 逢 う こ と が で き た の で す か 。 死 を 免 れ て 教 団 に 入 る こ と が
で き た の で す か 。 」 「 昔 波 羅 捺 国 に 大 き な 山 が あ り ま し た 。 仙 山 と い
う 名 で し た 。 そ の 中 に は 常 に 辟 支 佛 ・ 声 聞 ・ 外 道 の 神 仙 が 所 狭 ま し と
大 勢 お ら れ ま し た 。 あ る 長 者 の 妻 が い て 縁 覚 を 見 て 歓 喜 し て 供 養 し ま
し た 。 縁 覚 は 食 べ 終 わ っ て 飛 び 上 が り 虚 空 に 昇 っ て 身 か ら 水 や 火 を 出
し て 空 中 に 座 り ま し た 。 妻 は こ れ を 見 て 誓 い ま し た 。 『 私 は 来 世 に 辟
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支 仏 の よ う に 悟 り を 得 ら れ ま す よ う に 。 』 そ の 時 の 妻 は 私 で す 。 こ の
た め 如 来 に 逢 う こ と を 得 て 、 心 は 解 脱 し て 阿 羅 漢 道 を 得 ま し た 。 今 日
私 は 阿 羅 漢 を 得 て も 熱 の 鉄 針 が 頭 か ら 入 り 足 の 下 か ら 出 ま す 。 昼 夜 こ
の こ と で 苦 し み は 終 わ る こ と は あ り ま せ ん 。 殃 と 福 徳 は こ の よ う な も
の で す 。 止 む こ と は あ り ま せ ん 。 」 そ の 時 五 百 の 貴 族 出 身 の 比 丘 尼 た
ち は こ の 法 を 聞 い て ぞ っ と し た 。 欲 の 本 を 観 て 燃 え 盛 る 火 の よ う な も
の で あ る と 分 か れ ば 、 欲 の 心 は 永 く 生 れ な い 。 在 家 の 苦 は 牢 獄 よ り 甚
だ し い け れ ど 、 諸 々 の 汚 れ が な く な る と 、 禅 定 に 入 っ て 阿 羅 漢 を 完 成
す る こ と が で き る 。 み な 心 を 同 じ に し て 微 妙 に 申 し 上 げ た 。 「 私 た ち
は 婬 欲 に 縛 ら れ 自 ら 抜 け る こ と が で き ま せ ん で し た 。 今 、 あ り が た い
導 き を 受 け 、 輪 廻 か ら 解 脱 す る こ と が で き ま し た 。 」 「 そ れ で 良 い 微
妙 。 成 道 を 得 た 者 は 法 を 教 え 互 い に 教 誡 し ま す 。 仏 弟 子 と い う に 値 し
ま す 。 」 み な 仏 が 説 か れ る の を 聞 い て 喜 ば な い 者 は な く お 辞 儀 を し
た 。  

 

 『 法 苑 珠 林 』 『 諸 経 要 集 』 は 『 賢 愚 経 』 を 簡 略 化 し た も の で 、 内 容 は 同
じ で あ る 。 漢 訳 文 献 と パ ー リ 文 献 に 共 通 し て い る の は 、 夫 は 道 で 死 に 、 長
男 は 河 に 流 さ れ 、 次 男 は 獣 に 食 わ れ 、 親 族 は 死 に 絶 え る と い う 現 世 の 体 験
で あ る 。 ま た 過 去 世 の 仏 へ の 善 業 に よ っ て 出 家 し 、 悟 り を 得 る こ と が で き
た こ と で あ る 。 こ こ で い う 善 業 と は 仏 や 僧 団 に 多 大 な 布 施 を す る こ と で あ
る 。 漢 訳 文 献 は パ ー リ 経 典 と 比 べ 大 き な 違 い が 二 カ 所 あ る 。 ま ず 、 夫 ・ 二
子 ・ 親 族 の 死 後 パ タ ー チ ャ ー ラ ー は 数 度 再 婚 し た が 、 幸 せ な 結 婚 生 活 を 送
れ ず 、 苦 難 を 受 け て い る 。 次 に こ の よ う な 苦 し み を 受 け る 原 因 は 、 前 世 に
行 っ た 嫉 妬 に よ る 継 子 殺 し の 悪 業 の 報 い で あ る こ と が 加 え ら れ て い る 。 息
子 の い な い 妻 が 辛 い 立 場 に 追 い や ら れ る 一 夫 多 妻 の 社 会 で は 、 息 子 を 産 め
な い 妻 が 他 の 妻 の 産 ん だ 息 子 を 煩 わ し く 思 う こ と は 多 々 あ っ た だ ろ う 。 嫉
妬 と い う よ り 、 家 庭 内 の 地 位 の 低 下 が も た ら す 生 活 環 境 の 悪 化 へ の 恐 怖 も
含 ま れ て い る 。 継 子 を 疎 ま し い と 感 じ る 心 を 嫉 妬 と し て 、 そ れ が も た ら す
悪 業 と そ の 苦 果 を 強 調 し 、 女 性 へ の 戒 め に し て い る よ う に も 見 え る 。  
 
  
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 四 「 賢 愚 経 」 巻 第 三 、 p p.367a-368c。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 五 十 三 「 法 苑 珠 林 」 巻 第 五 十 八 、 p.725a-c。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 五 十 四 「 諸 経 要 集 」 巻 第 九 、 pp.80c-81b。  
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第 五 節  漢 文 献 に お け る キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 出 家 因 縁 譚  
 
パ ー リ 経 典 の パ タ ー チ ャ ー ラ ー 出 家 因 縁 譚 が 、 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶

雑 事 』 で は キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の も の と し て 語 ら れ て い る 。 漢 訳 文 献 に は 他
に キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 出 家 因 縁 譚 は な い 。  

『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 雑 事 』 の キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 出 家 因 縁 譚 は 『 大
正 新 脩 大 蔵 経 』 で 六 ペ ー ジ に 及 ぶ 長 作 で 、 こ こ で は キ サ ー ゴ ー タ ミ ー は 瘦
瞿 答 彌 と 呼 ば れ 、 瘦 瞿 答 彌 と 夫 の 父 の 交 友 か ら 物 語 は 始 ま る １ 。  

婆 羅 痆 斯 の 長 者 瞿 答 摩 は 交 易 先 の 得 叉 で 知 り 合 っ た 長 者 と 友 に な っ た 。
得 叉 の 長 者 は 遊 方 と い う 息 子 を 得 、 婆 羅 痆 斯 の 長 者 は 瘦 瞿 答 彌 と い う 娘 を
得 た 。 二 人 が 成 人 し た ら 結 婚 さ せ る こ と に し た 。 や が て 遊 方 は 自 ら 商 主 と
な り 、 五 百 の 商 人 を 率 い て 多 く の 資 本 金 持 っ て 南 の 中 国 に 行 っ た 。 そ こ で
遊 郭 の や り 手 に 騙 さ れ 身 ぐ る み を は が れ 、 簀 巻 き に し て 街 に 捨 て ら れ た 。
口 入 れ 屋 で 労 働 者 を 雇 い に き た 瞿 答 摩 と 出 会 い 、 昔 の 知 り 合 と 分 か り 、 瞿
答 摩 か ら 金 を 借 り 、 不 思 議 な 箸 を 使 っ て 遊 郭 か ら 取 ら れ た 財 物 を 取 り 戻 し
た 。 瘦 瞿 答 彌 と 結 婚 式 を 挙 げ 、 故 郷 に 帰 っ た 。  

そ の 後 瘦 瞿 答 彌 は 『 賢 愚 経 』 の パ タ ー チ ャ ー ラ ー と ほ と ん ど 同 じ 経 験 を
す る 。 や が て 二 人 目 の 子 を 産 む た め 実 家 へ 帰 る 途 中 出 産 し 、 夫 は 毒 蛇 に 殺
さ れ 、 長 男 は 河 に 流 さ れ 、 次 男 は 狐 に 殺 さ れ 、 実 家 に 着 く と 親 族 は 落 雷 に
よ り 死 に 絶 え て い た 。 織 師 と 結 ば れ た が 、 生 ま れ た ば か り の 子 を 食 べ さ せ
ら れ 逃 げ 、 途 中 大 商 人 に 見 初 め ら れ 妻 に な っ た 。 夫 は 賊 に 殺 さ れ 彼 女 は 賊
の 妻 に さ れ た 。 賊 は 王 に 誅 殺 さ れ 、 王 は 彼 女 を 大 夫 人 と し た が 、 王 の 死 後
共 に 墓 に 入 れ ら れ 、 賊 が 暴 い て 出 る こ と が で き た 。 こ こ で 悪 縁 は 尽 き 過 去
世 の 善 業 に よ り 、 仏 陀 に 会 い 出 家 し 、 持 律 第 一 と 言 わ れ た 。 こ の 後 持 律 第
一 と な る 因 縁 が 語 ら れ る 。  

 
諸 苾 芻 乃 往 迦 葉 佛 時 。 此 瘦 瞿 答 彌 於 彼 佛 法 出 家 爲 尼 。 乃 至 命 終 修 治 梵
行 無 所 證 獲 。 依 止 一 尼 爲 鄔 波 駄 耶 。 彼 佛 法 中 持 律 第 一 。 彼 佛 世 尊 亦 與
授 記 。 瘦 瞿 答 彌 臨 終 發 願 。 我 於 迦 葉 波 如 來 無 上 等 覺 敎 法 之 中 。 至 盡 形
壽 修 治 梵 行 。 所 有 善 根 如 迦 葉 波 佛 授 摩 納 婆 。 當 來 之 世 人 百 歳 時 。 得 成
正 覺 名 釋 迦 牟 尼 。 我 願 於 彼 如 來 法 中 面 得 出 家 。 斷 諸 煩 惱 證 阿 羅 漢 。 如
迦 葉 波 佛 説 我 鄔 波 駄 耶 。 於 諸 尼 中 持 律 第 一 。 我 亦 如 是 蒙 佛 記 爲 持 律 第
一 。  
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ま た 諸 の 比 丘 達 よ 。 昔 迦 葉 仏 の 時 、 こ の 瘦 瞿 答 彌 は 迦 葉 仏 の 仏 法 に 於
い て 出 家 し 尼 と な っ た 。 死 ぬ ま で 梵 行 を 修 め た が 明 ら か に す る こ と は
な か っ た 。 一 人 の 尼 を 師 匠 と し て そ の 弟 子 に な っ た 。 そ の 仏 の 法 の 中
で 持 律 第 一 で あ っ た 。 仏 世 尊 も ま た 未 来 に 仏 に な る こ と を 予 言 さ れ て
い た 。 瞿 答 彌 は 臨 終 に 発 願 し 、 私 は 迦 葉 波 如 来 最 高 の 覚 り の 教 え の 中
で 、 肉 体 の 寿 命 が 尽 き る ま で 梵 行 を 修 め た 。 す べ て の 善 根 に よ っ て 迦
葉 波 仏 が 弟 子 に 授 け た よ う に 、 未 来 の 世 で 人 の 寿 命 が 百 歳 の 時 、 釈 迦
牟 尼 が 正 覚 を 成 し 遂 げ ら れ る 。 私 は 願 わ く は そ の 如 来 の 教 え に お い て
出 家 を 得 て 、 諸 の 煩 悩 を 断 ち 阿 羅 漢 と な り 、 迦 葉 波 仏 が 私 の 師 匠 を 尼
の 中 に お い て 持 律 第 一 と 説 か れ た よ う に 、 私 は ま た こ の よ う に 持 律 第
一 に な る と 仏 の 予 言 を い た だ い た 。  

 
続 い て 彼 女 の 父 母 ・ 夫 ・ 二 子 の 不 幸 な 死 の 因 縁 に も 触 れ て い る 。  

 
時 諸 苾 芻 復 白 佛 言 。 大 徳 。 彼 之 父 母 。 先 作 何 業 咸 遭 霹 靂 。 夫 造 何 罪 被
毒 蛇 蜇 。 二 子 何 愆 。 一 被 野 干 損 害 。 一 爲 溺 水 而 亡 。 佛 告 苾 芻 各 自 作
業 。 皆 悉 成 熟 。 廣 如 前 説 。 汝 等 苾 芻 當 一 心 聽 。 此 賢 劫 中 人 壽 二 萬 歳
時 。 有 迦 葉 波 如 來 應 正 等 覺 。 十 號 具 足 出 現 於 世 。 在 婆 羅 痆 斯 仙 人 堕 處
施 鹿 林 中 爾 時 於 此 城 中 。 有 一 長 者 大 富 多 財 。 去 城 不 遠 。 於 河 彼 岸 造 一
住 處 。 諸 方 儈 來 咸 住 於 此 。 長 者 以 財 付 與 村 人 令 其 興 易 。 時 有 一 人 三 度
將 財 並 皆 散 失 。 長 者 喚 問 汝 無 智 慧 。 三 度 將 財 並 皆 散 失 。 若 不 還 我 不 放
汝 歸 。 答 言 長 者 。 更 容 一 度 將 財 興 易 。 若 不 總 還 夫 妻 二 子 沒 爲 奴 婢 。 遂
作 明 契 。 長 者 與 財 。 復 還 散 失 。 長 者 卽 便 収 其 夫 妻 及 子 。 充 寺 浄 人 在 城
居 止 。 毎 日 渡 河 向 寺 供 給 。 身 常 煮 飯 。 妻 及 二 子 雑 營 諸 味 。 時 有 羅 漢 苾
芻 知 儈 撿 挍 。 時 逢 天 雨 河 水 泛 溢 。 夫 妻 及 子 並 皆 不 至 。 時 阿 羅 漢 怪 其 不
來 。 卽 往 告 言 。 日 時 將 至 何 故 不 行 。 欲 令 衆 儈 悉 皆 闕 食 。 聞 是 語 已 悉 生
瞋 恚 。 父 母 親 識 聞 已 呪 言 。 彼 人 無 事 共 相 苦 切 。 何 故 不 遭 霹 靂 而 死 。 夫
作 是 語 此 在 路 來 。 何 不 被 毒 蛇 蜇 死 。 一 子 復 言 。 何 不 溺 水 面 死 。 一 子 又
言 。 何 不 被 野 干 所 殺 。 汝 等 苾 芻 勿 生 餘 念 。 往 時 浄 人 者 豈 異 人 乎 。 卽 夫
妻 是 。 彼 父 母 等 卽 霹 靂 死 者 是 。 彼 時 夫 者 卽 被 蛇 蜇 死 者 是 。 時 二 子 者 卽
溺 水 死 。 及 野 干 害 者 是 。 此 等 皆 由 過 去 於 羅 漢 處 以 毒 害 心 出 麁 惡 語 。 皆
受 斯 報 。 汝 等 苾 芻 。 由 是 因 緣 。 我 常 宣 説 黑 業 得 黑 報 。 白 業 得 白 報 。 雜
業 得 雜 報 。 汝 等 應 當 勤 修 白 業 。 離 黑 雜 業 。 時 諸 苾 芻 聞 佛 所 説 。 皆 大 歡
喜 信 受 奉 行 。 頂 禮 佛 足 奉 辭 而 去 。  

 



50 
 

比 丘 達 は ま た 仏 に 申 し 上 げ た 。 「 大 徳 よ 、 彼 女 の 父 母 は 、 前 世 に ど ん
な 業 を 行 っ て み な 雷 に 遭 っ た の で す か 。 夫 は ど ん な 罪 を 造 っ て 毒 蛇 に
殺 さ れ 、 二 子 は ど ん な 過 ち で 一 人 は 野 狐 に 害 さ れ 、 一 人 は 水 に 溺 れ て
亡 く な っ た の で す か 。 」 「 各 々 が 自 ら 業 を な し 、 皆 悉 く 成 熟 し た の
は 、 広 く 前 に 述 べ た 通 り で あ る 。 あ な た た ち 比 丘 は 一 心 に 聞 き な さ
い 。 こ の 賢 劫 で 人 の 寿 命 が 二 万 歳 の 時 、 迦 葉 波 如 来 応 正 等 覚 が い た 。
十 号 を 具 足 し て 世 に 出 現 し た 。 婆 羅 痆 斯 仙 人 の 集 ま る 施 鹿 林 中 に お ら
れ た 。 そ の 時 こ の 城 の 中 に 、 多 く の 富 財 産 を 持 っ て い る 一 人 の 長 者 が
い た 。 城 か ら 遠 く な い 河 の 岸 に 住 居 を 造 っ て 、 諸 方 の 僧 が 来 て 皆 こ こ
で 暮 ら し て い た 。 長 者 は 財 を 村 人 に 貸 し 付 け て 商 売 を さ せ た 。 あ る 人
が 三 度 財 を 受 け 取 っ て 皆 失 っ て し ま っ た 。 長 者 は 呼 び 出 し 問 い た だ し
た 。 『 お ま え は 智 慧 が な い 。 三 度 財 を 受 け 取 っ て 皆 失 っ て し ま っ た 。
も し 私 に 帰 さ な け れ ば お ま え が 帰 る の を 許 さ な い 。 』 『 長 者 、 も う 一
度 許 し て く だ さ い 。 財 を 受 け 取 っ て 商 売 し 、 も し 返 さ な か っ た ら 夫 婦
と 二 子 を 没 収 し て 奴 婢 に し て く だ さ い 。 』 約 束 を し た の で 、 長 者 は 財
を 与 え た が ま た 失 っ た 。 長 者 は す ぐ に そ の 夫 婦 と 子 を 所 有 し て 、 寺 の
浄 人 に し て 城 下 に 住 ま わ せ た 。 毎 日 河 を 渡 っ て 寺 に 行 っ て 物 資 を 供 給
し 、 飯 を 煮 た 。 妻 と 二 子 は さ ま ざ ま な 雑 用 を し た 。 阿 羅 漢 の 比 丘 で 僧
の 撿 挍 が い た 。 あ る 時 、 雨 が 降 っ て 河 の 水 が 溢 れ た 。 夫 妻 と 子 は 皆 行
く こ と が で き な か っ た 。 そ の 時 阿 羅 漢 は 彼 ら が 来 な い の を 怪 し ん で 、
行 っ て 言 っ た 。 『 時 間 に な っ た の に ど う し て 来 な い の だ 。 僧 た ち を 皆
食 さ せ な い つ も り か 。 』 こ の 言 葉 を 聞 い て 強 い 瞋 が 生 じ た 。 父 母 は 理
由 を 知 っ て 呪 っ て 言 っ た 。 『 あ の 人 は 理 由 も な く 苦 情 を 言 っ た 。 ど う
し て 雷 に 遭 っ て 死 な な い の か 。 』 夫 は こ う 言 っ た 。 『 こ こ に 路 が あ っ
て や っ て 来 た 、 ど う し て 毒 蛇 に 殺 さ れ な い の か 。 』 一 人 の 子 は ま た 言
っ た 。 『 ど う し て 水 に 溺 れ て 死 な な い の か 。 』 一 人 の 子 も ま た 言 っ
た 。 『 ど う し て 野 狐 に 殺 さ れ な い の か 。 』 あ な た た ち 比 丘 は 余 計 な 事
を 考 え て は い け な い 。 そ の 時 の 浄 人 は ど う し て 外 の 人 で あ ろ う か 。 夫
妻 は こ の 人 達 で あ る 。 父 母 等 は 雷 で 死 ん だ 者 で あ る 。 そ の 時 の 夫 は 蛇
に 殺 さ れ た 者 で あ る 。 二 子 は 水 に 溺 れ て 死 ん だ 者 と 野 狐 に 害 さ れ た 者
で あ る 。 こ れ 等 は み な 過 去 に 羅 漢 に 悪 意 で 雑 言 を 発 し た の で 、 皆 そ の
報 を 受 け た 。 比 丘 た ち よ 、 こ の 因 縁 に よ っ て 私 は 常 に 言 う 。 悪 業 は 悪
報 を 得 、 善 業 は 善 報 を 得 、 雑 業 は 雑 報 を 得 る 。 あ な た た ち は 善 業 を 勤
修 し 、 悪 業 を 離 れ な さ い 。 」 そ の 時 比 丘 た ち は 仏 の 説 く こ と を 聞 き 、
皆 大 歓 喜 し て 理 解 し 、 頂 礼 仏 足 し 挨 拶 し て 去 っ た 。  
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 ま ず 、 瘦 瞿 答 彌 の 過 去 世 の 善 業 と 悪 業 に 加 え 、 毒 蛇 に 殺 さ れ た 夫 ・ 河 で
溺 れ 死 ん だ 息 子 ・ 野 狐 に 殺 さ れ た 息 子 ・ 雷 で 死 ん だ 家 族 が 受 け た 不 幸 な 死
の 原 因 に も 及 ん で い る 。 瘦 瞿 答 彌 の 悪 業 は 継 子 殺 し で 、 家 族 は 阿 羅 漢 に 吐
い た 暴 言 で あ る 。 善 業 楽 果 ・ 悪 業 苦 果 を 登 場 人 物 に 広 く 当 て は め て い る 。
夫 ･子 供 ･一 族 が 死 に 絶 え る と い う 不 幸 が キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 体 験 と し て 語
ら れ る 唯 一 の 出 家 因 縁 譚 で あ る 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 雑 事 』 で は 業 報
輪 廻 に 重 点 が 置 か れ て い る 。  

 
 
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 四 、 「 根 本 説 一 切 有 部 毘 奈 耶 雑 事 」 巻 第 三 十 、 pp.352b-

357a。  

   
 
第 六 節  漢 文 献 に お け る ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 出 家 因 縁 譚  

 
パ ー リ 文 献 に お け る パ タ ー チ ャ ー ラ ー の 出 家 因 縁 譚 は 『 大 方 便 佛 報 恩

経 』 1 で は ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の も の と し て 語 ら れ て い る 。 漢 文 文 献 で は
ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー は 蓮 華 色 と 呼 ば れ る 。 『 大 方 便 佛 報 恩 経 』 で は 『 賢 愚
経 』 と ほ ぼ 同 じ 内 容 で 、 ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 身 に 起 こ っ た こ と と し て 表
さ れ て い る が 、 前 世 の 善 業 も 悪 業 も 語 ら れ て い な い 。 し か し 漢 文 献 『 四 分
律 』 2 と 『 彌 沙 塞 和 醯 五 分 律 』 3 で は 、 ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 偈 に 沿 っ た 物
語 が 展 開 す る 。 母 子 同 婿 を 『 彌 沙 塞 和 醯 五 分 律 』 で は 次 の よ う に 語 ら れ
る 。  

 
佛 在 舎 衛 城 。 爾 時 優 善 那 邑 。 有 年 少 居 士 出 行 遊 戲 。 見 一 女 人 名 蓮 華
色 。 色 如 桃 華 女 相 具 足 。 情 相 敬 重 卽 爲 婦 。 其 後 少 時 婦 便 有 身 。 送 歸 其
家 月 滿 生 女 。 以 婦 在 産 不 得 附 近 。 遂 乃 私 竊 通 于 其 母 。 蓮 華 色 知 便 欲 委
之 。 絶 夫 婦 道 恐 累 父 母 。 顧 愍 嬰 孩 呑 忍 恥 愧 。 還 于 夫 家 養 女 八 歳 。 然 後
乃 去 至 波 羅 奈 。 飢 渴 疲 極 於 水 邊 坐 。 時 彼 長 者 出 行 遊 觀 。 見 甚 重 愛 。 卽
問 鄕 居 父 母 氏 族 。 今 爲 係 誰 而 獨 在 此 。 蓮 華 色 言 。 我 某 氏 女 。 今 無 所
屬 。 長 者 復 問 。 若 無 所 屬 。 能 爲 我 作 正 室 不 。 答 言 。 女 人 有 夫 何 爲 不
可 。 卽 便 載 歸 拜 爲 正 婦 。 蓮 華 色 料 理 其 家 。 允 和 大 小 夫 婦 相 重 。 至 于 八
年 。 爾 時 長 者 語 其 婦 言 。 我 有 出 息 在 優 善 那 邑 。 不 復 債 斂 於 今 八 年 。 考
計 生 長 乃 有 億 數 。 今 欲 往 債 與 汝 暫 乖 。 婦 言 。 彼 邑 風 俗 女 人 放 逸 。 君 住
或 能 失 丈 夫 操 。 財 物 糞 土 亦 何 足 計 。 答 言 。 吾 雖 短 闇 不 至 此 亂 。 婦 復
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言 。 若 必 宜 去 思 聞 一 誓 。 答 言 甚 善 。 便 言 。 若 我 發 此 至 還 入 門 。 一 生 邪
心 與 念 同 滅 。 於 是 別 去 到 于 彼 邑 。 債 斂 處 多 遂 經 年 歳 。 去 家 日 久 思 室 轉
深 。 作 是 思 惟 。 我 當 云 何 。 不 違 先 誓 而 遂 今 情 。 復 作 是 念 。 我 若 邪 婬 乃
負 本 誓 。 更 取 別 室 不 爲 違 要 。 於 是 推 訪 。 遇 見 一 女 。 顔 容 雅 妙 視 瞻 不
邪 。 甚 相 敬 愛 。 便 往 求 婚 。 父 以 長 者 才 明 大 富 。 歡 喜 與 之 。 債 索 既 畢 。
將 還 本 國 安 處 別 宅 。 然 後 乃 歸 。 晨 出 暮 反 異 于 在 昔 。 蓮 華 色 怪 之 。 密 問
從 人 。 從 人 答 言 。 外 有 少 婦 是 故 如 此 。 其 夫 暮 還 。 蓮 華 色 問 。 君 有 新 室
何 故 藏 隠 。 不 令 我 見 。 答 言 。 恐 卿 見 恨 。 是 故 留 外 。 婦 言 。 我 無 嫌 妬 。
神 明 鑒 識 。 便 可 呼 歸 。 助 君 料 理 。 卽 便 將 還 。 乃 是 其 女 。 母 子 相 見 不 復
相 識 。 後 因 沐 頭 諦 觀 形 相 。 乃 疑 是 女 。 便 問 。 鄕 邦 父 母 姓 族 。 女 具 以
答 。 爾 乃 知 之 。 母 驚 惋 曰 。 昔 與 母 共 夫 。 今 與 女 同 婿 。 生 死 迷 亂 乃 至 於
此 。 不 斷 愛 欲 出 家 學 道 。 如 此 倒 惑 何 由 得 息 。 便 委 而 去 到 祇 洹 門 。 飢 渴
疲 極 坐 一 樹 下 。 爾 時 世 尊 。 與 無 央 數 衆 圍 遶 説 法 。 蓮 華 色 見 衆 多 人 往 反
出 入 。 謂 是 節 會 當 有 飮 食 。 便 入 精 舎 。 見 佛 世 尊 爲 衆 説 法 。 聞 法 開 解 飢
渇 消 除 。 於 是 世 尊 。 遍 觀 衆 會 誰 應 得 度 。 唯 蓮 華 色 應 得 道 果 。 卽 爲 説 四
眞 諦 法 苦 集 盡 道 。 便 於 坐 上 遠 塵 離 垢 得 法 眼 淨 。 既 得 果 已 。 一 心 合 掌 向
佛 而 住 。 佛 説 法 已 衆 會 各 還 。 蓮 華 色 前 禮 佛 足 長 跪 合 掌 白 佛 言 。 於 佛 法
中 願 得 出 家 。 佛 卽 許 之 。 告 波 闍 波 提 比 丘 尼 。 汝 今 可 度 此 女 爲 道 。 受
敎 。 卽 度 與 出 家 受 戒 。 勤 行 精 進 遂 成 羅 漢 。  
 
仏 が 舎 衛 城 に お ら れ た 時 、 優 善 那 村 に 年 少 の 居 士 が い て 外 出 す る と 、
蓮 華 色 と 名 づ け ら れ た 一 人 の 娘 が 桃 の 華 の よ う な 容 姿 で あ る の を 見
て 、 心 を 引 か れ 妻 に し た 。 し ば ら く し て 妻 は 妊 り 、 実 家 に 戻 り 月 満 ち
て 娘 を 産 ん だ 。 妻 と は 産 後 の た め 交 わ る こ と が で き な か っ た の で 、 夫
は 密 か に 妻 の 母 と 通 じ た 。 蓮 華 色 は そ の こ と を 知 り 夫 と 分 か れ た い と
望 ん だ が 、 父 母 を 煩 わ す こ と を 恐 れ 、 ま た 乳 飲 み 子 を 哀 れ と 思 い 、 恥
を 忍 ん で 耐 え た 。 夫 の 家 に 帰 り 娘 を 育 て た が 、 娘 が 八 歳 に な っ た 時 、
娘 を 置 い て 家 を 出 て 波 羅 奈 に 行 っ た 。 飢 え と 疲 労 の た め 水 辺 で 座 っ て
い た 。 あ る 長 者 が 観 光 し て い た 。 蓮 華 色 を 見 る と と て も 愛 ら し か っ た
の で 、 郷 里 ・ 父 母 ・ 氏 族 ・ 人 妻 か 否 か ・ な ぜ 独 り で こ こ に い る の か な
ど を 尋 ね た 。 蓮 華 色 は 、 「 私 は 誰 そ れ の 娘 で 、 今 は 誰 の 妻 で も あ り ま
せ ん 。 」 と 答 え た 。 「 独 り 身 な ら ば 私 の 妻 に な り ま せ ん か 。 」 「 私 が
夫 を 持 つ こ と に 問 題 は あ り ま せ ん 。 」 車 に 乗 せ て 帰 っ て 正 妻 に し た 。
蓮 華 色 は そ の 家 を 取 り 仕 切 り 、 様 々 な 人 と 和 み 、 夫 婦 は お 互 い に 重 ん
じ て 、 八 年 た っ た 。 あ る 時 長 者 は 妻 に 言 っ た 。 「 私 は 貸 し た 金 が 優 善



53 
 

那 村 に あ る 。 八 年 集 金 し な い ま ま で い た が 、 利 息 を 計 算 す る と 数 億 あ
る だ ろ う 。 集 金 し に 行 き た い の で お 前 と し ば ら く 別 れ る こ と に な る だ
ろ う 。 」 「 あ の 国 の 風 俗 で は 女 性 は 放 逸 で す 。 あ な た が 行 っ た ら き っ
と 浮 気 を す る で し ょ う 。 財 物 は 糞 土 の よ う な も の で す 。 ど う し て 手 に
入 れ る 価 値 が あ る で し ょ う か 。 」 「 私 は 愚 か で あ る が 淫 乱 な 行 い は し
な い 。 」 「 ど う し て も 行 か ね ば な ら な い の な ら 誓 い を た て て く だ さ
い 。 」 「 私 は こ こ を 出 て か ら 家 に 帰 る ま で 、 一 度 で も 邪 心 を 起 こ し た
ら 死 ん で し ま お う 。 」 こ の よ う に し て 別 れ 、 か の 国 に 着 い た 。 債 権 が
多 く 数 年 た っ た 。 家 を 出 て か ら 長 い 間 妻 と 離 れ て い た の で 女 を 恋 し く
思 う こ と 深 く 、 こ の よ う に 考 え た 。 「 誓 を 破 ら ず 思 い を 遂 げ る に は 、
私 は ど う し た ら 良 い だ ろ う 。 」 ま た こ う 思 っ た 。 「 私 が 邪 婬 を 犯 せ ば
誓 に 背 き 、 側 室 を 置 け ば 約 束 を 違 う こ と に な る 。 」 こ の よ う に あ れ こ
れ 考 え て い る 時 、 遇 一 人 の 娘 を 見 た 。 顔 形 は 美 し く 瞳 に 邪 な と こ ろ は
な い 。 お 互 い に 深 く 敬 愛 し て 求 婚 す る こ と に し た 。 父 は 長 者 が 賢 く 大
富 豪 で あ る の で 、 喜 ん で 彼 に 娘 を 与 え た 。 債 権 を 回 収 し 終 り 、 新 し い
妻 を 連 れ て 本 国 に 還 り 別 宅 に 住 ま わ せ 、 そ の 後 家 に 帰 っ た 。 朝 に 家 を
出 て 暮 に 帰 っ て き て 以 前 と は 異 な っ た 生 活 を し た 。 蓮 華 色 は こ の こ と
を 怪 し み 、 密 に 使 用 人 に 尋 ね た 。 使 用 人 は 「 外 に 側 室 が い て 通 っ て お
ら れ る の で す 。 」 と 答 え た 。 夫 は 日 が 暮 れ る と 帰 っ て 来 た 。 蓮 華 色 は
夫 に 「 あ な た は 新 し い 妻 が い る の に ど う し て 隠 し て 私 と 会 わ せ な い の
で す か 。 」 と 尋 ね た 。 「 お 前 に 恨 ま れ る の が 恐 ろ し く て 、 外 に 囲 っ て
い る の だ 。 」 「 私 は 嫉 妬 す る よ う な 女 で は な い こ と を 分 か っ て く だ さ
い 。 す ぐ に 連 れ て き な さ い 。 あ な た の 手 助 け を さ せ ま し ょ う 。 」 す ぐ
に 連 れ て 来 た が こ の 人 が 娘 で あ る こ と は 、 母 子 が お 互 い に 見 て も 気 が
つ か な い 。 後 に 髪 を 洗 っ て い る 時 新 妻 の 容 姿 を 観 察 し て い る う ち に 、
も し か し た ら 我 が 娘 で は な い か と 疑 い を 懐 き 、 故 郷 ・ 父 母 ・ 一 族 の こ
と を 尋 ね た 。 新 妻 の 答 え る の を 聞 き 全 て を 知 っ て 、 母 は 驚 い て 呟 い
た 。 「 昔 母 と 夫 を 共 に し 、 今 娘 と 同 じ 男 を 婿 と し て い る 。 生 死 迷 乱 し
て こ こ に 至 っ た 。 愛 欲 を 断 っ て 出 家 し 学 道 し な け れ ば 、 こ の よ う な 倒
惑 を 何 に よ っ て 癒 す こ と が で き よ う 。 全 て を 捨 て て 去 り 祇 園 精 舎 の 門
に 着 い て 、 飢 渴 疲 労 の た め 一 本 の 樹 の 下 に 坐 っ た 。 そ の 時 世 尊 は 多 く
の 衆 生 に 囲 ま れ て 彼 ら の た め に 教 え を 説 い て お ら れ た 。 蓮 華 色 は 多 く
の 人 々 が 出 入 り す る の を 見 て 、 「 こ れ は 節 会 で あ ろ う 、 食 べ 物 が あ る
に ち が い な い 。 」 と す ぐ に 精 舎 に 入 っ て 、 仏 世 尊 が 衆 生 の た め に 法 を
説 か れ て い る の を 見 た 。 法 を 聞 い て 理 解 し 飢 渇 は 除 か れ た 。 こ こ に お



54 
 

い て 世 尊 は 、 集 ま っ た 人 々 を ご 覧 に な り 「 誰 を 出 家 さ せ る べ き か 。 蓮
華 色 の み が 悟 り を 得 る こ と が で き る だ ろ う 。 」 彼 女 の た め に 四 真 諦 法
と 苦 集 尽 道 を 説 か れ た 。 す ぐ に 坐 上 で 煩 悩 を 離 れ 苦 し み が 取 り 除 か れ
真 理 を 見 る 眼 を 得 た 。 覚 り を 得 る と 一 心 に 合 掌 し 仏 に 向 っ て 座 っ た 。
仏 の 説 法 が 終 わ っ て 会 衆 は 帰 っ た 。 蓮 華 色 は 進 み 出 て 仏 足 に 礼 拝 し 長
跪 合 掌 し て 、 仏 の 法 中 で 出 家 を 願 う と 申 し 出 た 。 仏 は す ぐ に 許 し 、 波
闍 波 提 比 丘 尼 に 言 わ れ た 。 「 あ な た は こ の 女 を 出 家 さ せ て 道 を 修 め さ
せ な さ い 。 」 教 え 受 け 、 得 度 さ せ 出 家 受 戒 を 与 え た 。 勤 行 精 進 し て 遂
に 羅 漢 に な っ た 。  

 
漢 文 献 で は 蓮 華 色 が か つ て は 母 と 夫 を 共 に し 、 そ の 後 娘 と 夫 を 共 に し て

い る が 、 パ ー リ 文 献 は な ぜ か ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー の 偈 を 彼 女 の 経 験 と は 認
め て い な い 。 パ ー リ 文 献 の 出 家 因 縁 譚 に は 、 創 作 者 の 比 丘 尼 と そ の 境 遇 に
対 す る 好 悪 が 含 ま れ て い る よ う に み え る 。 ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー を 母 娘 同 婿
の 生 活 経 験 者 と は し た く な か っ た よ う だ 。  
 
 
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 三 、 「 大 方 便 佛 報 恩 経 」 巻 第 五 、 pp.152a-153b。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 二 、 「 四 分 律 」 巻 第 六 、 pp.605ｃ -606a。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 二 、 「 彌 沙 塞 和 醯 五 分 律 」 巻 第 四 、 p.25a-b。  

 
 
小 結  

 
初 期 仏 教 の 比 丘 ・ 比 丘 尼 た ち に は 本 名 と は 考 え ら れ な い 名 が あ る 。 「 奴

隷 」 と い う 意 味 の ダ ー サ カ 、 「 犬 を 食 べ る 者 」 と い う 最 下 層 に 属 す る 不 可
触 民 を 表 す ソ ー パ ー カ 、 本 名 は ア サ ン ガ で あ る が 殺 し た 人 の 指 を 首 に 掛 け
て い た め 「 指 の 首 飾 り 」 と い う 意 味 の ア ン グ リ マ ー ラ な ど が い る 。 パ タ ー
チ ャ ー ラ ー と は 衣 が 落 ち た ま ま 歩 く 、 ま た は 衣 を 着 け て 歩 か な い 、 つ ま り
裸 同 然 で 歩 き 回 る と い う 意 味 の 決 し て 誉 め ら れ な い 名 で あ る 。 こ の よ う な
名 で 呼 ば れ る 原 因 は 彼 女 の 偈 か ら は 推 測 で き な い 。 出 家 因 縁 譚 の 創 作 者 は
裸 で 歩 き 廻 ほ ど の 辛 い 経 験 を し た と 想 像 し て 、 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 偈 を ヒ
ン ト に パ タ ー チ ャ ー ラ ー の 物 語 を 創 作 し た の で あ ろ う 。  

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に は 女 ゆ え の 様 々 な 苦 し い 境 遇 か ら 出 家 し た 比 丘
尼 が い る が 、 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 経 験 は 最 た る も の で あ る 。 子 を 喪 う こ
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と ・ 寡 婦 に な る こ と ・ 頼 る 親 族 が い な く な る こ と は 女 に と っ て 長 期 に 渡 り
イ ン ド で は 侮 蔑 に 値 す る こ と で あ っ た 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 中 で 最 も
悲 惨 な 境 遇 を 語 っ て い る の が キ サ ー ゴ ー タ ミ ー の 偈 で あ る 。  

ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー は 異 常 な 結 婚 生 活 を 経 験 し 、 そ の 経 験 が 出 家 動 機 に
繋 が っ た こ と は 彼 女 の 偈 か ら 明 ら か で あ る 。 た だ な ぜ か パ ー リ 文 献 の 出 家
因 縁 譚 の 創 作 者 た ち は そ れ を 認 め た く な か っ た よ う で あ る 。  

三 比 丘 尼 の 出 家 因 縁 に 共 通 す る こ と は 、 女 で あ る ゆ え の 過 酷 な 経 験 で あ
る 。 パ タ ー チ ャ ー ラ ー は 衣 服 も 着 け ず 歩 き 回 る よ う な 辛 い 経 験 を し た で あ
ろ う こ と か ら 、 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー は 寡 婦 ・ 貧 苦 ・ 孤 独 と い う 惨 め な 境 遇 か
ら 、 ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー は 滅 多 に な い よ う な 異 常 な 結 婚 生 活 か ら 、 そ れ ぞ
れ 出 家 し た と 考 え ら れ る こ と で あ る 。 パ ー リ 文 献 で は 三 比 丘 尼 共 に 仏 に 供
養 す る 過 去 世 の 善 業 に よ り 、 現 世 で 出 家 し 、 阿 羅 漢 位 を 得 る と い う 善 業 楽
果 が 強 調 さ れ て い る 。 一 方 、 漢 文 献 で は 嫉 妬 が も た ら す 過 去 世 の 悪 業 苦 果
に 重 き を 置 き 、 彼 女 た ち の 辛 い 俗 世 の 環 境 の 原 因 と し て い る 。 女 性 で も 仏
教 教 団 へ の 供 養 に よ っ て 悟 り の 道 へ 進 め る 可 能 性 か ら 、 嫉 妬 心 を 女 性 特 有
の 悪 業 と み な し 、 そ れ が も た ら す 悪 業 の 恐 ろ し さ を 強 調 す る よ う に な っ て
い っ た 。 そ こ に は 夫 を 共 に す る こ と （ 一 夫 多 妻 ） を 女 の 苦 し み と 言 わ れ た
仏 陀 の 見 解 は 影 を 潜 め て い る 。  

比 丘 尼 教 団 は 、 こ の よ う な 異 常 な 生 活 を 強 い ら れ た 女 性 た ち の 逃 避 の 受
け 皿 の 役 を 担 っ て い た 側 面 も あ っ た 。 俗 世 の 境 遇 が 厳 し い も の で あ れ ば こ
そ 、 世 俗 の 快 楽 に 背 を 向 け 、 修 行 に 励 み 阿 羅 漢 位 を 得 る こ と が で き た の で
あ ろ う 。  
 
 
第 四 章  比 丘 尼 差 別 の 始 ま り  
 
 社 会 的 立 場 、 個 人 的 能 力 な ど を 問 題 に せ ず 、 出 家 を 望 む 者 に 広 く 門 戸 を
開 き 、 阿 羅 漢 位 を 得 た 女 性 も 存 在 し て い た 仏 教 教 団 で あ っ た 。 し か し 、 時
を 経 る に 従 い 徐 々 に 比 丘 尼 を 比 丘 の 支 配 下 に 置 く よ う に な っ た 。  
 
第 一 節  初 期 仏 教 の 女 性 観  

 
仏 教 の 女 性 差 別 は 仏 陀 か ら 始 ま る と 主 張 す る と き 研 究 者 が 示 さ れ る の

が 、 最 古 の 経 典 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 で 邪 淫 の 対 象 と し た 女 体 に つ い て 語 ら
れ る 、 次 の よ う な 仏 陀 の 言 葉 で あ る 1 。  
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愛 欲 と （ 修 行 の ） 嫌 悪 と 貪 欲 と い う （ 三 人 の 魔 女 が ） 媚 態 を 見 せ て
も 、 婬 欲 の 交 わ り の 欲 望 は 起 こ ら な か っ た 。 大 小 便 に 満 ち た 身 体 な
ど 、 私 は そ れ に 足 で で も 触 れ た い と 思 わ な い の だ 。 ‖ 835‖  

   
こ れ を 根 拠 と し て 源 淳 子 氏 は 、 こ の 描 写 に は 仏 陀 の 性 と 女 性 へ の 嫌 悪 が

あ る 。 こ の 魔 の 誘 惑 に 打 ち 克 つ た め に 男 性 出 家 者 は 性 と 女 性 に 対 す る 嫌
悪 、 蔑 視 を 徹 底 的 に 内 面 化 す る こ と を 、 修 行 の 中 心 に お く 必 要 が あ っ た
と 、 仏 陀 は 女 性 を 嫌 悪 し 蔑 視 し て い る と さ れ る 2 。  

ま た 平 松 隆 円 氏 は 、 シ ャ カ に と っ て 、 身 体 を 露 わ に し 、 目 や 口 や 鼻 か ら
液 体 を 垂 れ 流 し な が ら 、 取 り 乱 し て 寝 て い る 女 性 は 大 小 便 に 満 ち た 汚 れ た
存 在 で あ る 。 し た が っ て 手 で 触 る ど こ ろ か 足 で 触 れ る に も 値 し な い 存 在 な
の で あ る と 、 仏 教 の 女 性 差 別 の 根 源 は 仏 陀 に あ っ た と さ れ て い る 3 。  

こ れ ら の 見 解 と 異 に さ れ る の が 植 木 雅 俊 氏 で あ る 。 植 木 雅 俊 氏 は 『 テ ー
リ ー ガ ー タ ー 』 に 男 性 修 行 者 の 側 の 女 性 蔑 視 も 、 女 性 自 身 の 卑 屈 さ も 見 ら
れ な い こ と か ら 、 悟 り は 男 女 間 で 平 等 で あ り 、 釈 尊 が 本 質 的 な 差 別 を 設 け
て い な か っ た と 、 述 べ ら れ て い る 4 。  

田 上 太 秀 氏 は 生 き も の に は そ れ ぞ れ 区 別 が あ る が 、 人 間 の あ い だ で は こ
の 区 別 は 存 在 し な い 。 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 の 「 人 間 の あ い だ で 区 別 表 示 が
説 か れ る の は 、 た だ 名 称 に よ る の み 」 と い う 言 葉 に 、 釈 尊 の 平 等 思 想 が あ
る と 考 え ら れ る 。 男 女 の 区 別 は あ る が 、 女 性 が 悟 り を 得 る こ と に 差 別 は な
い と さ れ て い る 5 。  
 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 に は 次 の よ う な 偈 も あ る 6 。  
   

こ の 二 足 の （ 人 間 の ） 身 体 は 、 （ 香 で ） 護 ら れ て い て も 、 不 浄 で 、 悪
臭 を 放 ち 、 種 々 の 内 蔵 が 詰 ま っ て い て 、 あ ち こ ち か ら 流 れ て い る 。  
‖ 205‖  

  こ の よ う な 身 体 で 自 我 意 識 を も っ て 高 慢 に な り 、 他 人 を 軽 蔑 す る の は
見 る 力 が な い と い う 他 は な い 。 ‖ 206‖  

 
ま た 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 で ナ ン ダ カ が 身 体 に つ い て 次 の よ う に 語 っ て い

る 7 。  
  

 厭 し き か な 、 身 体 は 。 （ 汚 物 で ） 満 ち 、 悪 臭 を 放 ち 、 魔 王 の 所 有 物 で
あ り 、 （ 汚 水 が ） 漏 れ て い る 。 あ な た の 身 体 に は 九 つ の 穴 が あ り 、 常
に 流 れ て い る 。 ‖ 279‖  
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 人 間 の 身 体 は 汚 物 を 体 に 内 蔵 し 、 漏 れ 流 し て い る 不 浄 な も の で あ る と 言
い 、 女 性 の 身 体 だ け を 不 浄 視 し て い る の で は な い 。 仏 教 の 観 想 法 四 念 処 で
は 、 身 は 不 浄 、 受 は 苦 、 心 は 無 常 、 法 は 無 我 で あ る 。 身 体 の 不 浄 を 観 想 す
る こ と は 悟 り に 向 か う 者 に は 必 要 な こ と で あ る 。 仏 教 は 女 性 の 身 体 だ け を
不 浄 視 し て い た わ け で は な い 。 男 性 の 身 体 も 同 様 に 捉 え て い た 。 邪 淫 は 悟
り に 赴 く 妨 げ と す る ゆ え 、 淫 欲 の 対 象 と し て 見 る 時 の 女 体 を 「 糞 尿 に 満 ち
た 女 」 と 表 現 し た の で あ っ て 、 決 し て 女 性 を 貶 め た も の で は な い 。  
 大 越 愛 子 氏 は 次 の よ う に 言 わ れ て い る 。 ブ ッ ダ の こ の よ う な 言 説 が 真 理
と し て 後 代 に 伝 わ る と 、 女 性 の 身 体 そ の も の の 不 浄 視 に 変 容 し て し ま う の
で あ る 。 元 来 経 血 を は じ め と し て 身 体 の 分 泌 物 が 多 い 女 性 の 身 体 を 不 浄 視
す る 考 え は 、 イ ン ド の 土 着 思 想 に も 根 づ い て い た 。 そ う し た 生 理 的 不 浄 観
が 、 仏 教 に お い て 罪 と 結 び つ い た 存 在 的 不 浄 視 へ と 変 容 し て 、 女 性 の 身 体
に 関 す る 特 別 な 眼 差 し が 形 成 さ れ た と い う こ と で あ る 8 。   

後 、 比 丘 尼 の 存 在 を 好 ま し く 思 わ な い 比 丘 た ち に よ っ て 、 仏 陀 の こ の 言
葉 を 都 合 良 く 解 釈 さ れ 、 女 性 蔑 視 の 思 想 が 仏 教 に 浸 透 し て い く 原 因 の 一 つ
に な っ た の で あ ろ う 。 ま た 、 『 雑 阿 含 』 で は 、 仏 教 が 男 女 を 同 じ よ う に 見
て い た こ と が 窺 え る 。  

  
一 時 佛 住 舎 衞 國 祇 樹 給 孤 獨 園 。 時 有 一 天 子 。 容 色 絶 妙 。 於 後 夜 時 。 來
詣 佛 所 。 稽 首 佛 足 。 身 諸 巧 妙 。 遍 照 祇 樹 給 孤 獨 園 。 時 彼 天 子 而 説 偈
言 。  

 天 女 衆 圍 遶     如 毘 舎 脂 衆  
 癡 惑 叢 林 中   何 由 而 得 出  
爾 時 世 尊 説 偈 答 言  
 正 直 平 等 道   離 恐 怖 之 方  
 乘 寂 黙 之 車   法 相 爲 密 覆  
 慚 愧 爲 長 縻    正 念 爲 羈 絡  
 智 慧 善 御 士   正 見 爲 前 導  
 如 是 之 妙 乘   男 女 之 所 乘  

出 生 死 叢 林   逮 得 安 樂 處 9  

   

 あ る 時 仏 は 舎 衛 国 の 祇 樹 給 孤 独 園 に お ら れ た 。 容 色 が 絶 妙 で あ る 天 子
が 夜 の 終 わ る こ ろ 、 仏 所 に 詣 で 来 て 仏 足 に 稽 首 し た 。 身 は 巧 妙 で 、 祇
樹 給 孤 独 園 を 一 面 に 照 ら し 、 彼 の 天 子 は 偈 で 言 っ た 。  
 天 女 た ち に 囲 ま れ て い る の は    悪 鬼 に 囲 ま れ て い る よ う な も の で す  
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 癡 惑 の 林 の 中 か ら        ど う し た ら 出 る こ と が で き ま す か  
そ の 時 世 尊 は 偈 で 説 い て 答 え ら れ た  
 正 直 と 平 等 の 道 は        恐 怖 を 離 れ る  

  寂 黙 の 車 に 乗 り         法 相 を 覆 い と し  
 慚 愧 を 長 縻 と し          正 念 を 羈 と し  
 智 慧 は 善 御 士          正 見 を 前 導 者 と す る    

こ の よ う な 素 晴 ら し い 乗 り 物 は  男 女 が 乗 る も の で  
生 死 の 叢 林 を 出 て        安 楽 な 処 を 得 る  

 
 男 女 は 同 じ よ う に 悟 る こ と が で き る と 、 平 等 に 評 価 し て い る 文 献 で あ
る 。 仏 陀 の 平 等 思 想 に 基 づ き 初 期 仏 教 教 団 で は 比 丘 と 比 丘 尼 は 平 等 に 修 行
し て い た 。  
 
 
1  Sut ta-Nipā ta ,  PTS ,  p .163 .  

2 源 淳 子 ・ 大 越 愛 子 『 解 体 す る 仏 教 』 、 大 東 出 版 、 1994 年 、 pp.18-26。  

3 平 松 隆 円 『 女 性 を め ぐ る 仏 教 』 、 日 本 仏 教 教 育 学 研 究 第 十 五 号 、 日 本 仏 教 教 育 学

会 、 2007 年 、 pp.108-116。  

4 植 木 雅 俊 『 男 性 原 理 と 女 性 原 理 』 、 中 外 日 報 社 、 1996 年 、 pp.47-48、 p60。  

5 田 上 太 秀 『 仏 教 と 女 性 』 、 東 京 書 籍 、 2004 年 、 pp.254-258。  

6  Sut ta-Nipā ta ,  PTS ,  p .35 .  

7  Thera -and t her ī -gāt hā  ,PTS ,  p .33 .  

8 大 越 愛 子 『 女 性 と 宗 教 』 、 岩 波 書 店 、 1997 年 、 pp.88-89。  

9『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 、 「 雑 阿 含 經 」 巻 第 二 十 二 、 p.156a。  

 
 
第 二 節  比 丘 尼 誕 生 に よ る 仏 教 教 団 の 負 担  
 
 女 性 の 出 家 に よ る 比 丘 尼 の 誕 生 は 、 仏 教 教 団 に ど ん な 影 響 を 及 ぼ し た だ
ろ う か 。 淫 行 ・ 偸 盗 ・ 殺 生 ・ 妄 語 は 犯 す と 比 丘 ・ 比 丘 尼 の 資 格 を 奪 わ れ 教
団 を 追 放 さ れ る 仏 教 出 家 者 に と っ て 最 も 重 い 罪 で あ る 。 比 丘 た ち が 邪 淫 を
犯 さ な い た め に で き る 限 り 女 性 と の 接 触 を 避 け よ う と す る の は 当 然 で あ っ
た 。 女 性 の 入 団 に つ い て は 、 真 摯 に 修 行 に 励 む 比 丘 た ち の 中 に 大 迷 惑 と 感
じ た 者 も い た で あ ろ う 。 ま た 、 生 産 手 段 を 持 た な い 出 家 者 の 生 活 は 、 在 家
信 者 の 布 施 に 依 存 す る 。 彼 ら の 信 頼 を 失 え ば 出 家 修 行 は 成 り 立 た ず 、 在 家
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の 理 解 を 得 る 努 力 に も 負 担 を 強 い ら れ た で あ ろ う 。 ま た 当 時 の 社 会 通 念 か
ら 、 女 性 が 男 性 と 対 等 に 修 行 す る こ と を 快 く 思 わ な い 比 丘 や 在 家 信 者 も 多
数 い た で あ ろ う 。 女 性 の 出 家 に 対 す る 理 解 者 で あ っ た 比 丘 た ち は 、 こ れ ら
の 問 題 の 対 処 に 大 い に 苦 慮 し た で あ ろ う こ と は 容 易 に 推 測 で き る 。 男 性 の
み の 教 団 で は 起 こ り え な い 事 件 が 、 女 性 の 参 画 に よ っ て 発 生 し た 一 つ の 例
と し て 挙 げ ら れ る の が 、 比 丘 尼 の 陵 辱 で あ る 。 漢 文 献 に よ る と 、 『 五 分
律 』 1 に ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー が 受 け た 体 験 が 、 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 』 2

に バ ッ ダ ー の 受 け た 体 験 が 語 ら れ て い る 。  
 
 『 彌 沙 塞 部 和 醯 五 分 律 』 に 蓮 華 色 が 陵 辱 さ れ た 事 件 と 、 仏 陀 が そ れ を ど
の よ う に 解 決 し た か が 述 べ ら れ て い る 。  
   

成 羅 漢 已 遊 戯 諸 禪 解 脱 。 顔 容 光 發 倍 勝 於 昔 。 到 時 持 鉢 入 城 乞 食 。 一 婆
羅 門 見 生 樂 著 。 心 作 是 念 。 此 比 丘 尼 今 不 可 得 。 唯 當 尋 其 住 處 方 便 圖
之 。 蓮 華 色 乞 食 畢 。 還 安 陀 園 入 所 住 房 。 彼 婆 羅 門 。 隨 後 察 之 知 其 住
處 。 後 日 時 到 復 行 乞 食 。 彼 婆 羅 門 。 於 後 逃 入 伏 其 床 下 。 是 日 諸 比 丘 尼
竟 夜 説 法 。 疲 極 還 房 仰 臥 熟 眠 。 於 是 婆 羅 門 。 從 床 下 出 作 不 淨 行 。 比 丘
尼 卽 覺 踊 升 虛 空 。 時 婆 羅 門 。 便 於 床 上 生 入 地 獄 。 蓮 華 色 因 從 空 中 往 詣
佛 所 。 頭 面 禮 足 以 是 白 佛 。 佛 問 。 汝 當 爾 時 。 意 爲 云 何 。 答 言 。 如 燒 鐵
爍 身 。 佛 言 。 如 此 無 罪 。 復 白 佛 言 。 獨 宿 當 有 犯 不 。 佛 言 。 得 道 者 無
犯 。  
 
阿 羅 漢 に な る と 諸 禅 解 脱 を 広 め る た め 活 動 し た 。 顔 色 は 光 輝 き 昔 よ り
勝 れ て い た 。 時 刻 に な る と 鉢 を 持 っ て 城 に 入 り 乞 食 し た 。 あ る 婆 羅 門
が 彼 女 を 見 て 執 着 を 生 じ て 、 こ う 思 っ た 。 「 こ の 比 丘 尼 は 今 手 に 入 れ
ら れ な い 。 住 ん で い る と こ ろ を 尋 ね て 謀 を し て 彼 女 を 手 に い れ よ
う 。 」 蓮 華 色 は 乞 食 を 終 え て 、 安 陀 園 に 帰 っ て 自 分 の 部 屋 に 入 っ た 。
婆 羅 門 は 後 を つ け て 彼 女 の 住 ん で い る と こ ろ を 知 っ た 。 後 日 、 時 刻 に
な っ て ま た 乞 食 を 行 っ た 。 婆 羅 門 は 彼 女 の 出 た 後 に こ っ そ り と 床 下 に
隠 れ た 。 こ の 日 、 比 丘 尼 た ち は 夜 中 ま で 法 を 説 い た の で 、 疲 労 困 憊 し
部 屋 に 帰 っ て 寝 台 に 入 り 熟 睡 し た 。 こ こ で 婆 羅 門 は 床 下 か ら 出 て 不 埒
な こ と を 行 お う と し た 。 蓮 華 色 は す ぐ に 目 覚 め 虚 空 に 躍 り 上 が っ た 。
婆 羅 門 は 直 ち に 床 の 上 か ら 生 き て 地 獄 に 墜 ち た 。 蓮 華 色 は 空 中 か ら 仏
所 に 詣 で て 、 頭 面 礼 足 し 仏 に 申 し 上 げ た 。 仏 は 尋 ね ら れ た 。 「 あ な た
は そ の 時 に ど ん な 気 持 ち で し た か 。 」 「 焼 け た 鉄 で 身 を 焼 く よ う で し
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た 。 」 「 そ れ な ら ば 無 罪 で す 。 」 ま た 、 仏 に 申 し 上 げ た 。 「 独 り で 暮
ら し て い た の で 罪 を 犯 し た こ と に な る の で は あ り ま せ ん か 。 」 「 道 を
得 た 者 で あ る か ら 罪 を 犯 し た こ と に な り ま せ ん 。 」  
 

『 根 本 説 一 切 有 部 苾 芻 毘 那 耶 』 に ま た 妙 賢 （ バ ッ ダ ー ） の 同 じ よ う な 経
験 が 語 ら れ て い る 。  

父 を 殺 し た 未 生 怨 王 （ ア ジ ャ セ 王 ） は 痛 悔 の た め 部 屋 に 籠 も っ て い た 。
大 臣 は 王 の 憂 い を 取 り 除 く た め 、 乞 食 し て い る 美 し い 妙 賢 に 目 を 付 け 拉 致
し 、 着 飾 ら せ 王 の も と に 送 っ た 。 陵 辱 さ れ た 妙 賢 に 世 尊 は 「 楽 し か っ た の
で す か 。 」 と 尋 ね ら れ た 。 妙 賢 は 「 私 は す で に 欲 を 離 れ て い る の で 楽 し く
あ り ま せ ん で し た 。 」 と 答 え る と 、 「 妙 賢 は 罪 を 犯 し て い ま せ ん が 、 比 丘
尼 が 不 浄 な 男 女 の 交 わ り を な す と 波 羅 夷 と な り ま す 。 」 と 答 え ら れ た 。  
 パ ー リ 律 に も 同 じ よ う な 話 が あ る 3 。  

人 里 離 れ た 所 に 住 ん で い た 比 丘 尼 が 悪 人 に 汚 さ れ た 。 こ の 後 、 比 丘 尼 は
人 里 離 れ た 所 で 暮 ら す こ と を 禁 じ ら れ た と 記 さ れ て い る こ と か ら 、 比 丘 尼
陵 辱 の 事 件 は あ っ た 可 能 性 が あ る 。 こ れ ら が ウ ッ パ ラ ヴ ァ ン ナ ー や バ ッ ダ
ー の 身 に 起 こ っ た 事 実 で あ る か は 分 か ら な い 。 比 丘 尼 の 中 で も 取 り 分 け 美
し い と さ れ て い る 二 人 の 身 に 起 こ っ た 出 来 事 と し て 創 作 さ れ た 可 能 性 は あ
る 。  
 恐 怖 の た め 身 体 が 竦 み 、 抵 抗 で き ず 陵 辱 さ れ た 時 、 暴 力 や 脅 迫 を 伴 わ な
け れ ば 同 意 に よ る 性 行 と み な さ れ る 現 代 社 会 と 比 較 し て 、 陵 辱 さ れ た 女 性
の 嫌 悪 感 に よ っ て 不 同 意 性 行 為 と し 、 比 丘 尼 の 有 罪 ･無 罪 を 判 定 し て い る 仏
陀 は こ の よ う な 出 来 事 に 対 す る 女 性 へ の 理 解 力 が す ぐ れ て い る 。 二 人 の 比
丘 尼 が 無 罪 で あ る と 言 わ れ て い る こ と か ら 、 比 丘 尼 に 起 こ っ た こ の よ う な
出 来 事 を 教 団 の 重 荷 と は せ ず 、 比 丘 尼 を 守 る こ と を 考 え た 仏 陀 は 女 性 の 良
き 理 解 者 で あ っ た 。  
 一 方 男 性 出 家 者 に は 、 女 性 が 入 る こ と に よ る こ れ ら の 出 来 事 に 対 す る 対
処 の 必 要 性 が 生 じ た 。 新 た な 負 担 が 教 団 に 持 ち 込 ま れ た こ と に な っ た 。  
 
 
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 二 、 「 彌 沙 塞 部 和 醯 五 分 律 」 巻 第 四 、 p.25 b-c。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 三  「 根 本 説 一 切 有 部 苾 芻 尼 毘 那 耶 」 巻 二 、 912b-  

913a。  

3『 南 伝 大 蔵 経 』 第 四 巻 、 p.414。  
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第 三 節  八 敬 法 の 制 定  
 

仏 教 比 丘 尼 教 団 の 成 立 は 、 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー ・ ゴ ー タ ミ ー の 出 家
か ら 始 ま る 。 彼 女 は 仏 陀 の 母 方 の 叔 母 で 、 仏 陀 の 生 母 マ ー ヤ ー が 出 産 後 七
日 で 亡 く な っ た た め 仏 陀 を 育 て た 人 と 言 わ れ て い る 。 そ の 出 家 エ ピ ソ ー ド
に 関 す る 文 献 は 多 く あ る 。 『 ア ン グ ッ タ ラ ・ ニ カ ー ヤ 』 1 ・ 『 パ ー リ 律 』 2

『 四 分 律 』 3 ・ 『 五 分 律 』 4 ・ 『 瞿 曇 彌 記 果 経 』 5 ・ 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 那
耶 雑 事 』 6 ・ 『 中 本 起 経 』 7 ・ 『 中 阿 含 』 8 ・ 『 大 愛 道 比 丘 尼 経 』 9 な ど で あ
る 。 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー は 仏 陀 に 出 家 の 許 し を 請 う た が 、 仏 陀 は 三 度
拒 ま れ た 。 ア ー ナ ン ダ の 取 り な し で 、 八 敬 法 を 受 け 入 れ る こ と を 条 件 に 女
性 の 出 家 が 認 め ら れ た 。 他 の 文 献 も 概 ね 同 じ 内 容 で あ る 。  
『 パ ー リ 律 』 で は 八 敬 法 は 次 の よ う に 説 か れ て い る 。  

  
受 戒 百 年 の 比 丘 尼 で も 、 そ の 日 受 戒 し た 比 丘 に 敬 礼 し 、 合 掌 し 恭 敬 せ  
ね ば な ら な い 。  
比 丘 尼 は 比 丘 の い な い と こ ろ で 雨 安 居 し て は な ら な い 。  

  半 月 ご と に 比 丘 尼 は 比 丘 に 、 二 布 薩 を 問 い 、 教 誡 を 受 け る 二 法 を 請 わ  
ね ば な ら な い 。  

  比 丘 尼 は 雨 安 居 が 終 わ れ ば 、 両 僧 伽 に お い て 、 見 た ・ 聞 い た ・ 疑 っ た  
  の 三 点 に お い て 自 恣 を 行 わ ね ば な ら な い 。  
  重 法 を 犯 し た 比 丘 尼 は 、 両 サ ン ガ で 半 月 の 謹 慎 を 行 わ ね ば な ら な い 。  
  二 年 間 六 法 に お い て 修 行 し た 式 叉 摩 那 は 両 サ ン ガ に お い て 具 足 戒 を 受  
  け ね ば な ら な い 。  
  比 丘 尼 は ど の よ う な 場 合 で も 比 丘 を 非 難 し た り 謗 っ た り し て は い け な  
  い 。  

今 日 以 後 、 比 丘 尼 の 比 丘 に 対 す る 言 路 は 閉 ざ さ れ 、 比 丘 の 比 丘 尼 に た  
  い す る 言 路 は 閉 ざ さ な い 。  
  

八 敬 法 は 明 ら か に 比 丘 尼 を 比 丘 の 下 に お く も の で 、 仏 教 女 性 差 別 を 顕
著 に 著 す も の で あ る 。 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー ・ ゴ ー タ ミ ー の 出 家 因 縁
譚 を 『 中 阿 含 』 は 次 の よ う に 語 っ て い る 。  

 
我 聞 如 是 。 一 時 佛 遊 釋 羇 痩 在 迦 維 羅 衞 尼 拘 類 樹 園 。 與 大 比 丘 衆 倶 受 夏
坐 。 爾 時 瞿 曇 彌 大 愛 往 詣 佛 所 。 稽 首 佛 足 却 住 一 面 白 曰 。 世 尊 。 女 人 可
得 第 四 沙 門 果 耶 。 因 此 故 女 人 於 此 正 法 律 中 。 至 信 捨 家 無 家 學 道 耶 。 世
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尊 告 曰 。 止 止 瞿 曇 彌 。 汝 莫 作 是 念 。 女 人 於 此 正 法 律 中 。 至 信 捨 家 無 家
學 道 瞿 曇 彌 。 如 是 汝 剃 除 頭 髪 著 袈 裟 衣 盡 其 形 壽 淨 修 梵 行 。 於 是 瞿 曇 彌
大 愛 爲 佛 所 制 。 稽 首 佛 足 繞 三 匝 而 去 。  
 
私 は こ の よ う に 聞 い た 。 あ る 時 仏 は 迦 維 羅 衛 の 尼 拘 類 樹 園 に お ら れ
て 、 大 勢 の 比 丘 た ち と 雨 安 居 を 過 ご し て お ら れ た 。 そ の 時 瞿 曇 彌 大 愛
が 仏 所 に 詣 で 、 仏 の 足 に 頭 を つ け 礼 拝 し 一 方 に 立 ち 申 し 上 げ た 。 「 世
尊 、 女 人 は 四 沙 門 果 を 得 る こ と が で き る で し ょ う か 。 女 人 は 法 と 律 に
お い て 信 心 に よ っ て 家 を 捨 て て 家 の な い 者 と な っ て 道 を 学 ぶ こ と が で
き る で し ょ う か 。 」 世 尊 は 言 わ れ た 。 「 瞿 曇 彌 よ 、 や め な さ い 。 や め
な さ い 。 あ な た は こ の よ う な こ と を 考 え て は い け ま せ ん 。 女 人 が 法 と
律 に お い て 信 心 に よ っ て 家 を 捨 て て 家 の な い 者 と な っ て 道 を 学 ぶ な
ど 。 瞿 曇 彌 よ 、 頭 を 剃 っ て 袈 裟 衣 を 着 け 命 の 限 り 梵 行 を 修 め よ う な
ど 。 」 そ こ で 瞿 曇 彌 大 愛 は 仏 に 止 め ら れ て 仏 の 足 に 頭 を つ け 礼 拝 し 右
回 り し て 去 っ た 。  
 

 瞿 曇 彌 大 愛 は 諦 め ず こ の 後 も 仏 陀 に 出 家 の 許 し を 請 う が 、 三 度 拒 否 さ れ
て 泣 き な が ら 佇 ん で い た 。 彼 女 が 必 死 の 思 い で 出 家 を 望 ん で い た と 思 わ せ
る 記 述 で あ る 。  

 
彼 時 瞿 曇 彌 大 愛 塗 跣 汚 足 塵 土 坌 體 。 疲 極 悲 泣 住 立 門 外 。 尊 者 阿 難 見 瞿
曇 彌 大 愛 塗 跣 汚 足 塵 土 坌 體 疲 極 悲 泣 住 立 門 外 。 見 已 問 曰 。 瞿 曇 彌 。 以
何 等 故 塗 跣 汚 足 塵 土 坌 體 。 疲 極 悲 泣 住 立 門 外 。 瞿 曇 彌 大 愛 答 曰 。 尊 者
阿 難 。 女 人 不 得 於 此 正 法 律 中 至 信 捨 家 無 家 學 道 。 尊 者 阿 難 語 曰 。 瞿 曇
彌 。 今 且 住 此 。 我 往 詣 佛 白 如 是 事 。  
 
そ の 時 瞿 曇 彌 大 愛 は 素 足 で 泥 に 塗 れ 身 体 は 塵 土 に 被 わ れ 、 疲 れ 果 て て
泣 き な が ら 門 外 に 立 っ て い た 。 尊 者 阿 難 は 瞿 曇 彌 大 愛 が 素 足 で 泥 に 塗
れ 身 体 は 塵 土 に 被 わ れ 、 疲 れ 果 て て 泣 き な が ら 門 外 に 立 っ て い る の を
見 て 尋 ね た 。 「 瞿 曇 彌 よ 、 ど う し て 素 足 で 泥 に 塗 れ 身 体 は 塵 土 に 被 わ
れ 、 疲 れ 果 て て 泣 き な が ら 門 外 に 立 っ て い る の で す か 。 」 「 尊 者 阿 難
よ 、 女 人 は 法 と 律 に お い て 信 心 に よ っ て 家 を 捨 て て 家 の な い 者 と な っ
て 道 を 学 ぶ こ と が で き な い の で す 。 」 「 瞿 曇 彌 、 し ば ら く こ こ に い な
さ い 。 私 が 仏 の 所 に 行 っ て こ れ に つ い て 話 し て み ま し ょ う 。 」  
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 仏 陀 は 阿 難 に 女 性 が 出 家 す る こ と を 、 稲 田 や 麦 田 に 病 害 が 発 生 す る よ う
に 教 え が 長 く 続 か な い と 答 え た 。 そ こ で 阿 難 は 仏 陀 と 瞿 曇 彌 大 愛 の 関 係 か
ら 仏 陀 を 説 得 し た 。  
 

世 尊 。 瞿 曇 彌 大 愛 爲 世 尊 多 所 饒 益 所 以 者 何 世 尊 母 亡 後 。 瞿 曇 彌 大 愛 鞠
養 世 尊 。 世 尊 告 曰 。 如 是 阿 難 。 如 是 阿 難 。 瞿 曇 彌 大 愛 多 饒 益 我 。 謂 母
亡 後 鞠 養 於 我 。 阿 難 我 亦 多 饒 益 於 瞿 曇 彌 大 愛 。 所 以 者 何 阿 難 。 瞿 曇 彌
大 愛 因 我 故 得 歸 佛 歸 法 歸 比 丘 僧 。 不 疑 三 尊 及 苦 習 滅 道 成 就 於 信 奉 持 禁
戒 修 學 博 聞 。 成 就 布 施 而 得 智 慧 。 離 殺 斷 殺 。 離 不 與 取 斷 不 與 取 。 離 邪
淫 斷 邪 淫 。 離 妄 語 斷 妄 語 。 離 酒 斷 酒 。 阿 難 若 使 有 人 因 人 故 。 得 歸 佛 歸
法 歸 比 丘 僧 。 不 疑 三 尊 及 苦 習 滅 道 成 就 於 信 。 奉 持 禁 戒 修 學 博 聞 。 成 就
布 施 而 得 智 慧 。 離 殺 斷 殺 。 離 不 與 取 斷 不 與 取 。 離 邪 淫 斷 邪 淫 。 離 妄 語
斷 妄 語 。 離 酒 斷 酒 。 阿 難 設 使 此 人 爲 供 養 彼 人 衣 被 飮 食 臥 具 湯 藥 諸 生 活
具 。 至 盡 形 壽 不 得 報 恩 。 阿 難 。 我 今 爲 女 人 施 設 八 尊 師 法 。 謂 女 人 不 當
犯 。 女 人 奉 持 其 盡 形 壽 。 阿 難 。 猶 如 魚 師 及 魚 師 弟 子 深 水 作 塢 。 爲 守 護
水 不 令 流 出 。 如 是 阿 難 。 我 今 爲 女 人 説 八 尊 師 法 。 謂 女 人 不 當 犯 。 女 人
奉 持 其 盡 形 壽 。  

 
「 世 尊 、 瞿 曇 彌 大 愛 は 世 尊 に 多 く の も の を 与 え ら れ ま し た 。 な ぜ か と
い う と 、 世 尊 の 母 君 が 亡 く な ら れ て 後 、 瞿 曇 彌 大 愛 は 世 尊 を 養 い 育 て
て こ ら れ ま し た 。 」 「 そ の 通 り で す 。 阿 難 、 瞿 曇 彌 大 愛 は 多 く の も の
を 私 に 与 え て く れ ま し た 。 母 亡 き 後 、 私 を 養 い 育 て て く れ ま し た 。 阿
難 よ 、 私 は ま た 瞿 曇 彌 大 愛 に 多 く の も の を 与 え ま し ょ う 。 な ぜ か と い
う と 、 瞿 曇 彌 大 愛 は 私 に よ っ て 仏 に 帰 依 し 、 法 に 帰 依 し 、 比 丘 僧 伽 に
帰 依 し ま し た 。 三 尊 及 び 苦 習 滅 道 を 疑 わ ず 、 信 心 を 成 就 し 、 禁 戒 を 実
践 し 、 広 く 学 び 、 布 施 を 行 っ て 、 智 慧 を 得 て 、 殺 生 を 行 わ ず 、 偸 盗 を
行 わ ず 、 邪 淫 を 行 わ ず 、 妄 語 を 語 ら ず 、 酒 を 飲 み ま せ ん 。 阿 難 よ 、 も
し 人 が い て 仏 に 帰 依 し 、 法 に 帰 依 し 、 比 丘 僧 伽 に 帰 依 し 、 三 尊 及 び 苦
習 滅 道 を 疑 わ ず 、 信 心 を 成 就 し 、 禁 戒 を 実 践 し 、 広 く 学 び 、 布 施 を 行
っ て 、 智 慧 を 得 て 、 殺 生 せ ず 、 妄 語 を 語 ら ず 、 邪 淫 を 行 わ ず 、 酒 を 飲
ま な く て も 、 阿 難 よ 、 仮 に こ の 人 が 瞿 曇 彌 大 愛 に 衣 ・ 飲 食 ・ 寝 具 ・ 薬
等 生 活 用 具 を 命 の 限 り 供 養 し て も 、 報 恩 を 得 ら れ ま せ ん 。 阿 難 よ 、 私
は 今 女 人 の た め 八 尊 師 法 を 設 け ま し ょ う 。 女 人 は そ れ を 犯 し て は な り
ま せ ん 。 女 人 は 命 の 限 り 実 行 せ ね ば な り ま せ ん 。 阿 難 よ 、 魚 師 や 魚 師
の 弟 子 が 深 水 に 砦 を 作 る よ う な も の で す 。 水 を 護 る た め 水 を 流 出 さ せ
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る よ う な も の で す 。 こ の た め 阿 難 よ 、 私 は 女 人 の た め 八 尊 師 法 を 説 き
ま す 。 女 人 は 犯 し て は な り ま せ ん 。 命 の 限 り 実 行 せ ね ば な り ま せ
ん 。 」  

  
そ の 後 仏 陀 は 女 性 の 出 家 が も た ら す 、 仏 教 の 教 え の 行 く 末 を 次 の よ う に

語 っ た 。  
 
若 女 人 不 得 於 此 正 法 律 中 至 信 捨 家 無 家 學 道 者 。 正 法 當 住 千 年 。 今 失 五
百 歳 。 餘 有 五 百 年 。  

   
も し 、 女 人 が こ の 正 法 律 中 に お い て 、 誠 実 に 家 を 捨 て 、 家 を 無 く し て
学 道 し な け れ ば 、 正 法 は 千 年 続 き ま し た 。 今 、 女 人 の 出 家 の た め 五 百
年 を 失 い ま し た 。 正 法 は 五 百 年 し か 続 き ま せ ん 。  

  
八 敬 法 の 成 立 に つ い て 平 川 彰 氏 1 0 と 田 上 太 秀 1 1 は 、 仏 陀 の 制 定 に よ る か

否 か の 真 意 の ほ ど は わ か ら な い と 言 わ れ て い る 。  
植 木 雅 俊 は 社 会 と の 無 用 な 軋 轢 を お こ す こ と を 避 け る た め で あ る と 言 わ

れ る 1 2 。  
岩 本 祐 氏 は ブ ッ ダ に は 出 家 者 と 俗 人 に 対 す る 二 つ の 女 性 観 が あ る 。 出 家

者 は 不 浄 視 し 蔑 視 す る 、 俗 人 に は フ ェ ミ ニ ス ト ぶ り を 発 揮 す る 。 八 敬 法 は
そ の 実 情 で あ る と 述 べ ら れ て い る 1 3 。  

梶 山 雄 一 氏 は 、 八 敬 法 の 制 定 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て お ら れ る 。 ブ ッ
ダ は 女 性 の 出 家 を た め ら っ た こ と を 物 語 っ て い る 。 そ の 理 由 と し て 女 性 が
悟 り を 得 ら れ な い と い う こ と の た め で は な く 、 将 来 、 比 丘 と 比 丘 尼 の 教 団
の 間 、 仏 教 教 団 と 一 般 社 会 と の 間 に 問 題 が 起 き る で あ ろ う こ と を ブ ッ ダ は
懸 念 し な け れ ば な ら な か っ た た め で あ る 。 ブ ッ ダ は 宗 教 上 の 聖 者 で あ る の
み な ら ず 、 ま た 、 偉 大 な 管 理 者 で も あ っ た の で あ る 。 八 敬 法 が 仏 陀 に よ る
制 定 と 述 べ ら れ て い る 。 一 方 、 こ の 出 来 事 は ブ ッ ダ の 女 性 差 別 を 示 す も の
と 解 釈 す る べ き で は な い 。 女 性 は 男 性 と 異 な り 、 阿 羅 漢 に な る こ と が で き
な い と か 、 女 性 は 、 そ の 本 性 上 、 決 し て 涅 槃 を 得 る こ と が で き な い と か 、
ブ ッ ダ は 一 言 で す ら 語 っ た こ と は な か っ た か ら で あ る と 、 仏 陀 に よ る 女 性
差 別 は 否 定 さ れ て い る 1 4 。 こ の よ う に 八 敬 法 に つ い て は 、 女 性 差 別 と 捉 え
た り 、 当 時 の 社 会 状 況 で は 止 む を 得 な い こ と な ど 、 さ ま ざ ま な 見 解 が あ
る 。  
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最 初 に 女 性 が 出 家 し た 時 、 彼 女 た ち を 指 導 し た の は 比 丘 で あ っ た 。 当 然
の こ と な が ら 比 丘 尼 は 比 丘 の 指 導 下 に あ っ た 。 と は い え 比 丘 尼 を 比 丘 の 支
配 下 に 置 く 八 敬 法 は 仏 陀 に よ っ て 制 定 さ れ た も の な の で あ ろ う か 。 そ れ を
疑 う 三 つ の 疑 問 を 呈 し た い 。 ま ず 、 仏 教 出 家 者 は 家 な き 者 と い う よ う に 、
富 も 地 位 も 家 族 も 捨 て て き た 人 た ち で あ る 。 比 丘 た ち は 全 て の 世 俗 の 絆 を
断 っ て い る の で あ る 。 仏 陀 が 俗 世 の 恩 に 報 い る た め 、 継 母 マ ハ ー パ ジ ャ ー
パ テ ィ ー を 出 家 さ せ た な ら 、 世 俗 の 束 縛 を 断 ち 切 れ て い な い こ と を 自 ら 証
明 し た こ と に な る 。 弟 子 た ち へ の 示 し が つ か ず 、 不 審 を 抱 か れ る こ と に も
な る 。 次 に 、 取 り な し た の は ア ー ナ ン ダ で あ る 。 『 パ ー リ 律 』 1 5 『 彌 沙 塞
和 醯 五 分 律 』 1 6 『 四 分 律 』 1 7 な ど で は ア ー ナ ン ダ は 仏 陀 の 死 後 の 第 一 次 結
集 の と き に も 悟 っ て い な か っ た 。 『 彌 沙 塞 和 醯 五 分 律 』 で は 第 一 次 結 集 時
の 阿 難 を 次 の よ う に 語 っ て い る 。  
  

佛 雖 泥 洹 比 尼 現 在 。 應 同 勗 勉 共 結 集 之 。 勿 令 跋 難 陀 等 別 立 眷 属 以 破 正
法 。 諸 比 丘 或 以 為 善 。 白 迦 葉 言 。 阿 難 常 侍 世 尊 聽 叡 多 聞 具 持 法 藏 。 今
應 聽 在 集 比 丘 數 。 迦 葉 言 。 阿 難 猶 在 學 地 。 或 隨 愛 恚 癡 畏 不 應 容 之 。 時
阿 難 在 毘 舎 離 恒 為 。 四 衆 晝 夜 説 法 。 衆 人 來 往 殆 若 佛 在 。 有 跋 耆 比 丘 於
彼 閣 上 坐 禪 。 以 此 閙 亂 不 得 遊 諸 解 脱 三 昧 。 作 是 念 。 阿 難 今 於 學 地 應 有
所 作 為 無 所 作 。 而 常 在 憒 閙 多 有 所 説 。 既 入 定 觀 見 應 有 所 作 。 復 作 是
念 。 我 今 當 為 説 厭 離 法 使 其 因 悟 。 便 往 阿 難 所 為 説 偈 言 。  

    靜 處 坐 樹 下   心 趣 於 泥 洹  
    汝 禪 莫 放 逸   多 説 何 所 為  
  諸 比 丘 亦 語 阿 難 言 。 汝 應 速 有 所 作 。 大 迦 葉 今 欲 集 比 尼 法 。 而 不 聽 汝 在

此 數 中 。 阿 難 既 聞 跋 耆 比 丘 所 説 偈 。 又 聞 迦 葉 不 聽 在 集 比 尼 數 中 。 初 中
後 夜 勤 經 行 思 惟 望 得 解 脱 。 而 未 能 得 。 後 夜 垂 過 身 體 疲 極 。 欲 小 偃 臥 頭
未 至 枕 。 豁 然 漏 盡 。 諸 比 丘 知 即 白 迦 葉 。 阿 難 昨 夜 已 得 解 脱 。 今 應 聽 在
集 比 尼 數 。 迦 葉 即 聽 。  

 
「 仏 が 涅 槃 に 入 ら れ ま し た が 、 律 は 現 在 し ま す 。 心 を 一 つ に し て 、 結
集 を 行 う 努 力 を し ま し ょ う 。 跋 難 陀 た ち が 別 に 仲 間 を 立 て て 正 法 を 破
る こ と が な い よ う に 。 」 諸 の 比 丘 は み な そ れ が 良 い と し て 、 迦 葉 に 言
っ た 。 「 阿 難 は 常 に 世 尊 に 侍 っ て い て そ の 教 え を 多 く 聞 い て 、 法 蔵 を
知 っ て い ま す 。 結 集 に 参 加 す る 比 丘 の 中 に 入 れ る こ と を 許 し て く だ さ
い 。 」 し か し 迦 葉 は 言 っ た 。 「 阿 難 は ま だ 学 地 で す 。 愛 ・ 恚 ・ 癡 ・ 畏
を 離 れ て い ま せ ん 。 こ こ に 入 る こ と は で き ま せ ん 。 」 阿 難 は 毘 舎 離 に
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い て 、 常 に 四 衆 の た め 昼 夜 説 法 を 説 い て い て 、 衆 人 が や っ て 来 る の は
殆 ど 仏 在 世 の こ ろ の よ う で あ っ た 。 跋 耆 比 丘 が 閣 上 で 座 禅 を し て い た
が 、 騒 が し く て 解 脱 三 昧 に 耽 る こ と が で き な く こ の よ う に 思 っ た 。
「 阿 難 は 今 学 地 で な す べ き こ と が あ る の に な さ ず 、 常 に 騒 が し い 所 で
多 く の こ と を 説 い て い る 。 」 入 定 し て 観 る と 、 な す べ き こ と が あ る の
を 見 て 、 こ う 思 っ た 。 「 私 は 厭 離 法 を 説 い て 、 悟 ら せ よ う 。 」 阿 難 の
所 に 行 っ て 偈 を 説 い て 言 っ た 。  

    静 か な 樹 の 下 に 坐 し          心 は 涅 槃 に 赴 く  
    心 を 統 一 し て し 、 放 逸 で は い け な い   多 説 し て な に に な る の か  
  諸 の 比 丘 も 阿 難 に 言 っ た 。 「 あ な た は 速 や か に な す べ き こ と が あ り ま

す 。 今 、 大 迦 葉 は 律 と 法 を 集 め よ う と な さ っ て い る が 、 あ な た が こ の
中 に 入 る こ と を お 許 し に な り ま せ ん 。 」 阿 難 は 跋 耆 比 丘 の 説 い た 偈 を
聞 き 、 ま た 迦 葉 が 律 と 法 の 集 ま り に 入 る こ と を 許 さ な い こ と を 聞 い
て 、 一 晩 中 努 力 し て 経 行 思 惟 し て 解 脱 を 望 む が 、 い ま だ 得 る こ と が で
き な い 。 後 夜 を 過 ぎ る こ ろ 身 体 が ひ ど く 疲 れ 、 し ば ら く 横 に な ろ う と
思 っ て 、 頭 を 枕 に 付 け な い う ち に 、 悟 り 煩 悩 を 断 じ た 。 諸 の 比 丘 た ち
は す ぐ に 迦 葉 に 報 告 し た 。 「 阿 難 は 夜 解 脱 を 得 ま し た 。 比 丘 の 集 ま り
に 参 加 す る の を 許 し ま し ょ う 。 」 迦 葉 は 聞 く と す ぐ に 許 し た 。  

 
ア ー ナ ン ダ は サ ー リ プ ッ タ や モ ッ ガ ッ ラ ー ナ の よ う な 勝 れ た 阿 羅 漢 で は

な い 。 一 人 前 と は い え な い ア ー ナ ン ダ の 説 得 に 屈 し 、 将 来 悪 い 結 果 を も た
ら す と 思 い な が ら も 、 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー に 出 家 を 許 す の は 自 主 性 に
欠 け る 行 為 で あ る 。  

ま た 、 女 性 が 出 家 し た こ と で 千 年 続 く 正 法 が 、 五 百 年 に 減 少 す る と 予 言
し て い る 。 仏 陀 個 人 の 恩 の た め 、 五 百 年 間 も の 教 え の 維 持 を 捨 て た こ と に
な り 、 宗 教 指 導 者 と し て は 、 明 ら か に 失 格 で あ る 。 し か し 別 の 視 点 か ら 考
察 す る と 、 五 百 年 の 減 少 に も 拘 わ ら ず 女 性 の 出 家 を 許 し た と 解 釈 す る こ と
も で き る 。 こ の よ う に 、 個 人 の 事 情 を 教 え よ り 優 先 す る 仏 陀 に 、 知 識 階 級
と い え る バ ラ モ ン 出 身 を 初 め 多 く の 弟 子 が 従 い 、 王 族 や 富 裕 な 商 人 の 支 持
を 得 ら れ た と は 考 え づ ら い 。 こ れ ら か ら マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー 出 家 の 因
縁 譚 は 仏 滅 後 の 創 作 で あ り 、 八 敬 法 は 仏 陀 の 制 定 に な る も の と は 考 え づ ら
い 。  
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小 結  
 
『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 に 比 丘 が 比 丘 尼 を 支 配 し た り 、 蔑 ん だ り し た こ と を 窺

え る 偈 は な く 、 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に も 比 丘 尼 が 比 丘 を 敬 い 、 比 丘 に 服
従 す る よ う な 偈 は 見 当 た ら な い 。 比 丘 と 比 丘 尼 は 平 等 に 修 行 に 勤 し ん で い
た と 考 え ら れ る 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 比 丘 尼 た ち が 誇 ら し く 語 る 悟 り
の 表 現 は 比 丘 た ち と 同 じ で あ り 、 男 女 の 差 は な い 。 仏 陀 の 平 等 観 が 男 女 に
も 及 ん で い た か ら で あ る 。 男 尊 女 卑 ・ 忍 従 ・ 服 従 を 強 い ら れ た の が 当 時 の
イ ン ド の 女 性 の 立 場 で あ っ た が 、 仏 教 教 団 で は 男 女 平 等 に 近 い 状 況 で 比 丘
尼 た ち は 修 行 に 勤 し ん で い た と 思 わ れ る 。 こ れ ら の こ と か ら 仏 陀 は 比 丘 と
比 丘 尼 を ほ と ん ど 平 等 に 見 て い た と 考 え ら れ る 。  

セ キ ュ リ テ ィ が 完 璧 で な く 、 女 性 の 人 格 を 尊 重 す る 風 潮 の な い 時 代 で あ
る 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に 誘 惑 さ れ た 経 験 を 持 つ 比 丘 尼 が い た こ と 、 律
蔵 に 比 丘 尼 の 独 居 を 禁 止 し て い る こ と か ら 、 比 丘 尼 へ の 誘 惑 や 陵 辱 な ど の
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事 件 は あ っ た と 考 え ら れ る 。 比 丘 尼 の 中 に は 王 妃 や 王 女 と い っ た 俗 世 で は
近 づ き が た い 女 性 た ち が い た 。 そ の 存 在 は 世 間 の 男 性 の 好 奇 の 目 を 集 め た
で あ ろ う 。 比 丘 に は 比 丘 尼 を 守 る た め に や ら ね ば な ら ぬ こ と も あ っ た ろ
う 。 比 丘 尼 の 身 辺 に 眼 を 配 る の は 、 比 丘 に と っ て 修 行 の 助 け に は な ら ず 、
た だ 負 担 を 増 や す だ け で 、 そ の 存 在 が 修 行 の 妨 げ で あ る と 捉 え る 比 丘 も い
た で あ ろ う 。 こ の よ う な 事 件 が や が て 比 丘 尼 の 存 在 を 負 担 に 感 じ た り 、 敬
遠 し た り 、 貶 め た り す る 方 向 に 進 ん で い く 原 因 の 一 要 素 に な っ た と 思 わ れ
る 。      

『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 や 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 か ら は 八 敬 法 を 連 想 さ せ る
偈 は 見 当 た ら な い 。 八 敬 法 は 仏 陀 在 世 の こ ろ に 存 在 し た と は い え ず 、 仏 陀
が 制 定 し た と 断 定 す る こ と は で き な い 。 ヒ ン ズ ー 教 的 差 別 思 想 の 浸 透 に よ
り 、 教 団 内 に 比 丘 と 比 丘 尼 に 上 下 関 係 が 生 ま れ だ し た こ ろ か ら 徐 々 に 作 成
さ れ た と 考 え ら れ る 。 八 敬 法 に よ っ て 比 丘 に よ る 比 丘 尼 差 別 が 加 速 す る 要
因 に な っ た で あ ろ う 。  

 
 
第 五 章  抑 圧 さ れ て い く 人 々  
  

身 分 ・ 男 女 ・ 年 齢 ・ 能 力 ・ 経 歴 に か か わ ら ず 、 広 く 門 戸 を 広 げ 出 家 者 を
受 け 入 れ て い た 仏 教 教 団 で あ っ た が 、 社 会 に ヒ ン ズ ー 教 的 差 別 感 が 浸 透 し
て い く に つ れ て 、 抑 圧 さ れ 、 排 除 さ れ る 人 々 が 現 れ だ し た 。 女 性 と 不 可 触
民 で あ る 。  
 
第 一 節  仏 陀 の 平 等 観  
 
 『 マ ヌ 法 典 』 10・ 1～ 10・ 73 で は 、 バ ラ モ ン ・ ク シ ャ ト リ ヤ ・ ヴ ァ イ シ
ャ ・ シ ュ ー ド ラ の 四 階 級 か ら 排 除 さ れ た 人 々 に 厳 し い 規 制 を 設 け た 1 。  

 
こ の 世 で 〔 ブ ラ フ マ ン の 〕 口 、 腕 、 腿 お よ び 足 か ら 生 ま れ た 者 た ち の
外 側 に い る 身 分 集 団 （ ジ ャ ー テ ィ ） は 、 蛮 族 （ ム レ ッ チ ャ ） の 言 葉 を
語 ろ う と ア ー リ ヤ の 言 葉 を 語 ろ う と 、 彼 ら の す べ て は ダ ス ユ と 呼 ば れ
る 。 ‖ 10・ 45‖  

  ド ヴ ィ ジ ャ （ バ ラ モ ン ・ ク シ ャ ト リ ヤ ・ ヴ ァ イ シ ャ ） の 間 に 生 ま れ た
低 い 者 た ち 、 お よ び 堕 落 に よ っ て 生 ま れ た と 言 わ れ て い る 者 た ち は 、
ド ヴ ィ ャ の 間 で 非 難 さ れ る 職 業 に よ っ て 生 活 す べ し 。 ‖ 10・ 46‖  
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こ の よ う な バ ラ モ ン 教 の 観 念 に 対 し 、 仏 陀 は 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 で 賤 し
い 人 と は 、 ど の よ う な 人 で あ る か 見 解 を 述 べ た 2 。  

 
  生 ま れ に よ っ て 賤 し い 人 で は な い 。 生 ま れ に よ っ て バ ラ モ ン で は な

い 。 行 為 に よ っ て 賤 し い 人 で あ り 、 行 為 に よ っ て バ ラ モ ン で あ る 。  
‖ 136‖  

 以 上 の こ と を 、 以 下 の よ う に 私 の 説 示 を 知 っ て ほ し い 。 チ ャ ン ダ ー ラ
の 息 子 で 犬 殺 し の マ ー タ ン ガ と い う 有 名 な 人 が い た 。 ‖ 137‖  

 か の マ ー タ ン ガ は 最 高 の 得 難 い 名 声 を 得 た 。 多 く の 王 族 や バ ラ モ ン た
ち が 彼 の た め 奉 仕 に や っ て 来 た 。 ‖ 138‖  
彼 は 欲 を 離 れ 大 い な る 道 を 登 っ て 、 欲 望 の 対 象 へ の 貪 り を 離 れ 、 梵 天
の 世 界 に 至 っ た 。 生 ま れ は 梵 天 の 世 界 へ の 転 生 を 妨 げ な か っ た 。  
‖ 139‖  

 
多 く の 研 究 者 は 仏 陀 が 人 間 の 平 等 を 表 現 し た も の と 捉 え て お ら れ る が 、

岩 本 祐 氏 は 、 前 世 の 所 行 の 結 果 と し て バ ラ モ ン に 生 ま れ た り 賤 し い 人 に 生
ま れ た り す る と 仏 陀 は 説 い る の で 、 四 姓 制 度 を 否 定 せ ず 現 実 の 社 会 状 況 の
肯 定 で あ る と 主 張 さ れ て い る ３ 。 私 説 は 多 く の 研 究 者 と 同 じ く 仏 陀 の 平 等
観 を 示 す も の で 仏 陀 は こ の よ う な 考 え か ら 、 そ の 教 団 に 不 可 触 民 を 受 け 入
れ た と 捉 え る 。 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に は 合 わ せ て 四
人 な い し 五 人 の 不 可 触 民 出 身 者 が い る 。 ス ニ ー タ ・ 二 人 の ソ ー パ ー カ ・ ウ
パ カ ・ チ ャ ー パ ー で あ る ４ 。 ス ニ ー タ は 自 己 の 置 か れ た 立 場 を 次 の よ う に
語 っ て い る 。  
 

私 は 卑 し い 家 に 生 ま れ 、 貧 し く 食 べ 物 も な か っ た 。 私 の 仕 事 は 卑 し か
っ た 。 花 清 掃 人 で あ っ た 。 ‖ 620‖  

 人 々 に 嫌 わ れ 、 軽 蔑 さ れ 、 謗 ら れ た 。 心 を 低 く し て 、 多 く の 人 々 に 敬
礼 し た 。 ‖ 621‖  

 
寺 院 や 宮 殿 か ら 、 枯 れ た 花 を 取 り 除 き 清 掃 を 行 う の は 、 プ ッ ク サ と い う

不 可 触 民 の 仕 事 で あ っ た こ と か ら 、 ス ニ ー タ は 不 可 触 民 出 身 で あ る 5 。  
ソ ー パ ー カ は 犬 を 煮 る つ ま り 犬 を 食 べ る 者 と い う 意 味 で 不 可 触 民 で あ

る 。 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 33 偈 と 480～ 486 偈 の 二 人 の ソ ー パ ー カ に つ い
て 、 水 野 弘 元 氏 は 同 一 人 物 で あ る と さ れ て い る ６ 。 『 マ ヌ 法 典 』 で は ソ ー
パ ー カ を 次 の よ う に 表 現 し て い る 7 。  
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チ ャ ン ダ ー ラ と プ ル カ サ の 女 の 間 に 、 根 っ か ら 邪 悪 な 生 計 手 段 で 生 活
し 、 罪 深 く 、 常 に 善 き 人 々 か ら 軽 蔑 さ れ る ソ ー パ ー カ が 生 ま れ る 。  
‖ 10.38‖  

 
殺 生 に 関 わ る 仕 事 に 従 事 し た 人 々 で あ っ た 8 。 し か し ソ ー パ ー カ の 偈 に

は そ の 出 身 を 示 す 言 葉 は な く 、 出 家 の 原 因 も そ の 出 身 に あ る か は 解 ら な
い 。  

 
  ソ ― パ ー カ よ 、 今 日 以 後 （ 会 い た い 時 は ） 私 に 会 い に 来 な さ い 。  

ソ ― パ ー カ よ 、 こ れ こ そ が あ な た の 受 具 足 で あ る 。 ‖ 485‖  
 
こ の 偈 に よ る と 仏 陀 か ら ソ ― パ ー カ に 働 き か け て い る こ と が 窺 え る 。 職

業 か ら ス ニ ー タ が 、 名 か ら ソ ー パ ー カ が 不 可 触 民 で あ る こ と は 間 違 い な
い 。 あ と 二 人 ウ パ カ 比 丘 と チ ャ ー パ ー 比 丘 尼 の 出 生 を 考 察 し よ う 。 『 テ ー
リ ー ガ ー タ ー 』 に お け る チ ャ ー パ ー の 偈 で 、 夫 の ウ パ カ が 「 い ま や 私 は 猟
師 で あ る 。 」 と 語 っ て い る 。 猟 師 は 不 可 触 民 の 生 業 で あ る 9 。 ア ー ジ ー ヴ
ィ カ 教 の 宿 命 論 は 業 思 想 を 否 定 す る た め 、 殺 生 を 職 業 と す る 人 々 が い た こ
と か ら 、 ウ パ カ が 猟 師 で あ る こ と に 矛 盾 は な い 1 0 。  

バ ラ モ ン ・ ク シ ャ ト リ ヤ ・ ヴ ァ イ シ ャ の 上 位 三 階 級 出 身 者 が 多 数 を 占 め
る 仏 教 教 団 に 、 四 人 な い し は 五 人 の 不 可 触 民 が い た こ と は 当 時 の 社 会 状 況
か ら 鑑 み る と 驚 く べ き こ と で あ る 。  

岩 本 祐 氏 は パ ー リ 文 献 の 『 ア ン グ ッ タ ラ ・ ニ カ ー ヤ 』 と 、 そ れ に 対 応 す
る 漢 文 文 献 『 増 壱 阿 含 経 』 と 、 『 ス マ ー ガ ダ ー ＝ ア ヴ ァ ダ ー ナ 』 を 対 比
し 、 出 身 を 探 ら れ た 。 シ ュ ー ド ラ 及 び 不 可 触 民 の 出 家 者 は い な い の で 、 仏
陀 は 不 可 触 民 の 出 家 を 許 さ な か っ た と 推 測 さ れ て い る 。 生 ま れ た と き 以
来 、 卑 賤 の 境 遇 に 置 か れ て 蔑 視 と 虐 待 の 中 に 生 き て き た 賤 民 出 身 者 が 、 教
団 に 入 っ て 四 姓 平 等 の プ リ ン シ プ ル に の っ と っ て 待 遇 さ れ た と て 、 上 位 の
ヴ ァ ル ナ の 出 身 者 に 対 す る コ ン プ レ ッ ク ス は 一 朝 一 夕 に な く な る も の で は
な い で あ ろ う 。 そ こ に 、 自 然 に 卑 屈 な 態 度 の 見 ら れ る こ と は 人 間 と し て 当
然 な こ と で あ り 、 結 局 そ こ か ら 彼 ら 自 ら の 疎 外 と い う こ と も 生 ま れ て く る
で あ ろ う 。 と い う の が そ の 理 由 で あ る 1 1 。  

こ れ に 対 し 田 上 太 秀 氏 は 不 可 触 民 の 出 家 者 は い た が 、 そ の 人 た ち が 少 数
で あ る 理 由 の 一 つ に 、 岩 本 氏 の 説 を 取 り 上 げ て お ら れ る 。 ま た 教 団 内 に 、
智 慧 の あ る 者 と い う 点 で は 不 可 触 民 は 劣 っ て い て 、 教 養 修 行 が 積 ま れ よ う
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か と い う 評 価 し か 受 け な か っ た こ と も 不 可 触 民 が 少 な い 理 由 と し て 挙 げ ら
れ て い る 1 2 。  

両 偈 集 か ら 不 可 触 民 の 出 家 者 が い て 、 上 位 四 階 級 出 身 者 に 交 じ っ て 修 行
に 勤 し ん だ こ と は 明 ら か で あ り 、 「 生 ま れ に よ っ て 賤 し い 人 で は な い 。 生
ま れ に よ っ て バ ラ モ ン で は な い 。 行 為 に よ っ て 賤 し い 人 で あ り 、 行 為 に よ
っ て バ ラ モ ン で あ る 。 」 と い う 仏 陀 の 言 葉 が 実 行 さ れ て い た 証 で あ る 。  
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第 二 節  説 一 切 有 部 に お け る チ ャ ン ダ ー ラ の 出 家 禁 止  
  

身 分 を 越 え て 出 家 者 を 受 け 入 れ て い た 仏 教 教 団 で あ っ た が 、 ヒ ン ズ ー 的
差 別 思 想 が 浸 透 し て い く に つ れ て 、 仏 陀 の 平 等 思 想 は 部 派 仏 教 の こ ろ に は
徐 々 に 差 別 思 想 へ と 変 化 す る 。 仏 陀 の 教 え に 反 し 、 不 可 触 民 の 出 家 を 禁 止
す る 部 派 が 現 れ た 。 説 一 切 有 部 で あ る 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 雑 事 』 は
不 可 触 民 の 出 家 を 禁 止 し て い る 。   

 
  卽 於 他 日 執 持 衣 鉢 入 城 乞 食 。 時 有 女 人 持 食 出 施 。 見 彼 芯 芻 推 胸 告 言 。

誰 與 仁 者 黄 髪 之 類 而 爲 出 家 。 答 曰 。 鄥 波 駄 耶 鄥 波 難 陀 。 報 言 。 除 彼 惡
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行 。 誰 更 能 於 世 尊 教 法 令 生 過 患 。 諸 不 信 者 於 衢 路 中 村 坊 之 所 。 共 爲 譏
誚 。 沙 門 釋 子 所 爲 非 法 。 黄 髪 之 輩 亦 度 出 家 。 芯 芻 白 佛 。 佛 作 是 念 。 由
諸 芯 芻 度 如 是 人 出 家 有 斯 過 失 。 是 故 芯 芻 不 度 黄 髪 。 告 諸 芯 芻 。 時 諸 俗
旅 訶 誠 宣 應 法 。 是 芯 芻 不 應 與 彼 毀 法 衆 人 而 爲 出 家 。 若 有 作 者 得 越 法
罪 。 如 佛 所 説 。 如 是 等 類 不 與 出 家 。 芯 芻 不 知 何 謂 毀 辱 法 衆 人 。 佛 言 。
有 二 種 鄙 惡 毀 法 衆 。 云 何 爲 二 。 一 謂 種 族 。 二 謂 形 相 。 言 種 族 者 。 謂 家
門 族 胄 下 賤 卑 微 貧 寒 庸 品 。 客 作 自 活 飲 食 不 充 。 或 旃 茶 羅 卜 羯 婆 木 作 竹
作 浣 衣 酤 酒 猟 師 等 類 。 是 名 種 族 鄙 惡 1 。  

 
他 日 衣 鉢 を 持 っ て 城 に 入 り 乞 食 し て い る と 、 食 物 を 持 っ て 施 し を し よ
う と 出 て き た 女 が そ の 比 丘 を 見 て 胸 を 推 し て 言 っ た 。 「 誰 が あ な た の
よ う な 黄 髪 の 類 を 許 し て 出 家 さ せ た の で す か 。 」 「 鄥 波 駄 耶 と 鄥 波 難
陀 で す 。 」 「 そ の 悪 行 を 除 き な さ い 。 誰 が 世 尊 の 教 法 に 過 患 を 生 じ さ
せ た の か 。 」 不 信 者 た ち は 大 道 に 沿 っ た 村 の 僧 坊 に 、 集 ま っ て 誹 っ
た 。 「 仏 弟 子 の 沙 門 の 行 い は 非 法 だ 。 黄 髪 の 輩 を 得 度 さ せ 出 家 さ せ る
と は 。 」 比 丘 が 仏 に 申 し 上 げ る と 、 仏 は こ の よ う に 考 え ら れ た 。 「 比
丘 た ち は こ の よ う な 人 を 得 度 さ せ 出 家 さ せ た こ と に 過 失 が あ っ た の で
す 。 だ か ら 比 丘 は 黄 髪 の 者 を 出 家 さ せ て は な り ま せ ん 。 」 世 俗 の 人 々
は 「 世 間 の 理 に 合 わ せ る べ き だ 。 」 と 誹 っ た 。 「 比 丘 は 僧 伽 の 威 厳 を
損 な う よ う な 人 の 出 家 に 応 じ て は い け ま せ ん 。 も し な せ ば 越 法 罪 と し
ま す 。 」 仏 の 説 く と こ ろ は 、 「 こ の よ う な 類 の 者 に 出 家 を 許 し て は な
り ま せ ん 。 」 比 丘 は ど の よ う な 人 が 僧 伽 の 威 厳 を 損 な う よ う な 人 か 知
ら な か っ た 。 仏 は 言 わ れ た 。 「 二 種 の 賤 し く 悪 い 者 が あ り 僧 を 貶 め ま
す 。 」 「 二 種 と は ど ん な 人 で す か 。 」 「 一 は 種 族 で 、 二 は 外 見 で す 。
種 族 と い う の は 、 家 門 血 筋 が 下 賤 で 劣 っ た 者 ・ 衣 服 に も 困 窮 し て い る
も の ・ 雇 わ れ 仕 事 を す る 者 ・ 飲 食 物 に 不 充 し て い る 者 ・ あ る い は 旃 茶
羅 （ チ ャ ン ダ ー ラ ） ・ 卜 羯 婆 （ プ ッ ク サ ） ・ 木 作 人 ・ 竹 作 人 ・ 洗 濯
人 ・ 酒 屋 ・ 猟 師 等 で す 。 こ の 人 た ち は 賤 し く 悪 い 者 で す 。 」  

 
 旃 茶 羅 （ チ ャ ン ダ ー ラ ） ・ 卜 羯 婆 （ プ ッ ク サ ） ・ 木 作 人 ・ 竹 作 人 ・ 洗 濯
人 ・ 酒 屋 ・ 猟 師 等 は 不 可 触 民 で あ る 2 。 「 二 種 の 賤 し く 悪 い 者 」 と 挙 げ ら
れ て い る 人 々 は 外 見 ・ 家 門 か ら 判 断 さ れ 、 生 ま れ に よ っ て 定 め ら れ た も の
で あ る 。 こ の 人 た ち の 出 家 を 禁 じ た こ と は 仏 陀 の 語 っ た 人 は 平 等 で あ る と
い う 教 え が 、 生 ま れ に よ っ て 人 の 貴 賤 を 定 め る 差 別 思 想 に 変 え ら れ て い
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る 。 仏 教 教 団 が ヒ ン ズ ー 教 的 な 差 別 思 想 を 取 り 入 れ る こ と で 仏 陀 へ の 教 え
よ り 社 会 意 識 に 迎 合 し て い く よ う に な っ た 証 で あ る 。   
  
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 四 、 「 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 雑 事 」 巻 第 二 十 五 、 p.328  

a-b。  

2  山 崎 元 一 『 古 代 イ ン ド 社 会 の 研 究 ： 社 会 の 構 造 と 庶 民 ・ 下 層 民 』 、 刀 水 書 房 、

1987 年 pp.113-11４ 。  

  

 

 
第 三 節 『 大 品 般 若 波 羅 蜜 経 』 に お け る チ ャ ン ダ ー ラ 差 別  
 

大 乗 仏 教 に も 不 可 触 民 を 差 別 し 貶 め る 傾 向 が 現 れ る 。 サ ン ス ク リ ッ ト
『 二 万 五 千 頌 般 若 経 』 に 、 不 可 触 民 や 障 害 者 を 貶 め る 表 現 が 存 在 す る 1 。
概 ね 同 じ よ う な 内 容 の 『 大 品 般 若 波 羅 蜜 経 』 で は ど の よ う に 語 ら れ て い る
だ ろ う か 。  
 

須 菩 提 。 有 菩 薩 摩 訶 薩 多 見 諸 佛 若 無 量 百 千 萬 億 。 從 諸 佛 所 行 布 施 持 戒
忍 辱 精 進 一 心 智 慧 。 皆 以 有 所 得 故 。 是 菩 薩 聞 説 深 般 若 波 羅 蜜 時 。 便 從
衆 中 起 去 。 不 恭 敬 深 般 若 波 羅 蜜 及 諸 佛 。 是 菩 薩 今 在 此 衆 中 坐 。 聞 是 甚
深 般 若 波 羅 蜜 。 不 樂 故 便 捨 去 。 何 以 故 。 是 善 男 子 善 女 人 等 。 先 世 聞 深
般 若 波 羅 蜜 時 棄 捨 去 。 今 世 聞 深 般 若 波 羅 蜜 亦 棄 捨 去 。 身 心 不 和 是 人 種
愚 癡 因 緣 業 種 是 愚 癡 緣 罪 故 。 聞 説 深 般 若 波 羅 蜜 呰 毀 。 呰 毀 深 般 若 波 羅
蜜 故 。 則 爲 呰 毀 過 去 未 來 現 在 諸 佛 一 切 智 一 切 種 智 。 是 人 毀 呰 三 世 諸 佛
一 切 智 故 起 破 法 業 。 破 法 業 因 緣 集 故 。 無 量 百 千 萬 億 歳 堕 大 地 獄 中 。 是
破 法 人 輩 從 一 大 地 獄 至 一 大 地 獄 。 若 火 劫 起 時 。 至 他 方 大 地 獄 中 生 在 彼
間 。 從 一 大 地 獄 至 一 大 地 獄 。 彼 間 若 劫 火 起 時 。 復 至 他 方 大 地 獄 中 生 在
彼 間 。 從 一 大 地 獄 至 一 大 地 獄 。 如 是 遍 十 方 。 彼 間 若 劫 火 起 故 從 彼 死 。
破 法 業 因 緣 未 盡 故 。 還 來 是 間 大 地 獄 中 生 此 間 。 亦 從 一 大 地 獄 至 一 大 地
獄 受 無 量 苦 。 此 間 火 劫 起 時 。 復 生 十 方 他 國 土 。 生 畜 生 中 。 受 破 法 罪 業
苦 。 如 地 獄 中 説 。 重 罪 轉 薄 或 得 人 身 。 生 盲 人 家 生 旃 陀 羅 家 。 生 除 厠 擔
死 人 種 種 下 賤 家 。 若 無 眼 若 一 眼 若 眼 瞎 。 無 舌 無 耳 無 手 。 所 生 處 無 佛 無
法 無 佛 弟 子 處 。 何 以 故 。 種 破 法 業 積 集 厚 重 具 足 故 受 是 果 報 2 。  
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須 菩 提 よ 。 菩 薩 摩 訶 薩 が お ら れ て 、 多 く の 諸 仏 が お ら れ る が 、 ど れ ほ
ど 長 く 修 行 し て も 諸 仏 に 従 っ て 行 う 布 施 ・ 持 戒 ・ 忍 辱 ・ 精 進 ・ 禅 定 ・
智 慧 は と ら わ れ が あ る と 修 行 で き な い 。 こ の 菩 薩 は 深 般 若 波 羅 蜜 を 説
か れ る の を 聞 く 時 、 す ぐ に 会 衆 の 中 か ら 立 ち 去 り 、 深 般 若 波 羅 蜜 及 び
諸 仏 を 恭 敬 し な い 。 今 、 こ の 菩 薩 は 此 の 会 衆 の 中 に い て 座 っ て 、 こ の
甚 深 般 若 波 羅 蜜 を 聞 い て も 、 心 に か な わ な い た め 、 す ぐ に 捨 て て 去
る 。 ど う し て か 。 こ の 善 男 子 善 女 人 等 は 、 前 世 に 深 般 若 波 羅 蜜 を 聞 い
た 時 、 棄 捨 し て 去 り 、 今 の 世 に 深 般 若 波 羅 蜜 を 聞 い て も 棄 捨 し て 去 っ
た 。 身 心 は 和 ま ず に こ の 人 は 愚 癡 の 因 縁 の 業 を 植 え た 。 こ の 愚 癡 の 因
縁 の 罪 を 植 え た た め に 、 深 般 若 波 羅 蜜 を 説 く の を 聞 い て も 誹 る 。 深 般
若 波 羅 蜜 を 誹 る た め 、 過 去 、 未 来 、 現 在 の 諸 仏 の 一 切 の 智 、 一 切 の 種
智 を 誹 る 。 こ の 人 は 三 世 の 諸 仏 の 一 切 の 智 を 誹 る 故 に 破 法 の 業 を 起 こ
す 。 因 縁 が 集 っ た た め に 、 限 り な く 長 い 間 大 地 獄 の 中 に 墜 ち る 。 こ の
破 法 の 輩 は 、 あ る 大 地 獄 か ら 別 の 大 地 獄 に 至 る 。 も し 火 劫 が 起 っ た 時
は 、 他 方 の 大 地 獄 の 中 に 至 り 生 れ て 、 そ の 大 地 獄 に 居 る 。 あ る 大 地 獄
か ら 別 の 大 地 獄 に 行 く 。 そ の 大 地 獄 に い る 間 、 も し 火 劫 が 起 っ た 時 、
ま た 他 の 大 地 獄 の 中 に 生 れ て 、 そ の 大 地 獄 に 居 る 。 あ る 大 地 獄 か ら 別
の 大 地 獄 に 行 く 。 こ の よ う に 十 方 に 行 き 渡 り 、 そ の 間 火 劫 が 起 る た
め 、 そ れ に よ っ て 死 ぬ が 、 破 法 の 業 因 縁 が ま だ 尽 き な い た め に 、 再 び
大 地 獄 の 中 に や っ て 来 て 、 こ の 地 獄 に 生 れ 、 ま た あ る 大 地 獄 よ り 、 別
の 大 地 獄 に 至 っ て 、 無 量 の 苦 を 受 け る 。 そ の 間 火 劫 が 起 る 時 、 ま た 十
方 の 他 の 世 界 に 行 っ て 畜 生 の 中 に 生 れ 、 破 法 の 罪 業 の 苦 を 受 け る の は
地 獄 の 中 に 説 く の と 同 じ で あ る 。 重 罪 が 時 を 得 て 薄 ら い で 人 の 身 に 生
ま れ て も 、 盲 人 の 家 に 生 れ 、 旃 陀 羅 の 家 に 生 れ 、 厠 を 掃 除 し 、 死 人 を
担 ぐ な ど の 様 々 な 下 賤 の 家 に 生 れ 、 或 い は 眼 が 無 く 、 或 い は 片 目 、 或
い は 目 が 見 え な い 、 或 い は 舌 が な く 、 耳 が な く 、 手 が な く 、 生 ま れ た
所 に は 仏 が な く 、 法 が な く 、 仏 弟 子 の い な い 所 で あ る 。 ど う し て か 。
破 法 の 業 を 植 え て 積 み 重 な っ て 、 何 重 に も 具 足 し て い る た め に 、 こ の
報 い を 受 け る 。  

  
『 大 智 度 論 』 は 龍 樹 に よ る 『 二 万 五 千 頌 般 若 経 』 の 注 釈 で あ る が 、 こ こ

で も 同 様 に 不 可 触 民 や 障 害 者 を 差 別 し て い る 3 。 不 可 触 民 や 障 害 者 を 前 世
の 悪 業 の 報 い と 捉 え る の は 、 現 代 で は 差 別 思 想 で あ り 、 許 さ れ る こ と で は
な い 。 こ れ ら の 人 々 は 前 世 で 般 若 波 羅 蜜 を 誹 っ た た め 、 地 獄 に 墜 ち 、 畜 生
に 生 ま れ 、 人 の 世 で は 「 生 ま れ た 所 に は 仏 が な く 、 法 が な く 、 仏 弟 子 の い
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な い と こ ろ で あ る 。 」 と い う 。 し か し 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 と 『 テ ー リ ー ガ
ー タ ー 』 か ら 、 仏 陀 の 時 代 に は 仏 弟 子 の 中 に 不 可 触 民 が い て 悟 り の 境 地 に
達 し て い る 事 実 が あ る 。 仏 教 出 家 者 は 宿 命 通 ・ 天 眼 通 ・ 漏 尽 通 の 三 明 を 得
て 解 脱 し 、 阿 羅 漢 と な る 。 過 去 世 を 知 る こ と は 解 脱 の 必 要 条 件 で あ る 。 ま
た 、 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 で は 三 明 を 次 の よ う に 語 る 4 。  
   

前 世 の 境 遇 を 知 り （ 宿 命 通 ） 、 天 界 と 苦 界 を 見 て （ 天 眼 通 ） 、 生 存 の
滅 尽 （ 漏 尽 通 ） を 得 た 人 、 そ の 人 を 私 は バ ラ モ ン と 言 う 。 ‖ 647‖  

 
『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 と 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 で 語 ら れ る 前 世 の 業 は 自 己

の も の で あ り 、 比 丘 で は カ ン ダ ス マ ナ が 96 偈 に 、 ゴ ー タ マ が 、 258、 259
偈 に 、 比 丘 尼 で は イ シ ダ ー シ ー が 400～ 447 偈 に あ る の み で あ る 5 。 三 者 共
に 過 去 世 が ど の よ う な も の で あ っ た か は 自 身 で 知 っ た の で あ っ て 、 仏 陀 に
指 摘 さ れ た も の で は な い 。 ま た 他 人 の 過 去 世 を 語 っ た も の で も な い 。  

カ ン ダ ス マ ナ は 過 去 世 に 、 仏 に 一 輪 の 花 を 捧 げ た 善 業 で 解 脱 し 、 ゴ ー タ
マ は 地 獄 ･餓 鬼 ・ 畜 生 を 輪 廻 し た 。 イ シ ダ ー シ ー は 三 度 結 婚 し 、 三 度 と も 夫
に 捨 て ら れ た 経 験 の 持 ち 主 で あ る 。 こ の 辛 い 経 験 を 過 去 の 悪 業 の 報 い と し
て 、 そ の 偈 で 振 り 返 っ て い る 。 そ の 偈 は 当 時 の 人 々 の 輪 廻 の 捉 え 方 が わ か
る 最 も 古 い 仏 教 資 料 で あ る 。 彼 女 は 過 去 世 に 他 人 の 妻 に 親 し む と い う 性 道
徳 に 反 す る 罪 を 犯 し た 。 そ の た め 地 獄 ・ 去 勢 さ れ た 畜 生 ・ 女 で も 男 で も な
い 人 ・ す で に 愛 さ れ て い る 妻 の い る 男 の 嫁 と 輪 廻 し 、 最 後 に 三 人 の 夫 に 捨
て ら れ る と い う 性 に 関 す る 悪 業 の 報 い を 七 生 に 渡 り 受 け て い る 。  

仏 教 修 行 者 が 、 苦 し か っ た 世 俗 の 状 況 を 自 分 の 業 と し て 受 け 取 る 思 い を
抱 く こ と は 、 こ れ ら の 偈 が で き た こ ろ の 仏 教 で は 否 定 さ れ な か っ た こ と
は 、 大 局 的 に は 間 違 い な い 。 両 偈 の 時 代 の 悪 業 は 日 常 生 活 に お け る 行 い で
あ っ た の が 、 「 大 品 般 若 波 羅 蜜 経 」 で は 深 般 若 波 羅 蜜 の 教 え を 受 け 入 れ な
い こ と が 悪 業 で あ る 。 ま た 障 害 者 や 不 可 触 民 に 生 ま れ た こ と を 悪 業 の 報 い
と し て 、 社 会 道 徳 的 悪 業 か ら 宗 教 的 悪 業 へ と 変 化 し て い る 。  
 
 
1 木 村 高 尉 『 Pacaviṃśa t i sāhasr ikā  Pra jñāpāramitā  Ⅱ ・ Ⅲ  梵 文 二 万 五 千 頌 般 若

経 』 、 山 喜 房 佛 書 林 、 1 986 年 、 pp.150-151。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 八 、 「 大 品 般 若 波 羅 密 経 」 巻 第 十 一 、 p.304b-c。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 五 、 「 大 智 度 論 」 第 四 十 、 p500c-501a。  

4  Sut ta-n ipāta ,  PTS ,  p122 .  
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5  Thera -and t her ī -gāt hā  ,  PTS ,  p .14 ,  p .32 ,  pp .1 62-167 .  

 

  
第 四 節  女 性 出 家 者 へ の ハ ラ ス メ ン ト  
 
 不 可 触 民 を 排 除 す る 動 き が 現 れ た よ う に 、 女 性 に 対 し て は 、 仏 陀 が 制 定
し た と は 考 え ら れ な い 、 ハ ラ ス メ ン ト 以 外 の な に も の で も な い 律 が 存 在 す
る 。 『 パ ー リ 律 』 の 比 丘 尼 犍 度 に 次 の よ う な 遮 法 が あ る 1 。  
 具 足 戒 を 受 け た 女 性 に 、 女 根 が な い 女 ・ 女 根 が 不 完 全 な 女 ・ 生 理 の な い
女 ・ 生 理 の 止 ま ら な い 女 ・ 常 に 布 を 当 て 小 便 や 血 を 防 が ね ば な ら な い 女 ・
小 便 を 絶 え ず 漏 ら す 女 ・ 女 根 が 長 い 女 ・ 同 姓 愛 者 ・ 男 の よ う な 女 ・ 性 器 と
腸 が 結 合 し て い る 女 ・ 両 性 具 有 者 た ち が い た 。 こ の こ と を 世 尊 に 申 し 上 げ
た 。 「 比 丘 た ち よ 、 具 足 戒 を 授 け る に 、 二 十 四 の 遮 法 を 問 う こ と を 許 し ま
す 。 比 丘 た ち よ 、 こ の よ う に 問 い な さ い 。 『 女 根 が な い 女 で は な い か ・ 女
根 が 不 完 全 な 女 で は な い か ・ 生 理 の な い 女 で は な い か ・ 生 理 の 止 ま ら な い
女 で は な い か ・ 常 に 布 を 当 て 小 便 や 血 を 防 が ね ば な ら な い 女 で は な い か ・
小 便 を 絶 え ず 漏 ら す 女 で は な い か ・ 女 根 が 長 い 女 で は な い か ・ 同 姓 愛 者 で
は な い か ・ 男 の よ う な 女 で は な い か ・ 性 器 と 腸 が 結 合 し て い る 女 で は な い
か ・ 両 性 具 有 者 で は な い か 』 ・ ・ ・ 」  
 こ の あ と 男 性 と 同 じ 項 目 が 続 く が 、 比 丘 の 遮 法 に は 同 姓 愛 者 と 両 性 具 有
者 は あ る が 、 男 根 に 関 す る も の は な い 。 ま た 『 パ ー リ 律 』 の 僧 残 法 に 「 い
ず れ の 比 丘 と い え ど も 欲 情 を 起 こ し 変 易 し た 心 で 女 性 に 麤 悪 語 に よ っ て 罵
る 、 す な わ ち 若 い 男 が 若 い 女 に 淫 欲 を 伴 う 言 葉 で 語 れ ば 僧 残 で あ る 」 と 示
さ れ て い る 。 こ こ で 言 う 罵 り の 言 葉 と し て 、 「 女 根 が な い 女 ・ 女 根 が 不 完
全 な 女 ・ 生 理 の な い 女 ・ 生 理 の 止 ま ら な い 女 ・ 常 に 男 の よ う な 女 ・ 性 器 と
腸 が 結 合 し て い る 女 ・ 両 性 具 有 者 」 が あ る 2 。  

仏 教 教 団 に お い て 僧 残 罪 は 波 羅 夷 罪 に 次 ぐ 重 い 罪 で あ る 。 こ れ ら の 言 葉
は 当 時 の イ ン ド 社 会 で 、 酒 に 酔 っ た り 、 気 に 障 っ た 女 性 を 罵 倒 し た り す る
時 に 発 し た 言 葉 で あ ろ う と 思 わ れ る 下 劣 で 卑 猥 な 言 葉 で あ る 。 宗 教 者 と し
て の 品 格 を 考 慮 す れ ば 、 当 然 の 禁 句 で あ り 、 重 い 罰 が 科 せ ら れ る の は 当 然
で あ る 。 欲 情 を 起 こ し 変 易 し た 心 で 罵 る 言 葉 を 受 戒 の 儀 式 で 使 う こ と の 恥
も 外 聞 も 考 慮 せ ず 、 た だ 比 丘 尼 を 蔑 む た め だ け に 遮 法 に 取 り 入 れ て い る と
思 わ れ る 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 雑 事 』 に も ハ ラ ス メ ン ト が あ る 。    
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緣 處 同 前 。 時 有 芯 芻 尼 與 二 道 合 女 出 家 。 若 小 行 時 大 便 倶 出 汚 其 處 所 。
欲 餘 尼 來 入 見 已 問 言 。 誰 汚 處 所 。 答 言 姉 妹 我 本 無 心 欲 汚 其 處 。 爲 二 道
合 小 行 時 大 便 倶 出 。 尼 白 芯 芻 。 芯 芻 白 佛 。 佛 言 此 是 非 男 非 女 不 應 出
家 。 縱 受 近 圓 不 發 律 儀 護 可 速 擯 出 。 從 今 已 去 若 有 女 人 來 求 出 家 。 應 須
先 問 汝 非 二 道 合 不 。 若 不 問 與 出 家 者 。 師 主 得 越 法 罪 。 縁 處 同 前 。 時 有
芯 芻 尼 常 與 流 血 女 出 家 。 裾 衣 點 汚 多 有 蠅 附 。 諸 尼 問 曰 。 妹 身 常 流 血
耶 。 答 言 我 是 常 流 血 女 。 尼 白 芯 芻 。 芯 芻 白 佛 。 佛 言 此 亦 同 前 不 堪 共
住 。 縁 處 同 前 。 時 有 芯 芻 尼 與 無 血 女 出 家 。 見 有 餘 尼 於 時 時 中 月 期 水
現 。 遂 生 嫌 恥 。 報 言 小 妹 汝 有 邪 思 不 能 離 欲 。 於 時 時 中 有 月 期 現 。 答 言
阿 姉 何 故 見 嫌 。 此 是 女 人 常 法 汝 可 無 耶 。 答 言 我 無 血 人 何 有 斯 事 。 尼 白
芯 芻 。 芯 芻 白 佛 。 佛 言 此 是 黄 門 女 。 宜 應 擯 去 不 生 善 不 。 若 見 有 女 求 出
家 時 。 應 可 問 言 汝 非 無 血 不 。 若 不 問 者 得 越 法 罪 3 。  

  
比 丘 尼 が 性 器 と 直 腸 が 結 合 し て い る 女 を 出 家 さ せ た が 、 小 便 を す る 時
に 、 大 便 が 一 緒 に 出 て そ の 場 所 を 汚 し た 。 別 の 比 丘 尼 が 入 っ て き て 、
そ れ を 見 て 尋 ね た 。 「 誰 が こ こ を 汚 し た の で す か 。 」 「 姉 妹 よ 、 私 は
わ ざ と そ こ を 汚 し た の で は あ り ま せ ん が 、 性 器 と 直 腸 が 結 合 し て い る
た め 、 小 便 を す る 時 大 便 も 一 緒 に 出 る の で す 。 」 比 丘 尼 は 比 丘 に 申 し
上 げ 、 比 丘 は 仏 に 申 し あ げ た 。 仏 は 言 わ れ た 。 「 こ の 人 は 男 で も 女 で
も な い の で 、 出 家 で き ま せ ん 。 た と え 具 足 戒 を 受 け た と し て も 律 儀 を
発 し て い な い の で 、 速 に 追 い 出 し な さ い 。 今 よ り 後 女 人 が 出 家 を 求 め
て や っ て 来 た ら 、 ま ず 、 『 あ な た は 性 器 と 直 腸 が 結 合 し て い ま す
か 。 』 と 問 い な さ い 。 も し 、 問 わ ず 出 家 さ せ た ら 、 和 尚 は 越 法 罪 と し
ま す 。 」 比 丘 尼 が 生 理 の 止 ま ら な い 女 を 出 家 さ せ た 。 衣 の 裾 に 血 を 付
け 汚 し 蠅 が 集 ま っ た 。 比 丘 尼 た ち が 問 う た 。 「 妹 よ 、 い つ も 血 を 流 し
て い る で は あ り ま せ ん か 。 」 「 私 は 生 理 の 止 ま ら な い 女 で す 。 」 比 丘
尼 は 比 丘 に 申 し 上 げ 、 比 丘 は 仏 に 申 し あ げ た 。 仏 は 言 わ れ た 。 「 前 と
同 じ く 共 に 住 む こ と は で き ま せ ん 。 」 比 丘 尼 が 生 理 の な い 女 を 出 家 さ
せ た 。 別 の 比 丘 尼 に 定 期 的 に 生 理 が あ る の を 見 て 、 恥 ず べ き 嫌 な こ と
と 感 じ て 言 っ た 。 「 妹 よ 、 あ な た は 邪 悪 な 思 い が あ り 、 欲 か ら 離 れ る
こ と が で き な い の で 、 定 期 的 に 生 理 が 現 れ る の で す 。 」 「 姉 よ 、 ど う
し て 嫌 う の で す か 。 こ の こ と は 女 の 常 法 な の に 、 あ な た に は な い の で
す か 。 」 「 私 に は 生 理 が あ り ま せ ん が 、 な に か 問 題 が あ り ま す か 。 」
比 丘 尼 は 比 丘 に 申 し 上 げ 、 比 丘 は 仏 に 申 し あ げ た 。 仏 は 言 わ れ た 。
「 こ の 人 は 中 性 者 な の で 、 善 法 を 生 ま な い の で 、 追 い 出 し な さ い 。 も
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し 、 女 人 が 出 家 を 求 め る の を 見 た ら 、 『 あ な た は 生 理 が な い 女 で は あ
り ま せ ん か 。 』 と 問 い な さ い 。 問 わ ず 出 家 さ せ た ら 、 和 尚 は 越 法 罪 と
し ま す 。 」  

 
性 器 と 直 腸 が 結 合 し て い る 女 性 な ど 人 体 構 造 学 的 に は あ り え な い 。 ま

た 、 生 理 の と ま ら な い 女 性 は 生 命 の 維 持 が で き な い 。 存 在 し な い 女 性 が 出
家 し た こ と と す る 律 で あ る 。 佐 々 木 閑 氏 は 「 こ の 手 法 に は 何 の 合 理 性 も な
く 必 然 性 も み ら れ な い 。 ほ ん の 思 い つ き で 決 め ら れ た よ う な 印 象 を 受 け
る 。 」 と 言 わ れ て い る が 4 禁 句 と 言 わ れ て い る 言 葉 を 使 っ て い る こ と か
ら 、 女 性 の 出 家 を 望 ま な い 比 丘 に よ る ハ ラ ス メ ン ト と 考 え ら れ る 。 ハ ラ ス
メ ン ト は 軽 い 気 持 ち で 、 卑 猥 な 言 葉 を 発 し て か ら か っ た り 、 体 に 触 っ た り
す る こ と か ら 始 ま る 事 が 多 い 。 嫌 悪 感 を 現 す 女 性 を 生 意 気 と し て 嫌 が ら せ
を エ ス カ レ ー ト し 、 ま た 、 恥 ず か し さ で 沈 黙 す る 女 性 は 喜 ん で 受 け 入 れ て
い る と 勝 手 な 解 釈 し て 増 長 し て い く 。 ほ ん の 思 い つ き か ら 卑 猥 な ハ ラ ス メ
ン ト は 始 ま る こ と が 多 い 。 比 丘 尼 に な る に は 比 丘 と 比 丘 尼 の 両 教 団 で 具 足
戒 を 受 け ね ば な ら な い 。 当 時 の イ ン ド の 女 性 が 女 根 に ど の よ う な 認 識 を 持
っ て い た か 知 る こ と は で き な い が 、 平 然 と 答 え る こ と は で き な か っ た で あ
ろ う 。 女 性 の 出 家 を 望 ま な い 比 丘 た ち が 比 丘 尼 を 貶 め る た め 、 ま た は 比 丘
尼 の 誕 生 を 排 除 す る 目 的 で 作 成 し た 遮 法 で あ ろ う 。 ま た 比 丘 尼 が 仏 陀 に 直
接 報 告 せ ず 、 比 丘 か ら 間 接 的 に 報 告 し て い る こ と か ら 、 説 一 切 有 部 で は 比
丘 尼 が 比 丘 の 支 配 下 に あ り 、 抑 圧 さ れ て い た こ と を 示 す 文 献 で あ る 。  
 
 
1『 南 伝 大 蔵 経 』 第 四 巻 「 律 蔵 」 、 pp.403-404。  

2『 南 伝 大 蔵 経 』 第 一 巻 「 律 蔵 」 、 pp.213-218。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 二 十 四 、 「 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 雑 事 」 巻 第 三 十 二 、   

p364b。   

4 佐 々 木 閑 『 出 家 と は な に か 』 、 大 蔵 出 版 、 1999 年 、 p.104。  

 
 
小 結  

 
比 丘 尼 差 別 は 八 敬 法 を 始 め と し て 、 仏 教 出 家 者 が 守 る べ き 戒 律 を 比 丘 は

二 百 五 十 戒 、 比 丘 尼 は 三 百 四 十 八 戒 と 約 百 戒 多 く 科 す な ど 、 比 丘 尼 を 比 丘
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の 支 配 下 に 置 く よ う に な っ た 。 比 丘 尼 が 公 然 と 差 別 さ れ る に 伴 っ て 下 層 階
級 の 人 々 も 排 除 さ れ て い っ た 。  

カ ー ス ト 制 度 は バ ラ モ ン ・ ク シ ャ ト リ ヤ ･ヴ ァ イ シ ャ ・ シ ュ ー ド ラ の 四 ヴ
ァ ル ナ で 構 成 さ れ る 身 分 制 度 で あ る 。 『 マ ヌ 法 典 』 11・ 24、 11・ 42 で は シ
ュ ー ド ラ は 祭 式 儀 式 か ら 排 除 さ れ 、 ヴ ェ ー ダ を 学 ぶ こ と が 許 さ れ ず 上 位 三
身 分 に 奉 仕 す る こ と が 使 命 で あ る 1 。 こ の 四 階 級 の 下 に 不 可 触 民 が 存 在 す
る 。 『 マ ヌ 法 典 』 5・ 85 に 汚 れ が も た ら さ れ る も の の 中 に チ ャ ン ダ ー ラ と
の 接 触 が あ る 2 。 ま た 女 性 も 『 マ ヌ 法 典 』 9・ 18 で 祭 式 儀 礼 か ら 退 け ら れ
て い た 3 。 人 を 生 ま れ で は な く 行 い で 評 価 す る 仏 陀 の 姿 勢 は シ ュ ー ド ラ や
不 可 触 民 の 出 家 も 可 能 に し た 。 人 数 は 上 位 三 階 級 に 比 べ る と 非 常 に 少 な か
っ た と は い え 、 バ ラ モ ン 教 か ら は 排 除 さ れ た 人 々 を 受 け 入 れ た の で あ る 。
仏 教 教 団 で は 出 家 し た 年 次 で 席 順 が 決 ま る 。 バ ラ モ ン 出 身 で あ っ て も 先 に
出 家 し た 不 可 触 民 の 後 の 席 に 着 く こ と に な る 。 当 時 の 社 会 通 念 か ら す る と
画 期 的 な こ と で あ っ た 。 カ ー ス ト 制 度 の 下 、 常 に 上 位 で あ っ た バ ラ モ ン 出
身 の 出 家 者 た ち も そ れ を 受 け 入 れ て い た の で あ る 。 仏 陀 の 平 等 論 は 言 葉 だ
け で な く 実 行 力 を 伴 う も の で あ っ た 。  

し か し 、 部 派 仏 教 の こ ろ か ら 差 別 思 想 が 教 団 内 に 取 り 込 ま れ る よ う に な
る 。 説 一 切 有 部 は 部 派 仏 教 各 派 の 中 で 最 も 優 勢 を 誇 っ た 部 派 で あ っ た 。 部
派 仏 教 の 時 代 の 仏 教 教 団 は 仏 教 の 教 義 を 深 め る こ と に 努 め た が 、 出 家 主 義
に 陥 り 在 家 の 救 済 に 関 心 を 示 さ な か っ た 。 初 期 仏 教 の 時 代 は 、 社 会 か ら 疎
外 さ れ た 不 可 触 民 や 自 主 的 に 生 き る こ と を 許 さ れ な い 女 性 に も 救 済 の 道 を
開 い て い た 。 『 パ ー リ 律 』 が 女 性 を 差 別 し 、 説 一 切 有 部 が 不 可 触 民 の 出 家
を 禁 じ 、 女 性 に ハ ラ ス メ ン ト を 行 っ た の は 、 一 般 社 会 通 念 に 迎 合 し た だ け
で は な く 、 在 家 に 心 を 向 け る 姿 勢 が 薄 れ て い っ た こ と も 原 因 の 一 因 で あ っ
た と 考 え ら れ る 。  

出 家 者 が 自 力 で 救 済 を 求 め 修 行 す る 部 派 仏 教 に あ き た ら ず 、 在 家 を 含 む
一 切 衆 生 の 救 済 を 目 指 し た 大 乗 仏 教 で あ っ た が 、 不 可 触 民 や 障 害 者 の 救 済
は か な わ な か っ た 。 不 可 触 民 や 障 害 者 に 生 ま れ た こ と を 、 前 世 で 「 深 般 若
波 羅 蜜 」 を 受 け 入 れ な か っ た 報 い と 、 辛 い 境 遇 の 人 々 を 責 め て い る 。 一 切
衆 生 の 救 済 か ら こ れ ら の 人 々 を 外 し て い る こ と か ら 、 仏 陀 の 教 え の 平 等 性
は 受 け 継 が れ な か っ た 。 『 根 本 説 一 切 有 部 毘 那 耶 雑 事 』 で 、 不 可 触 民 の 出
家 の 禁 止 と と も に 、 女 性 の 出 家 者 に も 不 必 要 と 思 わ れ る 女 性 差 別 が 連 動 し
て と り い れ ら れ て い て 、 不 可 触 民 差 別 と 女 性 の 差 別 は 切 り 離 す こ と が で き
な い 証 で あ る 。  
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1  渡 瀬 信 之 『 マ ヌ 法 典 』 、 平 凡 社 、 2013 年 、 p.386、 389。  

2  渡 瀬 信 之 『 マ ヌ 法 典 』 、 平 凡 社 、 2013 年 、 p.182  

3  渡 瀬 信 之 『 マ ヌ 法 典 』 、 平 凡 社 、 2013 年 、 p.310。  

 
 
第 六 章  五 障 三 従 思 想 と 変 成 男 子  

 
八 敬 法 で 比 丘 尼 を 比 丘 の 下 に 置 い た 仏 教 教 団 は 、 比 丘 尼 だ け で な く 、 一

般 女 性 も 男 性 と 比 べ て 劣 っ て い て 、 悪 性 を 持 つ も の と 考 え る よ う に な っ
た 。 『 増 壱 阿 含 経 』 で 、 女 性 と 交 わ り た い た め 還 俗 を 望 む 比 丘 に 仏 陀 は 次
の よ う に 言 わ れ た 。  

  
世 尊 告 曰 。 夫 爲 女 人 有 五 種 惡 。 云 何 爲 五 。 一 者 穢 惡 。 二 者 兩 舌 。 三 者
嫉 妬 。 四 者 瞋 恚 。 五 者 無 反 復 1 。  

 
 世 尊 は 言 わ れ た 。 「 女 性 は 五 種 の 悪 が あ り ま す 。 五 種 と は ど の よ う な

こ と か と い う と 、 一 は 穢 れ て い て 、 二 は 二 枚 舌 で 、 三 は 嫉 妬 深 く 、 四
は 怒 り っ ぽ く 、 五 は 感 謝 の 念 が あ り ま せ ん 。 」  

 
こ こ で 語 ら れ る 女 性 は 本 質 的 に 劣 悪 な 存 在 と 捉 え ら れ て い る 。 こ の よ う

な 女 性 観 は や が て 五 障 三 従 思 想 へ と 展 開 し て い く 。  
 
 
１ 『 大 正 親 脩 大 蔵 経 』 巻 二 、 「 增 壱 阿 含 経 」 巻 第 二 十 七 、 p.700c。  

 

 
第 一 節  五 障 三 従 説 の 発 生  

 
『 マ ヌ 法 典 』 に は 女 性 が 守 る べ き 三 つ の 義 務 三 従 が 課 せ ら れ て い る 。 三

従 は 中 国 の 『 礼 記 』 に も 課 せ ら れ て い る が 、 こ れ ら を 比 べ て み る と 『 マ ヌ
法 典 』 に お け る 女 性 の 立 場 の 厳 し さ が 浮 き 彫 り に さ れ る 。  

 
幼 く と も 、 若 く と も あ る い は 老 い て い て も 、 女 は 何 事 も 独 立 し て 行 っ
て は な ら な い 。 家 事 で さ え 。 ‖ 5.147‖  

   子 ど も の と き は 父 の 、 若 い と き は 夫 の 、 夫 が 死 ん だ と き は 息 子 の 支 配  
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下 に は い る べ し 。 女 は 独 立 を 享 受 す る べ き で な い 。 ‖ 5.148‖  
子 供 の と き は 父 が 守 る 。 若 い 時 代 は 夫 が 守 る 。 老 い て は 息 子 が 守 る 。
女 は 独 立 に 値 し な い 。 ‖ 9.3‖ 1  

 
こ れ が 『 マ ヌ 法 典 』 で 義 務 づ け ら れ た 女 の 三 従 の 義 務 で あ る 。 一 方 『 礼

記 』 で は ど の よ う に 示 さ れ て い る だ ろ う か 。  

 
是 故 無 專 用 之 義 。 有 三 從 之 。 在 家 從 父 。 適 人 從 夫 、 夫 死 從 子 2  

 
（ 婦 人 に は ） 自 分 の 道 は な い 。 従 う べ き 三 つ の 道 が あ る 。 生 家 に い る
時 は 父 に 従 い 、 嫁 し て は 夫 に 従 い 、 夫 が 死 ん で か ら は 子 に 従 う の で あ
る 。  

 
三 従 は 『 マ ヌ 法 典 』 と 『 礼 記 』 に あ る と 多 く の 研 究 者 は あ げ て お ら れ

る 。 し か し 全 く 同 じ で は な い 。 そ の 違 い を 探 っ て み る と 、 『 礼 記 』 で は 女
性 は す べ て に お い て 男 性 の 支 配 下 に あ っ た の で は な い 。 『 礼 記 』 の 「 内
則 」 に は 女 性 が 独 立 し て 行 え る こ と も あ る 。  

 
男 不 言 内 女 不 言 外 3  

   
男 は 女 の 家 庭 内 の 仕 事 に 口 を 出 さ ず 、 女 は 男 の 仕 事 に 口 を 出 さ な い 。  

 
家 事 に お い て は 女 性 の 独 立 が 認 め ら れ 自 由 に 行 う こ と が で き た 。 ま た 子

を 生 む こ と は 同 じ く 妻 の 任 務 で あ り 、 『 大 戴 礼 記 』 に は 七 去 三 不 去 と 、 夫
が 妻 を 離 婚 で き る 条 件 が 七 種 あ る が 、 そ の 条 件 に 適 合 し て も 離 婚 で き な い
場 合 が 三 種 あ る 。  

 
婦 有 七 去 。 不 順 父 母 去 。 無 子 去 、 淫 去 。 妬 去 。 有 惡 疾 去 。 多 言 去 。 竊
盗 去 。 不 順 父 母 、 爲 其 逆 德 也 。 無 子 、 爲 其 絶 世 也 。 淫 、 爲 其 亂 族 也 。
妬 、 爲 其 亂 家 也 。 有 惡 疾 、 爲 其 不 可 與 共 粢 盛 也 。 口 多 言 、 爲 其 離 親
也 。 竊 盗 爲 其 反 義 也 。 婦 有 三 不 去 。 有 所 取 無 所 歸 不 去 。 與 更 三 年 喪 不
去 。 前 貧 賤 、 後 富 貴 不 去 ４ 。  
 
妻 が 去 ら ね ば な ら な い 場 合 が 七 種 あ る 。 父 母 に 従 わ な い 妻 は 去 る 。 子
の な い 妻 は 去 る 。 淫 乱 で あ る 妻 は 去 る 。 嫉 妬 心 の あ る 妻 は 去 る 。 悪 疾
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の あ る 妻 は 去 る 。 多 弁 で あ る 妻 は 去 る 。 窃 盗 癖 の あ る 妻 は 去 る 。 父 母
に 従 わ な い の は そ の 徳 に 逆 ら う こ と に な る か ら で あ る 。 子 が な い の は
世 継 ぎ が 絶 え る か ら で あ る 。 淫 乱 で あ る の は そ の 一 族 を 乱 す か ら で あ
る 。 嫉 妬 深 い の は そ の 家 を 乱 す か ら で あ る 。 悪 疾 で あ る の は 共 に 神 に
供 物 を 供 え ら れ な い か ら で あ る 。 多 弁 は 仲 違 い す る こ と に な る か ら で
あ る 。 窃 盗 は 義 に 反 す る か ら で あ る 。 妻 を 離 婚 で き な い 場 合 が 三 種 あ
る 。 離 婚 の 条 件 に 当 て は ま っ て も 、 帰 る と こ ろ の な い 妻 は 去 ら す こ と
は で き な い 。 夫 と 共 に 三 年 の 喪 に 服 し た 妻 は 去 ら す こ と は で き な い 。
貧 賤 で あ っ た 夫 と 結 婚 し 、 共 に 努 力 し て 富 貴 と な っ た 妻 は 去 ら す こ と
は で き な い 。  

 
舅 姑 の 喪 に 服 し た 時 は 妻 の 立 場 は 揺 る ぎ な い 。 嫁 い だ 時 は 貧 賤 で あ っ た

が 、 共 に 苦 労 し て 夫 が 出 世 し 富 貴 に な っ た か ら と い っ て 、 家 格 に あ っ た 妻
を 新 し く 娶 る こ と は 禁 じ ら れ て い る 。 妻 の 貢 献 が 認 め ら れ て い る の だ 。 帰
る 所 の な い 妻 は 保 護 さ れ て い る 。  

古 代 イ ン ド の バ ラ モ ン 思 想 の 三 従 は 、 妻 の 地 位 は 非 常 に 低 く 、 女 性 は 全
て に お い て 生 涯 男 性 の 支 配 下 で 生 活 す る こ と が 強 い ら れ て い る 。 し か し 、
古 代 中 国 の 三 従 は 、 婚 家 の 両 親 へ の 孝 養 や 、 妻 と し て の 貢 献 、 夫 以 外 に 身
の 置 き 場 の な い 場 合 な ど 、 妻 の 努 力 を 認 め 、 路 頭 に 迷 う よ う な こ と は さ せ
ず 、 妻 の 立 場 は あ る 程 度 保 護 さ れ て い る 。  

『 礼 記 』 が 説 く 相 手 が 士 太 夫 階 級 で あ っ た こ と と 、 『 マ ヌ 法 典 』 の 作 成
に 関 わ っ た の が バ ラ モ ン 教 の 指 導 者 た ち で あ っ た こ と に よ っ て 生 じ た 違 い
で あ る 。 孔 子 が 生 き た の は 周 朝 が 分 裂 し 諸 侯 が 独 立 を め ざ し 覇 権 を 争 う 時
代 で あ っ た 。 士 太 夫 は し ば し ば 戦 場 に 出 向 き 、 夫 不 在 の 間 家 の 管 理 は 妻 の
下 に あ っ た 。 全 て を 夫 が 支 配 す れ ば 、 戦 が 長 引 く と き 家 政 を 維 持 す る こ と
が で き な い た め 、 家 政 は 妻 に 任 さ れ て い た 。 一 方 バ ラ モ ン は 宗 教 家 で あ
る 。 家 を 長 く 空 け る こ と な く 常 に 妻 を 支 配 で き る 。 同 じ 三 従 に 縛 ら れ て い
る と は い え 、 古 代 中 国 に 比 べ 古 代 イ ン ド の 女 性 は 厳 し い 状 況 に 置 か れ て い
た と 言 え る 。  

や が て 、 仏 教 は こ の 三 従 思 想 を 取 り 入 れ る よ う に な る 。 『 佛 説 玉 耶 女
経 』 5 ・ 『 大 智 度 論 』 6 ・ 『 賢 愚 経 』 7 ・ 『 大 方 廣 佛 華 嚴 経 』 8 な ど に 三 従 が
女 性 の 守 る べ き こ と し て 多 数 現 れ る 。 『 佛 説 玉 耶 女 経 』 に は 次 の よ う に 三
従 が 著 さ れ て い る 。  

 
佛 告 玉 耶 。 一 者 小 時 父 母 所 鄣 。 二 者 出 嫁 夫 主 所 鄣 。 三 者 老 時 兒 子 所  
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鄣 。 是 爲 三 鄣 。  
  

仏 は 玉 耶 に 言 わ れ た 。 「 一 つ に は 幼 い と き は 父 母 に 従 い 、 二 つ に は 家
を 出 て 嫁 ぐ と 夫 に 従 い 、 三 つ に は 老 い た 時 は 子 に 従 い ま す 。 こ れ が 三
従 で す 。 」  

  
鄣 は じ ゃ ま と い う 意 味 で 、 自 由 を 得 ら れ な い 、 従 わ ね ば な ら な い と い う  

意 味 で あ る 。 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に は 夫 捨 て て 出 家 し 、 別 れ た 夫 を 非 難
し た ム ッ タ ー や 名 の 知 ら れ な い あ る 尼 僧 、 出 家 に 反 対 す る 父 に 従 わ ず 親 を
説 得 し た ロ ー ヒ ニ ー や ス メ ー ダ ー た ち な ど 三 従 を 無 視 し た 比 丘 尼 が い た こ
と か ら 、 初 期 仏 教 に は こ の 思 想 は な か っ た 。 三 従 に つ い で パ ー リ 文 献 、
『 中 部 経 典 』 ９ 『 増 支 部 経 典 』 １ ０ に 、 女 性 は 仏 ・ 転 輪 聖 王 ・ 帝 釈 ・ 梵 天 ・
魔 王 に な れ な い と い う 女 人 五 障 説 が 現 れ る 。 部 派 仏 教 の 時 代 に 女 性 は 仏 陀
に な れ な い と い う 五 障 説 が 定 着 す る よ う に な っ た 。  

ま た 漢 文 献 で は 、 五 障 の 他 、 五 礙 や 五 事 と い う 表 現 も 使 わ れ 、 『 増 壱 阿  
含 経 』 1 1 ・ 『 中 阿 含 経 』 1 2 ・ 『 大 智 度 論 』 1 3 な ど 多 数 の 文 献 で 表 れ る 。
『 増 壱 阿 含 経 』 で は 女 人 の 五 障 を 次 の よ う に 語 る 。  

 
夫 處 女 人 之 身 。 求 作 轉 輪 聖 王 者 終 不 獲 也 。 求 作 帝 釋 者 亦 不 可 獲 也 。 求
作 梵 天 王 者 亦 不 可 得 也 。 求 作 魔 王 者 亦 不 可 得 也 。 求 作 如 來 亦 不 可 得
也 。  
 

  女 の 身 で 転 輪 聖 王 に な る こ と を 求 め て も 、 得 る こ と は で き な い 。 帝 釈
天 に な る こ と を 求 め て も 、 ま た 得 る こ と は で き な い 。 梵 天 王 に な る こ
と を 求 め て も 、 ま た 得 る こ と は で き な い 。 魔 王 に な る こ と を 求 め て
も 、 ま た 得 る こ と は で き な い 。 如 来 に な る こ と を 求 め て も 、 ま た 得 る
こ と は で き な い 。  

 
 植 木 雅 俊 氏 は 、 三 従 説 は 紀 元 前 二 世 紀 前 後 、 五 障 説 は 紀 元 前 一 世 紀 に 初
め て 登 場 し た と 言 わ れ る 1 4 。 梶 山 雄 一 氏 は 、 五 障 説 は お そ ら く 紀 元 前 一 世
紀 に 初 め て 現 れ た と 結 論 づ け て 良 い で あ ろ う と さ れ る 1 5 。 田 上 太 秀 氏 は 部
派 分 裂 後 、 紀 元 前 三 世 紀 こ ろ か ら 顕 著 化 し た と 推 測 さ れ て い る 1 6 。 い ず れ
に し て も 諸 氏 の 見 解 は 部 派 仏 教 の 時 代 に 成 立 し た 思 想 で あ る 。  
 五 障 説 の 発 生 に 深 く 関 係 し て い る と 考 え ら れ る の は 、 多 く の 先 学 の 指 摘  
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の と お り 、 仏 陀 の 瑞 相 三 十 二 相 の 一 つ 「 勢 峰 蔵 密 相 」 で あ る 。 『 阿 毘 達
磨 大 毘 婆 沙 論 』 か ら こ れ を 見 る 。  

 
九 者 勢 峯 藏 密 相 。 謂 佛 勢 峯 藏 密 猶 如 馬 王 1 7 。  
 
九 は 男 根 が 隠 れ て 見 え な い 相 で あ る 。 仏 の 男 根 は 馬 の よ う に 見 え な
い 。  

   
 当 然 の こ と で あ る が 、 女 性 に は 男 根 が な い 。 ゆ え に 仏 に な れ な い こ と に
な る 。 ま た 男 根 と 女 根 の 優 劣 が 『 善 見 律 毘 婆 沙 論 』 に 記 さ れ て い る 。  
 

此 二 根 中 男 根 最 上 女 根 下 。 何 以 故 。 男 子 若 多 罪 者 。 而 失 男 根 變 爲 女
根 。 女 人 若 多 功 徳 。 而 變 爲 男 子 。 如 是 二 根 以 多 罪 故 而 失 。 以 多 功 徳 故
而 成 男 子 1 8 。  

 
  こ の 二 根 の 中 で 男 根 は 最 上 で 女 根 は 劣 っ て い る 。 ど う し て か 。 男 子 で

罪 の 多 い 者 は 、 男 根 を 失 っ て 女 根 を 得 て 、 女 人 で 功 徳 の 多 い 者 は 、 変
化 し て 男 子 に な る 。 こ の よ う に 二 根 に つ い て は 罪 が 多 い と （ 男 根 ） を
失 う 。 功 徳 が 多 い と 男 子 と な る 。  
 

 こ れ ら は 女 性 を 仏 教 に よ る 救 済 か ら 外 そ う と す る 動 き が 生 じ て き た こ と
の 証 で あ る 。 田 上 太 秀 氏 は 五 障 説 の 発 生 の 原 因 を 五 つ 挙 げ て お ら れ る 。  
 一 つ は 古 来 イ ン ド の 男 性 に あ っ た 女 性 へ の 差 別 と 蔑 視 が 、 釈 尊 の 弟 子 で
あ る 男 性 仏 教 修 行 者 に も あ っ た 。 二 つ は 女 性 修 行 者 と 男 性 修 行 者 の 間 に 勢
力 争 い が あ り 、 男 性 修 行 者 に よ る 嫌 が ら せ 、 虐 め 、 差 別 を 生 み 出 し た 。 三
つ は 女 性 出 家 者 に は 上 流 階 級 の 者 が 多 く 、 下 層 階 級 出 身 の 男 性 修 行 者 の や
つ か み が あ っ た 。 四 つ は 釈 尊 の 説 法 の 中 に は 女 性 が 仏 陀 に な れ る と 説 い た
例 は な い 。 五 つ は 仏 陀 の 神 格 化 に よ る 三 十 二 相 に 男 性 を 表 す も の が あ り 、
仏 陀 に な る 条 件 は 男 性 に の み あ る と 考 え ら れ た 1 9 。  

仏 陀 在 世 の こ ろ は 、 全 て の 仏 弟 子 が 女 性 と 対 等 に 修 行 し て い た が 、 五 障
説 に よ っ て 女 性 は 仏 教 的 救 済 か ら 外 さ れ る こ と に な っ た 。 五 障 説 が そ れ ま
で の 比 丘 尼 差 別 と 大 き く 異 な る の は 、 比 丘 尼 を 含 め 一 般 信 徒 の 女 性 ま で も
差 別 の 対 象 と し た こ と で あ る 。 ヒ ン ズ ー 教 の 女 性 観 が 一 般 社 会 に 浸 透 し て
い く に つ れ 、 仏 教 界 で も 女 性 差 別 思 想 に 共 感 す る 比 丘 の 勢 力 が 増 し 、 女 性
を 貶 め る 動 き が で て き た の で あ ろ う 。  
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第 二 節  『 維 摩 詰 所 説 経 』 に お け る 初 期 大 乗 仏 教 の 女 性 観  
 
 部 派 仏 教 の こ ろ か ら 現 れ た 女 性 の 排 除 に 対 し 、 大 乗 仏 教 で は 、 空 の 思 想
か ら 女 性 の 悟 り の 能 力 を 認 め よ う と す る 動 き が 現 れ る 。 維 摩 詰 は 男 と 女 の
別 は 空 で あ る と 主 張 す る 。  
   

舎 利 弗 言 。 汝 何 以 不 轉 女 身 。 天 曰 。 我 從 十 二 年 來 。 求 女 人 相 了 不 可
得 。 當 何 所 轉 。 譬 如 幻 師 化 作 幻 女 。 若 有 人 問 何 以 不 轉 女 身 。 是 人 爲 正
問 不 。 舎 利 弗 言 。 不 也 。 幻 無 定 相 當 何 所 轉 。 天 曰 一 切 諸 法 亦 復 如 是 無
有 定 相 。 云 何 乃 問 不 轉 女 身 。 即 時 天 女 以 神 通 力 。 變 舎 利 弗 令 如 天 女 。
天 自 化 身 如 舎 利 弗 。 而 問 言 。 何 以 不 轉 女 身 。 舎 利 弗 以 天 女 像 而 答 言 。
我 今 不 知 何 轉 而 變 為 女 身 。 天 曰 。 舎 利 弗 。 若 能 轉 此 女 身 。 則 一 切 女 人
亦 當 能 轉 。 如 舎 利 弗 非 女 而 現 女 身 。 一 切 女 人 亦 復 如 是 。 雖 現 女 身 而 非
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女 也 。 是 故 佛 説 一 切 諸 法 非 男 非 女 。 即 時 天 女 還 攝 神 力 。 舎 利 弗 身 還 復
如 故 。 天 問 舎 利 弗 。 女 身 色 相 今 何 所 在 。 舎 利 弗 言 。 女 身 色 相 無 在 無 不
在 。 天 曰 。 一 切 諸 法 亦 復 如 是 。 無 在 無 不 在 。 夫 無 在 無 不 在 者 佛 所 説 也
1 。  

 
舎 利 弗 は 尋 ね た 。 「 あ な た は な ぜ 女 性 か ら 男 性 に 変 わ ら な い の で す
か 。 」 天 女 は 言 っ た 。 「 私 は 十 二 年 来 、 女 性 の 姿 を 求 め て い ま す が 、
い ま だ 得 る こ と が で き ま せ ん 。 ど う し て 変 え る 必 要 が あ り ま す か 。 た
と え ば 、 幻 術 師 が 幻 の 女 を 化 作 し た よ う な も の で す 。 こ の 化 作 の 女 性
に 『 な ぜ 女 性 の 身 を 変 え な い の で す か 。 』 と 尋 ね る 人 が い た ら 、 こ の
人 の 問 は 正 し い の で し ょ う か 。 」 舎 利 弗 は 答 え た 。 「 正 し く は あ り ま
せ ん 。 幻 は 実 在 し な い の に な ぜ 変 え る 必 要 が あ る で し ょ う か 。 」 天 女
が 言 っ た 。 「 全 て の 存 在 も こ の よ う に 実 在 し な い の で す 。 そ れ な の
に 、 女 性 の 姿 を 男 性 に 変 え な い の か と 尋 ね る の で す か 。 」 そ の 時 、 天
女 は 神 通 力 で 舎 利 弗 を 天 女 に 変 え 、 天 女 は 自 ら を 舎 利 弗 に 変 え て 問 う
た 。 「 な ぜ 女 性 か ら 男 性 に 変 わ ら な い の で す か 。 」 舎 利 弗 は 天 女 の 姿
で 答 え た 。 「 私 は 今 ど う し て 変 わ っ た の か わ か ら な い の に 女 性 の 姿 に
な っ て い る の で す 。 」 「 舎 利 弗 よ 、 も し 、 あ な た が 女 の 姿 に 変 わ る こ
と が で き る な ら 、 全 て の 女 性 も 女 の 姿 を 変 え る こ と が で き る で し ょ
う 。 舎 利 弗 が 女 の 姿 を 現 し て も 女 で は あ り ま せ ん 。 全 て の 女 性 も 同 じ
で す 。 女 の 姿 を 現 し て も 女 で は あ り ま せ ん 。 だ か ら 仏 は 全 て の 存 在 は
男 で も な く 女 で も な い と 説 か れ る の で す 。 」 そ の 時 天 女 は 神 通 力 を 解
い た の で 、 舎 利 弗 は も と の 姿 に 戻 っ た 。 天 女 は 舎 利 弗 に 問 う た 。 「 女
の 姿 は ど こ へ 行 っ た の で す か 。 」 舎 利 弗 は 言 っ た 。 「 女 の 姿 は あ る の
で も な く 、 な い の で も な い の で す 。 」 天 女 は 言 っ た 。 「 全 て の 存 在 も
こ の よ う に 、 あ る の で も な く 、 な い の で も な い と 仏 は 説 か れ て い る の
で す 。 」  

 
 男 女 の 別 は 目 に す る 別 で あ っ て 、 本 質 的 に は 男 と か 女 と か の 別 は 空 な の
で あ る 。 空 思 想 で は 、 男 女 は 平 等 で あ り 、 男 で あ る と か 女 で あ る と か に 囚
わ れ る 必 要 は な い と 、 主 張 し て い る 。 そ の 後 維 摩 詰 （ ヴ ィ マ ラ キ ー ル テ
ィ ） は 次 の よ う に 語 る 。  
 

爾 時 維 摩 詰 。 語 舎 利 弗 。 是 天 女 已 會 供 養 九 十 二 億 佛 已 。 能 遊 戲 菩 薩 神
通 。 所 願 具 足 得 無 生 忍 住 不 退 轉 、 以 本 願 故 随 意 能 現 教 化 衆 生 2  
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そ の 時 、 維 摩 詰 が 舎 利 弗 に 語 っ た 。 「 こ の 天 女 は す で に 九 十 二 億 の 仏
に 供 養 を な し 終 え て 、 菩 薩 の 神 通 に 遊 戯 し て 、 願 い を 達 成 し 、 無 生 を
認 識 し 不 退 転 に 住 し て い ま す 。 願 の ゆ え 心 に 随 っ て 姿 を 現 し 、 衆 生 を
教 化 し て い る の で す 。 」  

 
 天 女 は 不 退 転 の 菩 薩 の 位 に 達 し 、 仏 に な る こ と が で き る が 、 自 発 的 に 女
性 の 姿 で 衆 生 を 教 化 し て い る 。 な ぜ 女 性 の 姿 な の か 、 女 性 を 救 う た め で あ
る 。 維 摩 詰 は 在 家 で あ る 。 出 家 者 だ け で な く 在 家 信 者 も 含 め た 一 切 衆 生 の
救 済 を 目 指 し た 大 乗 仏 教 で あ っ た 。 当 然 女 性 も 救 済 さ れ ね ば な ら な い 。 維
摩 詰 は 明 ら か に 五 障 を 否 定 す る 立 場 を 貫 い て い る 。  
『 維 摩 詰 所 説 経 』 の 流 れ を 受 け 、 女 性 の ま ま で 救 お う と し た 経 典 も あ る 。
『 勝 鬟 師 子 吼 一 乗 大 方 便 方 廣 経 』 で は 、 在 家 の 勝 鬟 夫 人 （ シ ュ リ ー マ ー ラ
ー デ ー ヴ ィ ー ） が 仏 法 を 説 き 、 仏 陀 に 認 め ら れ る 。 そ こ に は 、 五 障 の 影 は
微 塵 も な い 3 。 し か し 、 五 障 説 を 社 会 か ら 排 除 す る こ と は で き ず 、 空 思 想
に よ る 男 女 平 等 論 は 仏 教 界 で は 広 が り を 見 せ ず 、 女 性 は 仏 陀 に な る こ と か
ら 退 け ら れ 続 け た 。 女 性 を 貶 め 、 救 済 の 対 象 か ら 排 除 し よ う と す る 思 想 が
根 強 く 蔓 延 っ て い っ た 。  
 
 
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 十 四 、 「 維 摩 詰 所 説 経 」 中 、 p.548b-c。  

2『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 十 四 、 「 維 摩 詰 所 説 経 」 中 、 p.548c。  

3『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 巻 十 二 、 「 勝 鬟 師 子 吼 一 乗 大 方 便 方 廣 経 」 、 pp.2 17a-223b。  

 
 
第 三 節  変 成 男 子 説 の 登 場   

 
五 障 説 が 根 付 い て い く と 、 女 性 が 覚 り を 得 て 仏 陀 に な る こ と は 不 可 能 と

な っ た 。 こ の 思 想 が 定 着 す る と 、 五 障 の あ る 女 性 の 成 仏 を 希 求 す る 動 き が
現 れ た 。 変 成 男 子 説 の 誕 生 で あ る 。 女 性 が 男 性 に 性 転 換 し て 成 仏 す る の が
変 成 男 子 で あ る 。 多 数 の 経 典 で 説 か れ て い る が 、 よ く 知 ら れ て い る 『 妙 法
蓮 経 』 「 提 婆 達 多 品 」 で は 次 よ う に 変 成 男 子 が 説 か れ て い る 。  
 

文 殊 師 利 言 。 我 於 海 中 唯 常 宣 説 妙 法 華 經 。 智 積 問 文 殊 利 言 。 此 經 甚 深
微 妙 。 諸 經 中 寶 世 所 希 有 。 頗 有 衆 生 勤 加 精 進 修 行 此 經 速 得 佛 不 。 文 殊
師 利 言 。 有 裟 竭 羅 龍 王 女 。 年 始 八 歳 。 智 慧 利 根 善 知 衆 生 諸 根 行 業 。 得
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陀 羅 尼 。 諸 佛 所 説 甚 深 祕 藏 悉 能 受 持 。 深 入 禪 定 了 達 諸 法 。 於 刹 那 頃 發
菩 提 心 。 得 不 退 轉 辯 才 無 礙 。 慈 念 衆 生 猶 如 赤 子 。 功 徳 具 足 心 念 口 演 。
微 妙 廣 大 慈 悲 仁 讓 。 志 意 和 雅 能 至 菩 提 。 智 積 菩 薩 言 。 我 見 釋 迦 如 來 。
於 無 量 劫 難 行 苦 行 。 積 功 累 徳 求 菩 提 道 。 未 會 止 息 。 觀 三 千 大 世 界 。 乃
至 無 有 如 芥 子 許 非 是 菩 薩 捨 身 命 處 。 爲 衆 生 故 。 然 後 乃 得 成 菩 提 道 。 不
信 此 女 於 須 庾 頃 便 成 正 覺 。 言 論 未 訖 。 時 龍 王 女 忽 現 於 前 。 頭 面 禮 敬 却
住 一 面 。 以 偈 讃 曰 。  

   深 達 罪 福 相   遍 照 於 十 方  
微 妙 淨 法 身   具 相 三 十 二  

   以 八 十 種 好   用 莊 嚴 法 身  
   天 人 所 戴 仰   龍 神 咸 恭 敬  
   一 切 衆 生 類   無 不 宗 奉 者  

又 聞 成 菩 薩   唯 佛 當 證 知  
我 闡 大 乘 敎   度 脱 苦 衆 生  

時 舎 利 弗 語 龍 女 言 。 汝 謂 不 久 得 無 上 道 。 是 事 難 信 。 所 以 者 何 。 女 身 垢
穢 非 是 法 器 。 云 何 能 得 無 上 菩 提 。 佛 道 懸 曠 經 無 量 劫 。 勤 苦 積 行 具 修 諸
度 。 然 後 乃 成 。 又 女 人 身 猶 有 五 障 。 一 者 不 得 作 梵 天 王 。 二 者 帝 釋 。 三
者 魔 王 。 四 者 轉 輪 聖 王 。 五 者 佛 身 。 云 何 女 身 速 得 成 佛 。 爾 時 龍 女 有 一
寶 珠 。 價 値 三 千 大 千 世 界 。 持 以 上 佛 。 佛 卽 受 之 。 龍 女 謂 智 積 菩 薩 尊 者
舎 利 弗 言 。 我 獻 寶 珠 世 尊 納 受 。 是 事 疾 不 。 答 言 甚 疾 。 女 言 。 以 汝 神 力
觀 我 成 佛 。 復 速 於 此 。 當 時 衆 會 皆 見 龍 女 。 忽 然 之 間 變 成 男 子 。 具 菩 薩
行 。 卽 往 南 方 無 垢 世 界 。 坐 寶 蓮 華 成 等 正 覺 。 三 十 二 相 八 十 種 好 。 普 爲
十 方 一 切 衆 生 演 説 妙 法 。 爾 時 娑 婆 世 界 菩 薩 聲 聞 天 龍 八 部 人 與 非 人 。 皆
遙 見 彼 龍 女 成 佛 。 普 爲 時 會 人 天 説 法 。 心 大 歡 喜 悉 遙 敬 禮 。 無 量 衆 生 聞
法 解 悟 得 不 退 轉 。 無 量 衆 生 得 受 道 記 。 無 垢 世 界 六 反 震 動 。 娑 婆 世 界 三
千 衆 生 往 不 退 地 。 三 千 衆 生 發 菩 提 心 而 得 受 記 。 智 積 菩 薩 及 舎 利 弗 。 一
切 衆 會 黙 然 信 受 1 。  

   
文 殊 師 利 は 言 っ た 。 「 私 は 海 中 で 常 に 妙 法 華 蓮 経 を 唱 え て い ま し
た 。 」 智 積 が 文 殊 師 利 に 問 う た 。 「 こ の 経 は 非 常 に 奥 深 く 微 妙 で 、 諸
経 の 中 の 宝 で 、 世 に も 希 有 で す 。 衆 生 が 少 し 精 進 し て こ の 経 を 修 行 し
て 、 速 に 仏 な る こ と が で き る で し ょ う か 」 。 文 殊 師 利 は 言 っ た 。 「 で
き ま す 。 沙 竭 羅 龍 王 の 娘 は 八 歳 に な っ た ば か り で す が 、 智 慧 が あ り 利
口 で 、 よ く 衆 生 の 諸 根 の 行 業 を 知 り 、 陀 羅 尼 を 得 て 、 諸 仏 の 諸 説 の 奥
深 い 秘 蔵 を 悉 く 受 持 し 、 深 く 禅 定 に 入 っ て 諸 法 に 了 達 し ま し た 。 す ぐ
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に 菩 提 心 を お こ し 、 不 退 転 を 得 て 弁 論 が 巧 み で 自 在 で あ り 、 衆 生 を 慈
し む 思 い は 赤 子 に 対 す る よ う で す 。 徳 を 具 え 、 心 で 念 じ 、 口 で 語 る こ
と は 微 妙 で 広 大 で す 。 慈 悲 と 情 け が あ り 、 心 は 穏 や か で 優 雅 で 悟 り に
至 り ま し た 。 」 智 積 菩 薩 が 言 っ た 。 「 私 が 釈 迦 如 来 を 拝 見 し た と こ
ろ 、 無 量 の 劫 に 渡 っ て 難 行 苦 行 を 行 わ れ 、 功 徳 を 積 み 重 ね ら れ 休 む こ
と な く 、 菩 薩 道 を 求 め ら れ ま し た 。 三 千 大 世 界 を 観 る に 、 衆 生 の た め
菩 薩 が 身 命 を 捨 て ら れ な い と こ ろ は 、 芥 子 粒 ほ ど も あ り ま せ ん 。 こ の
よ う に し て 菩 提 道 を 成 し 得 た の で す 。 こ の 娘 が わ ず か の 間 に 正 覚 を 成
就 し た と は 信 じ ら れ ま せ ん 。 」 言 い 終 わ ら な い う ち に 、 龍 王 の 娘 は 忽
然 と 前 に 現 れ 、 頭 面 接 足 し 、 礼 拝 し て 、 坐 っ て 偈 を 誦 え た 。  

   罪 福 の 有 様 に 深 く 通 じ      遍 く 十 方 を 照 ら さ れ  
   微 妙 で 清 ら か な 法 身 は      三 十 二 相 を 具 え ら れ  
   八 十 種 の 特 徴 で         法 身 を 飾 っ て お ら れ る  
   天 人 は 尊 ん で 仰 ぎ        龍 神 も 恭 敬 す る  
   す べ て の 衆 生 で          敬 わ な い も の は な い  

聞 い て 菩 薩 に な り        仏 だ け が 証 明 で き る  
   私 は 大 乗 の 教 え を 明 ら か に し   衆 生 を 苦 か ら 救 う  

舎 利 弗 は 龍 女 に 言 っ た 。 「 あ な た は 僅 か な 時 間 で 無 上 の 悟 り を 得 た と
い う こ と で す が 、 こ れ は 信 じ ら れ ま せ ん 。 な ぜ か と い う と 、 女 の 身 は
穢 れ て い て 法 の 器 で は な い か ら で す 。 ど の よ う に し て 無 上 の 菩 提 を 得
た の で す か 。 仏 道 は 広 く 無 量 の 劫 を 費 や し て 、 苦 行 を 積 み 、 人 々 を 導
き 、 そ の 後 成 就 し ま す 。 ま た 女 人 の 身 に は 五 障 が あ り ま す 。 一 は 梵 天
王 に な れ ず 、 二 は 帝 釈 天 に な れ ず 、 三 は 魔 王 に な れ ず 、 四 は 転 輪 聖 王
に な れ ず 、 五 は 仏 身 に な れ ま せ ん 。 ど う し て 女 の 身 で 素 早 く 成 仏 で き
る の で す か 。 」 そ の 時 、 龍 女 は 三 千 大 千 世 界 の 価 値 が あ る 宝 珠 を 持 っ
て い た 。 仏 に そ れ を 奉 る と 、 仏 は す ぐ そ れ を 受 け 取 ら れ た 。 龍 女 は 智
積 菩 薩 と 尊 者 舎 利 弗 に 言 っ た 。 「 私 は 世 尊 に 宝 珠 を 献 上 す る と 、 す ぐ
に 納 め ら れ ま せ ん で し た か 。 二 人 は 答 え た 。 「 と て も 速 く 。 」 娘 が 言
っ た 。 「 あ な た の 神 力 で 私 の 成 仏 を ご 覧 な さ い 。 そ れ よ り 速 く 成 仏 し
ま す 。 」 そ の 時 集 ま っ た 人 々 は 皆 龍 女 を 見 る と 、 た ち ま ち 男 子 に 変 わ
り 、 菩 薩 行 を 行 い に 南 方 の 無 垢 世 界 に 行 き 、 宝 蓮 華 に 坐 っ て 等 正 覚 と
な っ た 。 三 十 二 相 八 十 種 好 を そ な え 、 普 く 十 方 の す べ て の 衆 生 に 妙 法
を 説 い た 。 そ の 時 娑 婆 世 界 の 菩 薩 ・ 声 聞 ・ 天 龍 八 部 ・ 人 ・ 人 で な い も
の は 皆 、 こ の 龍 女 の 成 仏 を 遙 か に 見 た 。 普 く 人 ・ 天 人 の 集 ま り で 説 法
し て い た 。 心 に 大 き い 歓 喜 が 生 じ 、 皆 遠 く か ら 敬 礼 し た 。 無 量 の 衆 生
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が 法 を 聞 い て 悟 り 、 不 退 転 を 得 た 。 無 量 の 衆 生 が 道 を 得 て 予 言 を 受 け
る こ と が で き た 。 無 垢 の 世 界 は 六 度 振 動 し た 。 娑 婆 世 界 の 三 千 の 衆 生
は 不 退 転 の 地 位 に 住 し て 、 三 千 の 衆 生 が 菩 提 心 を 起 こ し 、 成 仏 の 予 言
を 受 け た 。 智 積 菩 薩 と 舎 利 弗 と す べ て の 衆 生 は 黙 然 し て 信 受 し た 。  

  
提 婆 達 多 品 は 鳩 摩 羅 什 の 訳 で は な く 、 後 世 に 編 入 さ れ た も の で あ る 2 。

変 成 男 子 説 に 関 し て は 様 々 な 見 が 解 が あ る 。 田 上 太 秀 氏 は 、 女 人 五 障 思 想
に よ っ て 女 性 が 成 仏 と 無 関 係 で あ っ た 点 を 考 え て 、 女 性 に 成 仏 へ の 道 を 解
放 す る た め に 説 き だ さ れ た も の で 、 比 丘 中 心 の 仏 教 、 男 性 中 心 の 仏 教 に 女
性 の 参 加 を 積 極 的 に 促 し た 思 想 で あ る と 、 解 釈 さ れ る 3 。  

龍 村 龍 平 氏 は 、 愛 欲 肉 欲 の 煩 悩 を 断 ち 切 っ て 、 釈 迦 は 仏 と な っ た 。 つ ま
り 男 身 を 捨 て た 。 女 性 も 女 身 を 捨 て 成 道 後 の 釈 迦 の 姿 に な る と 、 解 釈 さ れ
る 4 。  

大 越 愛 子 氏 は 、 女 性 が 男 性 に な る こ と で 救 済 さ れ る と い う こ と で は な く
て 、 女 性 で あ る こ と を 否 定 的 に 捉 え る 見 方 が 正 当 化 さ れ る こ と が 問 題 で あ
る と 言 わ れ る 5 。  

平 川 彰 氏 は 、 部 派 で は 取 り 上 げ ら れ な い 女 性 の 修 行 者 問 題 が 、 「 転 女 成
男 」 に よ っ て 女 性 の 菩 薩 行 が 教 理 的 に 基 礎 づ け ら れ た と 言 わ れ る 6 。  
 仏 の 三 十 二 相 や 五 障 説 が 定 着 す る と 、 女 性 の ま ま で は 救 わ れ ず 、 来 世 に
男 子 と し て 生 を 受 け る こ と に よ っ て 救 済 さ れ る こ と に 望 み を 繋 ぐ 以 外 に 方
法 は な い こ と に な る 。 今 生 で 成 仏 す る 手 段 と し て 考 え 出 さ れ た 当 時 と し て
は 唯 一 の 方 法 で あ っ た 。  
 龍 女 は 、 女 性 で あ る ・ 八 歳 で あ る ・ 畜 生 で あ る 。 男 性 出 家 者 に 比 べ 、 三
点 で 劣 っ て い る 。 こ の 龍 女 を 主 人 公 に し た の は 、 女 性 だ け で な く さ ま ざ ま
な 境 遇 の 人 々 を 救 済 し よ う と す る 意 思 の 表 れ で あ ろ う 。  
 
 
1『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 九 巻 、 「 妙 法 蓮 華 経 」 巻 第 四 、 p.35b-c。  

2 苅 谷 定 彦 『 法 華 経 に お け る 女 性 』 、 日 本 仏 教 学 会 年 報 ５ ６ 号 、 1991 年 、 pp.185-

186。  

3 田 上 太 秀 『 変 成 男 子 思 想 の 研 究 』 、 駒 澤 大 学 禪 研 究 所 年 報 第 一 號 、 駒 澤 大 学 禪 研 究

所 、 1990 年 、 p.59。  

4 龍 村 龍 平 『 変 成 男 子 の 一 側 面 』 、 印 度 學 佛 教 學 研 究 ２ ８ 巻 1 号  日 本 印 度 仏 教 学

会 、 1979 年 、 p372。  

5 大 越 愛 子 『 女 性 と 宗 教 』 、 岩 波 書 店 、 1997 年  p .88。  
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6 平 川 彰 『 平 川 彰 著 作 集 』 3 巻 、 「 初 期 大 乗 仏 教 の 研 究 」 １ 、 春 秋 社 、 1 989 年 、  

p392-393。  

 
 
小 結  
 

 仏 陀 在 世 の 仏 教 教 団 は 男 女 と も に 遜 色 な く 悟 り を め ざ し 修 行 に 励 ん で い
た が 、 徐 々 に ヒ ン ズ ー 教 的 な 差 別 思 想 が 取 り 込 ま れ る よ う に な っ た 。 八 敬
法 を 始 め と し て 、 比 丘 尼 の 戒 律 は 比 丘 よ り 多 く 科 せ ら れ た 。 部 派 仏 教 の 比
丘 尼 差 別 が 顕 著 に な っ た の は 、 あ る 部 派 で 比 丘 尼 が 差 別 さ れ る と 、 社 会 に
迎 合 す る た め そ れ を 非 難 す る の で は な く 、 他 部 派 で は 我 先 に と 取 り 入 れ だ
し 、 よ り 強 烈 な 差 別 経 典 が 創 作 さ れ て い っ た と 考 え ら れ る 。  

や が て 三 従 思 想 が 取 り 込 ま れ る と 、 仏 教 独 自 の 女 性 差 別 で あ る 五 障 説 も
主 張 さ れ 始 め た 。 五 障 三 従 は そ れ ま で の 差 別 と は 桁 外 れ の 女 性 排 除 思 想 で
あ る 。 戒 律 に よ る 差 別 は 男 女 対 等 で は な く 比 丘 の 支 配 下 で 比 丘 尼 が 修 行 す
る も の で あ る 。 比 丘 よ り は 厳 し い 境 遇 に 置 か れ て も 修 行 の 最 終 目 的 悟 り に
至 る 可 能 性 は あ る 。 し か し 五 障 は 出 家 在 家 を 問 わ ず 全 て の 女 性 を 仏 教 的 救
済 か ら 外 す こ と で あ っ た 。  

出 家 者 至 上 主 義 に 陥 っ た 部 派 仏 教 に 対 し 、 在 家 も 成 仏 が 可 能 で あ る と 説
く 大 乗 仏 教 は 、 空 思 想 か ら 女 性 を 含 む 一 切 衆 生 の 救 済 を 説 い た 。 一 切 が 空
で あ る か ら 男 女 の 区 別 も 空 で あ り 、 男 性 だ け が 成 仏 で き 女 性 は で き な い こ
と は な い と 男 女 平 等 の 救 済 を 主 張 し た 。  

し か し 男 性 出 家 者 が 指 導 す る 仏 教 教 団 は 根 強 く 蔓 延 っ た 五 障 説 を 一 掃 す
る こ と は で き な か っ た 。 一 方 、 辛 い 境 遇 に 置 か れ た 女 性 た ち を 捨 て て は お
け な い と 考 え る 比 丘 た ち も い た 。 五 障 説 が 出 家 者 や 在 家 に 信 じ ら れ る よ う
に な る と 、 女 性 の 成 仏 を 実 現 す る に は 現 世 で 供 養 を 積 み 来 世 に 男 子 に 生 ま
る し か 方 法 は な く な っ た 。 こ の 生 で 救 済 さ れ る 方 法 を 探 っ た 結 果 の 変 成 男
子 で あ っ た の で は な か ろ う か 。 変 成 男 子 が 女 性 差 別 で あ る か と 問 わ れ れ
ば 、 女 性 が 男 性 に 変 身 し な け れ ば 救 わ れ な い な ど 差 別 思 想 以 外 の な に も の
で も な い 。 し か し こ の 説 が 生 ま れ た 時 代 の 人 々 の 女 性 観 を 鑑 み る と 現 代 感
覚 で 正 否 を 判 定 す る こ と は で き な い 。 当 時 の 社 会 環 境 に お い て は 、 女 性 の
ま ま 救 わ れ る こ と が 素 直 に 受 け 入 れ 難 か っ た ゆ え 、 変 成 男 子 が 広 く 受 け 入
れ ら れ た の で あ ろ う 。 変 成 男 子 説 が 女 性 に 対 し 悪 意 で 創 作 さ れ た と は い え
ず 、 仏 教 教 団 を 取 り 巻 く 社 会 意 識 の 中 で は 精 一 杯 の 救 済 法 で あ っ た 。  
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第 七 章  鎌 倉 仏 教 に お け る 女 性 の 解 放  
 

日 本 に は 仏 教 が 伝 来 し た 時 か ら 、 経 ・ 律 ・ 論 に は 、 八 敬 法 ・ 五 障 ・ 三
従 ・ 変 成 男 子 な ど 、 女 性 を 蔑 視 し た 文 献 が も た ら さ れ た 。 平 安 時 代 の 仏 教
二 大 勢 力 、 天 台 ・ 真 言 の 二 宗 は 比 叡 山 ・ 高 野 山 の 霊 山 に こ れ ら の 差 別 的 な
教 理 に 加 え 、 日 本 古 来 の 月 経 や 産 血 に 対 す る 不 浄 観 を 取 り 込 み 、 女 人 禁 制
を 布 い た 。 そ こ に は 仏 教 本 来 の 平 等 性 は 姿 を 消 し て い た 。 鎌 倉 新 仏 教 で は
こ れ ま で の 女 性 観 に 疑 問 を 抱 い た り 、 批 判 し た り す る 女 人 救 済 論 が 次 々 に
誕 生 し た 。 そ れ ら は ど の よ う な も の で あ っ た の だ ろ う か 。  
 
第 一 節  法 然 の 女 人 往 生 論  
  
 法 然 は 最 初 に 結 界 に 触 れ た 人 で あ る 。 比 叡 山 ・ 高 野 山 の 女 人 禁 制 を 批 判
し 、 変 成 男 子 説 に 疑 い を 呈 し 、 旧 仏 教 と は 異 な っ た 新 し い 見 方 で 女 人 往 生
を 説 い た 。 『 無 量 寿 経 釈 』 か ら そ の 女 性 救 済 姿 勢 を 見 る と 次 の よ う に 記 さ
れ て い る 。  

  
又 爲 女 人 別 發 願 云 。 設 我 得 佛 。 其 有 女 人 聞 我 名 字 。 歡 喜 信 樂 發 菩 提
心 。 厭 惡 女 身 。 命 終 之 後 復 爲 女 像 者 不 取 正 覺 。 就 此 有 疑 。 上 念 佛 往 生
願 不 簡 男 女 。 來 迎 繋 念 兩 願 亦 通 男 女 。 而 今 更 發 此 願 。 其 意 如 何 。 然 熟
二 案 斯 事 實 有 其 理 。 女 人 障 重 。 若 不 約 女 人 別 發 一 願 。 則 恐 一 切 女 人 卽
生 疑 心 。 何 者 女 人 過 多 障 深 。 一 切 賢 聖 之 所 呵 棄 。 故 道 宜 引 經 云 。 十 方
世 界 有 女 人 處 卽 有 地 獄 1 。  
 
ま た 、 女 性 の た め 特 に 発 願 し て 、 「 も し 私 が 成 仏 し て も 、 女 性 が 私 の
名 を 聞 き 歓 喜 信 楽 し て 菩 提 心 を お こ し 、 女 の 姿 を 厭 っ て も 、 命 終 の 後
ま た 女 の 姿 で あ っ た な ら ば 、 正 覚 を と ら な い で あ ろ う 。 」 こ れ に つ い
て は 疑 問 が あ る 。 前 の 念 仏 往 生 の 第 十 八 願 に は 、 男 女 を 問 わ ず 来 迎
し 、 救 う と 誓 わ れ て い る 。 第 十 九 願 の 来 迎 の 願 も 、 第 二 十 願 の 繋 念 の
願 も ま た 男 女 に 共 通 し て い る 。 今 こ の 願 の 意 図 す る と こ ろ は 何 か 。 つ
ら つ ら と こ の こ と に つ い て 考 え る と 、 理 由 が あ る 。 女 性 は 障 り が 重
く 、 も し 女 性 の た め 特 別 に 発 願 し な け れ ば 恐 ら く 疑 の 心 を 起 こ す か ら
で あ る 。 な ぜ な ら 女 性 は 過 ち が 多 く 障 り が 深 い の で 、 す べ て の 仏 国 で
咎 め ら れ 、 退 け ら れ る 。 道 宜 は 「 十 方 世 界 で 女 性 の い る と こ ろ に は 、
地 獄 が あ る 。 」 と い う 。  
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 法 然 は 十 八 願 に 女 性 も 含 ま れ 、 基 本 的 に は 男 女 同 様 に 救 わ れ る が 、 女 性
は 障 り が 多 い ゆ え に 、 往 生 で き る こ と が 信 じ ら れ な い 。 そ の た め 三 十 五 願
が あ る と い う 。 つ ま り 女 性 を 安 心 さ せ る の が 三 十 五 願 で あ る 。 十 八 願 で 救
わ れ る か ら に は 変 成 男 子 は 不 要 で あ る が 、 男 性 の み が 浄 土 に 赴 く こ と が 可
能 と 信 じ る 女 性 の た め の 三 十 五 願 と い う こ と に な る 。 ま た 三 十 五 願 の 必 要
を 結 界 と 結 び つ け て い る 。  

 
且 夫 吾 朝 霊 驗 勝 地 皆 悉 嫌 去 。 比 叡 山 者 傳 教 大 師 之 所 建 。 桓 武 天 皇 之 勅
願 也 。 大 師 親 自 羯 磨 結 界 限 谷 盡 峯 不 入 女 人 。 一 乘 之 峯 高 峙 五 障 之 雲 無
靉 。 一 味 之 谷 深 幽 三 從 之 水 絶 流 。 藥 師 醫 王 靈 像 耳 聞 而 眼 不 視 。 大 師 創  
建 妙 境 徒 望 無 由 登 臨 。 高 野 山 者 弘 法 大 師 結 界 之 峯 。 眞 言 上 乘 弘 通 之
地 。 三 密 之 月 輪 普 照 不 破 女 人 非 器 之 闇 。 五 瓶 之 智 水 等 洽 不 灑 女 人 垢 穢
之 質 。 於 此 等 所 尚 有 其 障 。 何 況 於 出 過 三 界 之 淨 土 乎 。 加 之 聖 武 天 皇 營
造 十 六 丈 金 銅 盧 舎 那 前 遙 拝 見 之 尚 不 許 扉 内 。 天 智 天 皇 建 立 五 丈 石 像 彌
勒 前 高 仰 禮 之 尚 壇 上 有 障 。 乃 至 金 峯 雲 上 醍 醐 霞 中 皆 禁 女 身 汚 影 。 悲 哉
兩 足 雙 眸 不 異 男 子 而 不 克 。 蹈 嚴 驗 之 勝 境 觀 賢 聖 之 靈 躯 、 瓦 礫 荊 棘 之 土
泥 木 塑 像 之 佛 有 障 如 斯 。 何 況 衆 寶 合 成 之 淨 土 萬 德 究 竟 之 佛 身 乎 。 佛 鑒
女 人 懷 疑 心 於 玆 故 別 有 斯 願 也 2 。  

   

ま た 我 が 国 で は 霊 験 の あ ら た か な 勝 地 は 女 性 を 嫌 う 。 比 叡 山 は 伝 教 大
師 が 建 て 、 桓 武 天 皇 の 勅 願 寺 で あ る 。 大 師 が 自 ら 谷 や 峯 を 区 切 り こ こ
に は 女 性 を 入 れ な い 。 一 乗 の 峯 は 高 く そ び え 五 障 の 雲 は た な び く こ と
が で き ず 、 一 味 の 谷 は 深 く 三 従 の 水 は 流 れ て い な い 。 薬 師 如 来 の 霊 像
の こ と は 聞 い て い て も 眼 で 見 る こ と は で き な い 。 大 師 が 創 建 し た 妙 境
は 遠 く か ら 見 る だ け で 、 登 る こ と は で き な い 。 高 野 山 は 弘 法 大 師 が 谷
や 峯 を 区 切 り 、 真 言 宗 の 最 も 栄 え た 地 で あ る 。 三 密 の 月 は 普 く 照 ら し
て い る が 女 性 の 闇 は 照 ら さ な い 。 五 瓶 の 智 水 は 等 し く 流 れ る が 、 女 性
の 垢 穢 に は 注 が な い 。 こ れ ら の 場 所 は 女 性 が 入 る の を 許 さ な い 。 ま し
て 三 界 を 出 て 浄 土 に 往 生 で き る は ず が な い 。 そ れ だ け で は な く 聖 武 天
皇 が 造 営 さ れ た 十 六 丈 の 金 銅 の 盧 舎 那 仏 は 、 遙 か 遠 く か ら 拝 見 で き て
も 、 扉 の 内 に 入 る こ と は 許 さ れ な い 。 天 智 天 皇 が 建 立 さ れ た 五 丈 の 石
像 の 弥 勒 菩 薩 も 高 く 仰 ぐ こ と は で き る が 、 壇 上 に 登 る こ と は 許 さ れ な
い 。 ま た 金 峯 山 に 登 る の も 、 醍 醐 寺 に 入 る の も み な 禁 じ ら れ て 女 性 の
影 も な い 。 悲 し い こ と に 両 足 が あ り 、 両 目 が あ る が 、 男 子 で な い た
め 、 入 れ な い 勝 境 や 、 見 る こ と の で き な い 賢 聖 の 像 が あ る 。 瓦 礫 や 荊
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棘 の 土 地 、 泥 木 の 仏 の 塑 像 で あ っ て も 許 さ れ な い 。 ま し て 財 宝 で 造 ら
れ た 浄 土 や あ ら ゆ る 徳 を そ な え た 仏 身 を 見 る な ど 思 い も よ ら な い 。 仏
は こ の よ う な こ と に よ っ て 、 女 性 に は 往 生 で き る か 疑 い の 心 を 生 じ る
の で 、 別 に 三 十 五 願 を 立 て た の で あ る 。  

 
 ま ず 、 法 然 は 具 体 的 に 女 性 の 入 山 を 拒 否 す る 諸 寺 を 挙 げ て 批 判 す る 。 阿  
弥 陀 如 来 は 十 八 願 で 男 女 共 に 浄 土 に 往 生 さ せ る と 誓 わ れ て い る 。 し か し 女  
性 を 排 斥 す る 仏 教 が あ り 、 障 り が 多 く 、 浄 土 に 往 生 で き る こ と に 疑 い が 生  
じ る 。 三 十 五 願 を 付 け 加 え た の は 、 女 性 の 穢 や 、 罪 の 重 さ と い う よ り 、 結  
界 を 布 き 女 性 を 仏 道 か ら 弾 き 出 そ う と す る 環 境 か ら 、 女 性 の 不 安 を 解 消 す  
る た め で あ る と 考 え て い る 。  

『 百 四 十 五 箇 条 問 答 』 で 、 女 性 の 生 理 と 出 産 時 の 産 血 が 一 般 に 穢 れ と さ
れ る こ と に つ い て 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。  

 
一 。 月 ノ ハ バ カ リ ノ 時 。 經 ヨ ミ 候 ハ イ カ カ 。  
答 。 ク ル シ ミ ア ル ヘ シ ト モ 見 エ ス 候 。  
一 。 月 ノ ハ バ カ リ ノ ア ヒ ダ 。 神 ノ 科 ニ 。 經 ハ ク ル シ ク 候 マ ジ キ カ 。  
答 。 神 ヤ ハ バ カ ル ラ ン 。 佛 法 ニ ハ イ マ ズ 。 陰 陽 師 ニ ト ハ セ 給 ヘ 。  
一 。 子 ヺ ウ ミ テ 。 佛 神 ヘ マ イ ル 事 。 百 日 ハ バ カ リ ト 申 候 ハ 。 マ コ ト ニ    
  テ 候 カ 。  

 答 。 ソ レ モ 佛 法 ニ ハ 。 イ マ ズ 。 3  

 
問 。 生 理 の 間 は 経 を 読 ん で も い い で し ょ う か 。  
答 。 い け な い と は 説 か れ て い ま せ ん 。  

問 。 生 理 の 間 は 神 様 に 参 る の は 科 が あ り ま す が 、 経 を 読 む こ と は 許 さ
れ る で し ょ う か 。  

答 。 神 様 に は 差 し 支 え が あ り ま す が 、 仏 法 で は 問 題 は あ り ま せ ん 。 陰
陽 師 に 尋 ね な さ い 。  

  問 。 子 を 産 ん だ 後 、 仏 様 や 神 様 へ 参 る こ と は 百 日 遠 慮 す る べ き と い い
ま す が 本 当 で し ょ う か 。  

  答 。 そ れ も 仏 法 で は 問 題 あ り ま せ ん 。  
 
女 性 の 生 理 と 出 産 時 の 産 血 が 、 神 に お い て 憚 り が あ る 理 由 は 陰 陽 師 に 尋

ね な さ い と 答 え て い る こ と か ら 、 法 然 は こ れ ら を 穢 れ と は 考 え て い な い 。
仏 教 で は 支 障 を き た す こ と で は な い と 言 い き っ て い る 。  
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笠 原 一 男 氏 の 見 解 は 阿 弥 陀 の 十 八 願 に 加 え る 第 三 十 五 願 に よ る 臨 終 来 迎
往 生 が 、 法 然 の 説 い た 女 人 往 生 思 想 の 論 拠 と な っ て い た の で あ る 。 そ の 当
然 の 結 果 と し て 「 変 成 男 子 」 の 形 を と っ た の が 法 然 の 女 人 往 生 の 姿 で あ っ
た 4 。  

香 川 孝 雄 氏 は 笠 原 一 男 氏 の 説 に 異 を 唱 え ら れ 、 法 然 は 変 成 男 子 を 批 判 し
て い て 、 女 性 の 身 の ま ま で の 往 生 が 真 意 で 有 る と 考 え ら れ て い る 5 。  

福 原 隆 善 氏 の 見 解 は 、 法 然 の 女 人 往 生 論 は 、 相 対 差 別 の 第 三 十 五 願 の と
こ ろ の み で 問 題 に す る の で は な く 、 絶 対 平 等 の 第 十 八 願 の と こ ろ で 平 等 往
生 と し て 示 さ れ る と こ ろ に 求 め る べ き で あ る か ら 、 往 く は ず の 浄 土 の こ と
に つ い て は 、 法 然 は 一 切 差 別 す る は ず の な い 阿 弥 陀 仏 の 本 願 に 、 た だ 随 う
こ と を 示 す だ け で あ る 6 。  

廣 岡 郁 氏 の 見 解 は 、 個 々 の 現 実 な 個 が 、 悟 り を 開 け る 仏 道 で な け れ ば 真
実 な 仏 道 で な い 。 三 十 五 願 が 十 八 願 と は 別 に 誓 わ れ た の は 何 も 女 性 を 特 別
視 し た 理 由 で は な い 。 男 女 平 等 に 立 脚 し た 十 八 願 が 真 実 願 と な る 為 に は 、
三 十 五 願 に 十 八 願 が 現 実 の 場 に 対 し て 誓 わ な け れ ば 十 八 願 の 真 実 性 は 真 実
と な ら な か っ た こ と の 証 言 で 、 法 然 の 『 無 量 寿 経 釈 』 に お け る 三 十 五 願 の
解 釈 で あ っ た 7 。  

法 然 は 生 理 や 産 血 に よ る 女 性 の 不 浄 観 を 否 定 し 、 仏 教 に は 血 の 穢 れ の 恐
れ な ど 懐 く 必 要 は な い と 語 る 。 「 男 女 貴 賤 を も え ら ば ず 、 善 人 悪 人 を も わ
か た ず 」 が 法 然 の 平 等 観 で あ る 。 す べ て の 男 女 の 往 生 の 保 証 が 第 十 八 願 で
あ る が 、 第 三 十 五 願 の 救 済 に よ る 変 成 男 子 を 肯 定 し て い る の か 、 ま た は 、
い な い の か そ の こ と が 明 確 で な く 、 研 究 者 の 意 見 は 異 な っ て い る 。  

当 時 の 仏 教 界 は 生 理 や 産 血 の あ る 女 性 を 穢 れ た 存 在 と し 、 女 性 も そ れ に
反 発 す る こ と な く 受 け 入 れ て い た 。 ま た 五 障 ・ 三 従 が あ る ゆ え そ の 身 の ま
ま で は 救 済 か ら 除 外 さ れ る こ と も 女 性 た ち は 信 じ て い た で あ ろ う 。 法 然 自
身 は 第 十 八 願 で 男 女 平 等 に 往 生 で き る と 信 じ て い た と 思 わ れ る が 、 日 本 の
女 性 た ち が 染 ま っ て い た 仏 教 女 性 差 別 思 想 か ら 、 男 女 平 等 に 救 済 さ れ る こ
と を 受 け 入 れ 難 い 者 も 多 か っ た で あ ろ う 。 同 じ よ う な 精 神 状 況 が 法 蔵 菩 薩
発 願 の こ ろ の 女 性 に も あ っ た と 法 然 は 考 え 、 第 十 八 願 に 第 三 十 五 願 を 加 え
た と 推 測 し た の で は な い か と 考 え る 。  

『 念 仏 往 生 要 義 抄 』 に は 「 五 逆 の 罪 を 犯 し た 者 も 、 女 性 も 、 一 闡 提 の 者
も 、 念 仏 に よ り 救 わ れ る 。 五 障 ・ 三 従 を 恨 ま ず 念 仏 し な さ い 。 」 と 五 障 ・
三 従 も 問 題 な く 「 南 無 阿 弥 陀 仏 」 と 唱 え る と 浄 土 に 往 生 で き る と 導 い た
8 。 ま た 、 室 津 で 、 法 然 の も と を 遊 女 が 訪 れ た 。 遊 女 は 罪 業 の 重 い 身 も 往 生  
で き る か と 尋 ね た 。 法 然 は 他 に 生 き る 術 が あ れ ば 遊 女 を や め 、 な け れ ば 遊  
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女 を 続 け な が ら 念 仏 し な さ い 。 阿 弥 陀 如 来 は そ の よ う な 罪 人 の た め に 誓 願
を た て ら れ た の だ か ら と 説 い た ９ 。  

院 政 ・ 鎌 倉 の 遊 女 は 『 後 捨 遺 和 歌 集 』 に 宮 木 ・ 『 千 載 和 歌 集 』 に 戸 戸 ・
『 新 古 今 和 歌 集 』 に 妙 ・ 『 玉 葉 集 』 に 初 君 等 の 遊 女 の 歌 が 載 せ ら れ て い る
こ と か ら 、 識 字 階 級 の も の も 多 か っ た 1 0 。 高 貴 な 人 の 愛 人 と な る も の も い
て 、 『 明 月 記 』 に 後 鳥 羽 上 皇 の 寵 妃 に つ い て 、 「 丹 波 局 □ □ □ □ 白 拍 子 御
簾 編 男 娘 今 備 綺 羅 寵 愛 抜 群 」 と 記 さ れ 、 「 丹 波 局 は 簾 を 編 む 男 の 娘 で あ っ
た が 、 今 は 着 飾 っ て 上 皇 の 寵 愛 が 抜 群 で あ る 。 」 と 栄 華 を 極 め た 丹 波 局 に
つ い て 語 ら れ て い る 1 1 。 ま た 貴 族 の 中 に は 母 を 白 拍 子 と し た 、 者 も い た 。
従 三 位 藤 原 實 基 は 母 白 拍 子 五 条 夜 叉 、 正 四 位 藤 原 基 氏 は 母 舞 女 阿 古 、 従 三
位 藤 原 資 能 は 母 舞 女 牛 玉 で あ る 1 2 。  

こ の よ う な 例 を 見 る と 、 遊 女 の 社 会 的 地 位 は 高 か っ た よ う に も 見 え る
が 、 こ の 遊 女 た ち は 特 別 で 一 般 の 遊 女 の 地 位 は ど う で あ っ た か 。 十 世 紀 に
編 纂 さ れ た 『 倭 名 類 聚 鈔 』 巻 一 で は 、 乞 盗 類 に 遊 女 が あ る 1 3 。 ま た 『 貞 永
式 目 新 編 追 加 』 に は 「 傀 儡 白 拍 子 及 卑 女 等 」 と い う 記 載 か ら 1 4 、 権 力 者 の
後 ろ 楯 が な い か ぎ り 、 身 分 は 傀 儡 ・ 卑 女 と 同 じ で 、 蔑 ま れ る 卑 し い 存 在 で
あ っ た 。 ま し て 地 方 の 湊 で 旅 の 客 を 引 く 遊 女 は 卑 し い 存 在 の ま ま 生 涯 を 終
え た で あ ろ う 。  
 法 然 は 遊 女 の 生 業 が 罪 業 で あ る と 認 識 し な が ら 、 そ れ 以 外 の 生 き 方 を 許
さ れ な い 女 性 に も 手 を 差 し 伸 べ た 。 法 然 は 、 念 仏 を す る か し な い か で 人 を
救 済 の 対 象 と し た 。 法 然 は そ の 社 会 的 立 場 に か か わ ら ず 、 全 て の 女 性 に 往
生 の 道 を 示 し た 女 性 救 済 の 先 駆 者 で あ っ た 。 天 台 、 真 言 の 女 性 は 穢 れ た 存
在 と す る 姿 勢 を 批 判 し 、 後 、 道 元 ・ 日 蓮 と 続 く 日 本 仏 教 に お け る 女 性 解 放
の 道 を 付 け た 人 で あ っ た 。 男 性 ・ 女 性 ・ 善 人 ・ 悪 人 の 区 別 な く 阿 弥 陀 は 救
済 さ れ る と い う 観 念 の も と に 、 罪 深 い と さ れ る 職 業 に 従 事 す る 人 々 に も 手
を 差 し 伸 べ た 法 然 で あ っ た 。 男 女 平 等 と い う よ り 、 人 間 平 等 を 当 時 の 仏 教
界 に 導 い た 先 駆 者 で あ っ た と い え よ う 。  
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第 二 節  道 元 の 比 丘 尼 観  

 
女 人 禁 制 に た い し て 論 理 的 に 厳 し く 異 を 唱 え た の が 道 元 で あ っ た 。 そ の

著 『 正 法 眼 蔵 』 の 「 礼 拝 得 髄 」 に お い て 、 比 丘 尼 が 不 浄 な 存 在 で は な く 、
比 丘 に も 劣 る こ と が な い と い う 意 見 を 展 開 し 、 結 界 を 非 難 し た １ 。  

「 礼 拝 得 髄 」 で は 、 日 本 ・ 中 国 に は 帝 位 に つ い た 女 性 が 存 在 し 、 人 々 は
そ の 帝 位 を 敬 っ た 。 比 丘 尼 も 同 じ で そ の 得 法 を 敬 う の で あ る と 、 比 丘 尼 が
決 し て 劣 っ た 存 在 で は な い と い う 意 見 を 展 開 し 、 そ の 後 、 淫 欲 の 対 象 と し
て の 女 性 に つ い て 次 の よ う に 語 っ た 。  

マ タ イ マ 至 愚 ノ ハ ナ ハ タ シ キ 人 オ モ フ コ ト ハ 。 女 流 ハ 。 貪 婬 所 對 ノ 境
界 ニ テ ア リ ト オ モ フ コ コ ロ ヲ ア ラ タ メ ス シ テ 。 コ レ ヲ ミ ル 。 佛 子 カ ク
ノ コ ト ク ア ル ヘ カ ラ ス 。 貪 婬 所 對 ノ 境 ト ナ リ ヌ ヘ シ ト テ 。 イ ム コ ト ア
ラ ハ 。 一 切 男 子 モ 。 マ タ イ ム ヘ キ カ 。 染 汚 ノ 因 緣 ト ナ ル コ ト ハ 。 男 モ
境 ト ナ ル 。 女 モ 境 緣 ト ナ ル 。 非 男 非 女 モ 境 緣 ト ナ ル 。 夢 幻 空 華 モ 境 緣
ト ナ ル 。 ア ル ヒ ハ 水 影 ヲ 緣 ト シ テ 。 非 梵 行 ア ル コ ト ア リ 。 ア ル ヒ ハ 天
日 ヲ 緣 ト シ テ 。 非 梵 行 ア リ キ 。 神 モ 境 ト ナ ル 。 鬼 モ 境 ト ナ ル 。 ソ ノ 緣
カ ソ エ ツ ク ス ヘ カ ラ ス 。 八 萬 四 千 ノ 境 界 ア リ ト イ フ 。 コ レ ミ ナ ス ツ ヘ
キ カ 。 ミ ル ヘ カ ラ サ ル カ 。 律 云 。 男 二 所 。 女 三 所 。 オ ナ シ ク コ レ 波 羅
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夷 不 共 住 。 シ カ ア レ ハ 婬 所 對 ノ 境 ニ ナ リ ヌ ヘ シ ト テ キ ラ ハ ハ 。 一 切 ノ
男 子 ト 。 女 人 ト 。 タ カ ヒ ニ ア ヒ キ ラ フ テ 。 サ ラ ニ 得 度 ノ 期 ア ル ヘ カ ラ
ス コ ノ 道 理 。 子 細 ニ 撿 點 ス ヘ シ 。  
 
ま た 、 い た っ て 愚 か な 人 は 、 女 性 は 淫 欲 の 対 象 で あ る と い う 考 え を 改
め な い で 、 女 性 を 見 る 。 仏 弟 子 は そ う で あ っ て は な ら な い 。 淫 欲 行 の
対 象 で あ る と 忌 み 嫌 う な ら 、 す べ て の 男 子 も 忌 み 嫌 わ れ る べ き で は な
い か 。 汚 れ の 因 縁 を 作 る と い う こ と で は 、 男 も 対 象 で あ り 、 女 も そ の
対 象 で あ り 、 男 で な い も の も 女 で な い も の も 、 対 象 で あ る 。 実 在 し な
い 夢 や 幻 も 対 象 で あ る 。 水 に 映 っ た 影 を 縁 と し た 淫 欲 行 や 、 太 陽 の 光
を 縁 と し て 淫 欲 行 を な す 者 も い る 、 神 も 対 象 と な り 、 鬼 も 対 象 と な
る 。 そ の 縁 は 数 え る こ と が で き ず 、 八 万 四 千 の 対 象 が あ る と 言 わ れ 、
こ れ ら は 皆 捨 て る べ き か 。 見 て は い け な い の か 。 律 に 「 男 は 二 カ 所 、
女 は 三 カ 所 で 淫 行 す れ ば 、 波 羅 夷 と な り 追 放 す る 」 。 そ う で あ る な
ら 、 淫 欲 の 対 象 と な る の で 嫌 う と 、 す べ て の 男 性 と 女 性 は 忌 み 嫌 い あ
い 、 得 度 の 機 会 が な く な る だ ろ う 。 こ の 道 理 を 子 細 に 点 検 す る べ き で
あ る 。  

 
 永 く 仏 教 は 男 性 の 立 場 か ら 女 性 は 淫 欲 の 対 象 で あ る こ と を 理 由 に 女 性 を
疎 外 し て き た 。 し か し 女 性 出 家 者 に と っ て は 男 性 が 淫 欲 の 対 象 に な る の は
当 然 の こ と で あ る 。 道 元 は 発 想 を 転 換 し て 、 女 性 の 眼 で 見 た の で あ る 。 道
元 は 一 方 的 な 見 方 で 判 断 す る 人 で は な か っ た 。 こ の あ と 何 度 生 ま れ 変 わ っ
て も 女 性 を 見 な い と 願 を 立 て た 僧 を 批 判 す る 。  

 
女 人 ナ ニ ノ ト カ カ ア ル 。 男 子 ナ ニ ノ 德 カ ア ル 。 惡 人 ハ 。 男 子 モ 惡 人 ナ
ル ア リ 。 善 人 ハ 。 女 人 モ 善 人 ナ ル ア リ 。 聞 法 ヲ ネ カ ヒ 。 出 離 ヲ モ ト ム
ル コ ト 。 カ ナ ラ ス 男 子 女 人 ニ ヨ ラ ス 。 モ シ 未 斷 惑 ノ ト キ ハ 。 男 子 女
人 。 オ ナ シ ク 未 斷 惑 ナ リ 。 斷 惑 證 理 ノ ト キ ハ 。 男 子 女 人 簡 別 サ ラ ニ ア
ラ ス 。 マ タ ナ カ ク 女 人 ヲ ミ ジ ト 願 セ ハ 。 衆 生 無 邊 誓 願 度 ノ ト キ モ 。 女
人 ヲ ハ ス ツ ヘ キ カ 。 ス テ テ ハ 菩 薩 ニ ア ラ ス 。 佛 慈 悲 ト イ ハ ン ヤ 。 タ タ
コ レ 聲 聞 ノ 酒 ニ エ フ コ ト フ カ キ ニ ヨ リ テ 。 醉 狂 ノ 言 語 ナ リ 。  
 
女 性 に ど ん な 咎 が あ る の か 。 男 性 に ど ん な 徳 が あ る の か 。 悪 人 は 男 性
に も い る 。 善 人 は 女 性 に も い る 。 法 を 聞 く こ と を 願 い 、 出 離 を 求 め る
こ と に は 、 男 女 の 区 別 が な い 。 い ま だ 迷 い を 断 て な い 時 は 、 男 性 も 女
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性 も 同 じ よ う に 断 て な い 、 迷 い を 断 ち 、 道 理 を 証 す る 時 は 、 男 性 と 女
性 に 区 別 は な い 。 ま た 永 く 女 性 を 見 な い と 願 う と 、 「 衆 生 無 辺 誓 願
度 」 と 願 を 立 て る 時 、 女 性 を 捨 て る の か 。 捨 て た な ら ば 菩 薩 で は な
い 。 仏 の 慈 悲 と は 言 え な い 。 た だ こ れ は 声 聞 が 酒 に 酔 い 狂 っ て 言 っ た
言 葉 で あ る 。  
 

女 性 を 捨 て る の は 菩 薩 ･仏 で は な く 、 不 飲 酒 を 守 ら ね ば な ら な い の に 酒 に
酔 っ た 出 家 者 失 格 の 声 聞 の 言 葉 で 、 仏 の 言 っ た こ と と は 認 め て い な い 。 こ
の 後 女 性 を 見 る こ と が 罪 な ら ば 、 釈 尊 と そ の 在 世 中 の 菩 薩 は 罪 を 犯 し た こ
と に な る の か と 、 こ の よ う な 考 え は 外 道 の す る こ と と 批 判 し て い る 。 男 性
か ら み て 淫 欲 の 対 象 で あ る と 、 女 性 を 疎 外 す る べ き で な い と い う の が 、 道
元 の 思 想 で あ る 。 ま た 女 性 を 入 れ な い 結 界 を 日 本 国 の 笑 い ご と で あ る と 厳
し く 批 判 し 、 仏 陀 在 世 の 僧 伽 で は 比 丘 尼 も 四 果 を 得 た こ と を 述 べ て い る 。  

 
シ カ ア ル ニ 在 世 ノ 佛 會 ニ 。 ミ ナ 比 丘 。 比 丘 尼 。 優 婆 塞 。 優 婆 夷 等 ノ 四  
衆 ア リ 。 八 部 ア リ 。 三 十 七 部 ア リ 。 八 萬 四 千 部 ア リ 。 ミ ナ コ レ 佛 界 ヲ  
結 セ ル コ ト 。 ア ラ タ ナ ル 佛 會 ナ リ 。 イ ツ レ ノ 會 カ 比 丘 尼 ナ キ 。 女 人 ナ  
キ 。 八 部 ナ キ 。 如 來 在 世 ノ 佛 會 ヨ リ モ ス ク レ テ 凊 淨 ナ ラ ン 結 界 ヲ ハ 。  
ワ レ ラ ネ カ フ へ キ ニ ア ラ ス 。 天 魔 界 ナ ル カ ユ エ ニ 。 佛 會 ノ 法 儀 ハ 自 界  
他 方 三 世 千 佛 。 コ ト ナ ル コ ト ナ シ 。 コ ト ナ ル 法 ア ラ ン ハ 。 佛 會 ニ ア ラ  
ス ト シ ル ヘ シ 。 イ ハ ユ ル 四 果 ハ 。 極 位 ナ リ 。 大 乘 ニ テ モ 。 小 乘 ニ テ  
モ 。 極 位 ノ 功 德 ハ 差 別 セ ス 。 シ カ ア ル ニ 比 丘 尼 ノ 四 果 ヲ 證 ス ル オ ホ  
シ 。 三 界 ノ ウ チ ニ モ 。 十 方 ノ 佛 土 ニ モ 。 イ ツ レ ノ 界 ニ カ イ タ ラ サ ラ  
ン 。 タ レ カ コ ノ 行 履 ヲ フ サ ク コ ト ア ラ ン 。 マ タ 妙 覺 ハ 。 無 上 位 ナ リ 。  
女 人 ス テ ニ 作 佛 ス 。 諸 方 イ ツ レ ノ モ ノ カ 究 盡 セ ラ レ サ ラ ン 。 タ レ カ コ  
レ ヲ フ サ キ テ イ タ ラ シ メ サ ラ ン ト 擬 セ ン 。 ス テ ニ 遍 照 於 十 方 ノ 功 德 ア  
リ 。 界 畔 イ カ カ セ ン 。  
 
仏 陀 在 世 の 僧 伽 に は 、 比 丘 ・ 比 丘 尼 ・ 優 婆 塞 ・ 優 婆 夷 ら の 四 衆 が あ
り 、 八 部 衆 が あ り 、 三 十 七 部 が あ り 、 八 万 四 千 の 部 衆 が あ り 、 み な 仏
の 世 界 に 結 ん だ 新 し い 僧 伽 で あ る 。 ど の 僧 伽 に 比 丘 尼 が な く 、 女 性 が
な く 、 八 部 衆 が な か っ た だ ろ う か 。 如 来 在 世 の 僧 伽 よ り 勝 れ 、 清 浄 な
結 界 を 我 ら は 願 う べ き で な い 。 天 魔 の 結 界 で あ る 。 僧 伽 の あ り 方 は こ
の 世 界 や あ の 世 界 、 三 世 の 千 仏 の 世 界 で 違 い は な い 。 違 っ て い れ ば 仏
の 僧 伽 で は な い と 知 る べ き で あ る 。 い わ ゆ る 四 果 は 究 極 の 位 で あ る 。



100 
 

大 乗 も 小 乗 も 究 極 の 位 の 功 徳 に 区 別 は な い 。 比 丘 尼 で 四 果 を 得 た も の
は 多 い 。 三 界 で も 、 十 方 仏 土 で も 、 ど の 世 界 で も 至 ら な い も の は な
い 。 誰 が そ の 行 い を 妨 げ る こ と が で き よ う か 。 妙 覚 は 最 高 の 位 で あ
る 。 女 性 も す で に 仏 と な れ ば 、 諸 方 の す べ て の も の で 究 め 尽 く せ ぬ も
の が あ ろ う か 。 誰 が 拒 ん で 至 ら さ な い こ と が で き よ う か 。 す で に 功 徳
は あ ま ね く 十 方 を 照 ら す の に 、 境 界 を 作 っ て ど う す る の か 。  

 
仏 陀 在 世 の 僧 伽 に は 比 丘 尼 が い て 、 阿 羅 漢 位 を 得 た 者 も 多 か っ た 。 功 徳

は 十 法 を 照 ら す の に 、 境 界 を 作 る こ と は 女 性 の 悟 り を 拒 ん で い る と 非 難 し
て い る 。 女 性 は 仏 に な れ な い こ と を 道 元 は 信 じ て い な い 。  

 
マ タ 佛 弟 子 ノ 位 ハ 。 菩 薩 ニ モ ア レ 。 タ ト ヒ 聲 聞 ニ モ ア レ 。 第 一 比 丘 。  
第 二 比 丘 尼 。 第 三 優 婆 塞 。 第 四 優 婆 夷 。 カ ク ノ コ ト シ 。 コ ノ ク ラ ヰ 。  
天 上 人 間 ト ミ ニ シ レ リ 。 ヒ サ シ ク キ コ エ タ リ 。 シ カ ア ル ヲ 佛 弟 子 第 二  
ノ 位 ハ 。 轉 輪 聖 王 ヨ リ モ ス ク レ 。 釋 提 桓 因 ヨ リ モ ス ク ル ヘ シ 。 イ タ ラ  
サ ル ト コ ロ ア ル ヘ カ ラ ス 。 イ ハ ン ヤ 小 國 邊 ノ 國 王 大 臣 ノ 位 ニ ナ ラ ブ ヘ  
キ ニ ア ラ ス 。 イ マ 比 丘 尼 イ ル ヘ カ ラ ス ト イ フ 道 場 ヲ ミ ル ニ 。 田 夫 野 人  
農 夫 樵 翁 ミ タ レ イ ル 。 イ ハ ン ヤ 國 王 大 臣 百 官 宰 相 。 タ レ カ イ ラ サ ル ア  
ラ ン 。 田 夫 等 ト 比 丘 尼 ト 。 學 道 ヲ 論 シ 。 得 位 ヲ 論 セ ン ニ 。 勝 劣 ツ ヒ ニ  
イ カ ン 。 タ ト ヒ 世 法 ニ テ 論 ス ト モ 。 タ ト ヒ 佛 法 ニ テ 論 ス ト モ 。 比 丘 尼  
ノ イ タ ラ ン ト コ ロ エ 。 田 夫 野 人 ア ヘ テ イ タ ル ヘ カ ラ ス 。 錯 亂 ノ ハ ナ ハ  
タ シ キ 。 小 國 ハ シ メ テ コ ノ ア ト ヲ ノ コ ス 。 ア ハ レ ム ヘ シ 三 界 慈 父 ノ 長  
子 。 小 國 ニ キ タ リ テ 。 フ サ キ テ イ タ ラ シ メ サ ル ト コ ロ ア リ キ 。  
 
ま た 仏 弟 子 の 位 は 、 菩 薩 で あ ろ う と 、 声 聞 で あ ろ う と 、 第 一 は 比 丘 、
第 二 は 比 丘 尼 、 第 三 は 優 婆 塞 、 第 四 は 優 婆 夷 で あ る 。 こ の 位 は 天 界 に
も 人 界 に も 知 ら れ て い て 、 長 い 間 理 解 さ れ て い る 。 仏 弟 子 の 第 二 位
は 、 転 輪 聖 王 よ り 勝 れ 、 帝 釈 天 よ り 勝 れ て い る 。 来 て は な ら な い と こ
ろ な ど あ っ て は な ら な い 。 小 国 の 僻 地 の 国 王 ・ 大 臣 の 位 と 並 べ る べ き
で は な い 。 い ま 比 丘 尼 が 入 っ て は い け な い と い う 道 場 に は 、 田 夫 ・ 野
人 ・ 農 夫 ・ 樵 夫 が さ ま ざ ま に 入 っ て い る 。 ま し て 、 国 王 ・ 大 臣 ・ 百
官 ・ 宰 相 の 誰 が 入 れ な い と い う こ と が あ ろ う か 。 田 夫 と 比 丘 尼 が 学 問
を 論 じ 、 得 法 を 論 じ る と 優 劣 は ど う で あ ろ う か 。 世 間 の 法 で 論 じ よ う
と 、 仏 法 で 論 じ よ う と 、 比 丘 尼 が 入 れ な い と こ ろ は 、 田 夫 や 野 人 は 入
れ な い 。 錯 乱 こ の 上 な い 小 国 日 本 で 始 め て 跡 を 遺 し た 。 三 界 の 慈 父 の  
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長 子 で あ る 僧 が 、 小 国 日 本 で 女 性 が 入 る こ と を 拒 む の は 悲 し む べ き こ  
と で あ る 。  

 
釈 尊 の 僧 伽 に は 比 丘 尼 が い て 四 果 を 得 た 者 も 多 く い た 。 得 法 に お け る 比

丘 尼 と 田 夫 の 優 劣 を 比 べ 、 結 界 が い か に 不 条 理 か を 述 べ る 。 結 界 が 始 め て
布 か れ た の は 日 本 で 、 そ れ を 破 戒 す る こ と は 仏 恩 に 報 じ る こ と で あ る と 強
調 す る 。 仏 教 の 知 識 が あ り 修 行 も し て い る 比 丘 尼 と 、 知 識 も 少 な く 修 行 も
し て い な い 一 般 男 性 を 比 較 し 、 仏 弟 子 の 二 位 で あ る 比 丘 尼 が 、 田 夫 や 野 人
の 入 れ る 所 に 入 れ な い と い う 矛 盾 を 指 摘 し て い る 。  
 
  イ ハ ユ ル コ ノ 諸 佛 所 結 ノ 大 界 ニ イ ル モ ノ ハ 。 諸 佛 モ 。 衆 生 モ 。 大 地

モ 。 虛 空 モ 。 繋 縛 ヲ 解 脱 シ 。 諸 佛 ノ 妙 法 ニ 歸 源 ス ル ナ リ 。 シ カ ア レ ハ
ス ナ ハ チ コ ノ 界 ヲ ヒ ト タ ヒ フ ム 衆 生 。 シ カ シ ナ カ ラ 佛 功 德 ヲ カ ウ フ ル
ナ リ 。 不 違 越 ノ 功 德 ア リ 。 得 清 淨 ノ 功 德 ア リ 。 一 方 ヲ 結 ス ル ト キ 。 ス
ナ ハ チ 法 界 ミ ナ 結 セ ラ レ 。 一 重 ヲ 結 ス ル ト キ 。 法 界 ミ ナ 結 セ ラ ル ル ナ
リ 。 ア ル ヒ ハ 水 ヲ モ テ 結 ス ル 界 ア リ 。 ア ル ヒ ハ 心 ヲ モ テ 結 界 ス ル コ ト
ア リ 。 ア ル ヒ ハ 空 ヲ モ テ 結 界 ス ル コ ト ア リ 。 カ ナ ラ ス 相 承 相 傳 ア リ
テ 。 シ ル ヘ キ コ ト ア リ 。 イ ハ ン ヤ 結 界 ノ ト キ 。 灑 ク 甘 露 ノ ノ チ 。 歸 命
ノ 禮 ヲ ハ リ 。 乃 至 淨 界 等 ノ ノ チ 。 頌 ニ 云 ク 。 玆 界 ト 遍 法 界 ト 。 無 爲 モ
テ 結 ス 清 淨 ヲ 。 コ ノ 旨 趣 。 イ マ ヒ コ ロ 結 界 ト 稱 ス ル 古 先 老 人 。 シ レ リ
ヤ イ ナ ヤ 。 オ モ フ ニ ナ ン タ チ 。 結 ノ 中 ニ 遍 法 界 ノ 結 セ ラ ル ル コ ト 。 シ
ル ヘ カ ラ サ ル ナ リ 。 シ リ ヌ ナ ン チ 聲 聞 ノ 酒 ニ エ フ テ 。 小 界 ヲ 大 界 ト オ
モ フ ナ リ 。 ネ カ ワ ク ハ 。 ヒ コ ロ ノ 迷 醉 ス ミ ヤ カ ニ サ メ テ 。 諸 佛 ノ 大 界
ノ 遍 界 ニ 違 越 ス ヘ カ ラ ス 。 濟 度 攝 受 ニ 。 一 切 衆 生 ミ ナ 化 ヲ カ ウ フ ラ ン
功 德 ヲ 禮 拜 恭 敬 ス ヘ シ 。 タ レ カ コ レ ヲ 得 ル 道 髓 ヲ ト イ ハ サ ン 。  

 
い わ ゆ る 諸 仏 の 結 界 に 入 る も の は 、 諸 仏 も 衆 生 も 、 大 地 も 虛 空 も 、 束
縛 を 解 脱 し て 、 諸 仏 の 妙 法 に 帰 る の で あ る 。 一 度 こ の 結 界 に 入 っ た 衆
生 は 、 仏 の 功 徳 を 蒙 る の で あ る 。 逸 脱 し な い 功 徳 が あ り 、 清 浄 な る 功
徳 が あ る 。 一 方 を 結 界 す れ ば 、 法 界 が み な 結 界 さ れ 、 一 重 を 結 界 す れ
ば 、 法 界 が み な 結 界 さ れ る 。 水 で 結 界 す る と こ ろ が あ り 、 心 で 結 界 す
る こ と が あ り 、 空 で 結 界 す る こ と が あ る 。 必 ず 相 承 し 、 相 伝 す る の
で 、 そ の こ と を 知 ら ね ば な ら な い 。 結 界 す る 時 は 、 香 水 を 注 い だ 後 、
帰 命 礼 拝 し 、 浄 界 な ど の 後 、 頌 を 唱 え る 。 「 こ の 結 界 が す べ て 法 界 で
あ り 、 清 浄 で あ る 」 と 。 そ の 意 味 を 日 頃 結 界 と 称 し て い る 古 老 は 知 っ
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て い る の だ ろ う か 。 あ な た は 結 界 の 中 に す べ て の 法 界 と 結 ば れ て い る
こ と を 知 ら な い の だ ろ う 。 あ な た は 声 聞 が 酒 に 酔 っ て 、 小 さ な 世 界 を
大 き な 世 界 と 思 っ て い る こ と を 知 り な さ い 。 願 わ く は 日 頃 の 酔 い か ら
速 や か に 覚 醒 し 、 諸 仏 の 大 界 は す べ て に 渡 る 世 界 で あ る こ と を 間 違 え
な い で ほ し い 。 す べ て の 衆 生 は 、 済 度 摂 受 さ れ る 教 化 の 功 徳 を 礼 拝 し
恭 敬 す る べ き で あ る 。 仏 道 の 骨 髓 を 得 て い る と い わ な い も の は い な
い 。  

 
本 来 結 界 と は ど の よ う な も の で あ る べ き か を 説 明 し 、 日 本 仏 教 が 布 い た

結 界 の 間 違 い を 指 摘 し て い る 。 も と も と 界 は 僧 団 の メ ン バ ー が 儀 式 や 会 議
の 時 、 集 ま れ る 範 囲 を 界 と し た も の で 、 僧 団 の 所 有 地 を さ す も の で は な
い 。 そ こ に は 都 市 や 村 落 も あ る 。 比 丘 ･比 丘 尼 の 活 動 範 囲 と 考 え て も よ い だ
ろ う 。 こ の 界 を 定 め る の が 結 界 で あ っ た 。 当 然 の こ と で あ る が 界 か ら 人 々
を 排 除 す る こ と な ど で き な か っ た 。 し か し 天 台 ･真 言 で は 修 法 を 行 う 場 所 に
魔 障 の 侵 入 を 防 ぐ た め に 布 い た 結 界 で あ っ た 。 女 性 は 魔 障 と 見 な さ れ て い
た こ と に な る 。  

「 礼 拝 得 髄 」 で 道 元 が 女 性 差 別 を 非 難 す る 論 の 展 開 は 、 現 代 社 会 で も 通
用 す る 非 の 打 ち 所 の な い 男 女 平 等 論 で あ る 。 こ こ に は 五 障 の 影 は 微 塵 も な
い 。 理 論 整 然 と 結 界 を 敷 く 必 要 の な い こ と を 力 説 し 、 破 壊 す る こ と が 仏 の
恩 に 報 い る こ と で あ る と 主 張 し て い る 。 し か し 道 元 の 女 性 観 は 大 き く 変 貌
す る 。 『 正 法 眼 蔵 』 「 出 家 功 徳 」 に そ れ が 現 れ て い る ２ 。  
 
  三 世 十 方 諸 佛 。 ミ ナ 一 佛 ト シ テ モ 。 在 家 成 佛 ノ 諸 佛 マ シ マ サ ス 。 過 去

有 佛 ノ ユ エ ニ 。 出 家 受 戒 ノ 功 德 ア リ 。 衆 生 ノ 得 道 。 カ ナ ラ ス 出 家 受 戒
ニ ヨ ル ナ リ 。 オ ホ ヨ ソ 出 家 受 戒 ノ 功 德 。 ス ナ ハ チ 諸 佛 ノ 常 法 ナ ル カ ユ
エ ニ 。 ソ ノ 功 德 無 量 ナ リ 。 聖 敎 ノ ナ カ ニ 。 在 家 成 佛 ノ 説 ア レ ト 正 傳 ニ
ア ラ ス 。 女 身 成 佛 ノ 説 ア レ ト 。 マ タ コ レ 正 傳 ニ ア ラ ス 。 佛 祖 正 傳 ス ル
ハ 。 出 家 成 佛 ナ リ 。  

 
  三 世 十 方 の 仏 は み な 一 仏 な り と も 、 在 家 で 成 仏 さ れ た 仏 は お ら れ な

い 。 過 去 に 仏 に な ら れ た の は 、 出 家 受 戒 の 功 徳 が あ っ た た め で あ る 。
衆 生 の 得 道 は 、 必 ず 出 家 受 戒 し た こ と に よ っ て で あ る 。 お よ そ 出 家 受
戒 の 功 徳 は 諸 仏 の 常 法 で あ っ て 、 そ の 功 徳 は 無 量 で あ る 。 経 典 の 中 に
は 、 在 家 成 仏 の 説 が あ る と い っ て も 、 正 伝 で は な い 。 女 身 成 仏 の 説 が
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あ る と い っ て も 、 こ れ も ま た 正 伝 で は な い 。 仏 祖 の 正 伝 は 出 家 成 仏 で
あ る 。  

 
 同 じ 人 物 の 筆 に な る と は 思 え な い 変 貌 ぶ り で あ る 。 「 礼 拝 得 髄 」 で は 女  
人 成 仏 ・ 在 家 成 仏 を 認 め な が ら 、 「 出 家 功 徳 」 で は こ れ を 否 定 し て い る 。  

こ れ に つ い て の 先 行 研 究 で は 、 笠 原 一 男 氏 の 説 は 、 深 草 と い う 巷 に 身 を  
お い て 、 出 家 ・ 在 家 ・ 男 子 ・ 女 性 を 選 ぶ こ と な く 迎 え た 道 元 が 、 当 然 の 結  
果 と し て 打 ち 出 し た の が 在 家 の 人 々 の 救 い で あ り 女 人 成 仏 論 ・ 男 女 平 等 の  
成 仏 論 で あ っ た 。 し か し 、 道 元 は 寛 元 元 年 （ 一 二 四 三 ） の 秋 、 深 草 の 地 を  
去 っ て 越 前 に 移 り 、 や が て 永 平 寺 に 住 む こ と に な っ た 。 越 前 の 道 元 は 再 び  
出 家 至 上 主 義 の 立 場 に 帰 っ た 。 な か で も 女 性 に た い し て は 結 界 し て こ れ を  
山 門 に 入 れ な い と い う 態 度 に 近 い も の が あ っ た 。 越 前 の 道 元 は 、 も は や 、  
女 性 に 法 を 説 く 必 要 が な く な っ た 。 そ れ ゆ え に こ そ 、 越 前 の 道 元 か ら は 女  
人 成 仏 論 も 、 男 女 平 等 の 成 仏 論 も 影 を ひ そ め て し ま う の で あ る 。 深 草 で 、  
あ れ ほ ど 激 し く 主 張 し た 女 人 成 仏 論 の 消 滅 は 、 道 元 を と り ま く 人 間 関 係 の  
条 件 が 大 き く 変 わ っ た こ と か ら 生 ま れ た も の と 考 え ら れ る の で あ る 。 と 道  
元 が 暮 ら し た 地 域 性 に 原 因 を 求 め て お ら れ て い る 3 。  

吉 田 道 興 氏 は 「 在 家 成 仏 」 は な く 、 「 女 身 成 仏 」 も な く 、 あ る の は 「 出  
在 家 受 戒 」 に よ る 得 道 で あ る 。 す な わ ち 、 女 人 を 主 体 に い え ば 、 ま ず 女 人
が 在 家 の ま ま で 成 仏 す る こ と は な い と し て も 、 「 出 家 受 戒 」 し て 比 丘 尼 と
な る こ と に よ っ て 得 道 の 可 能 性 を 有 す る と 言 い 得 る な ら ば 比 丘 尼 は 「 女
身 」 と 見 做 し 得 な い こ と に な る が 、 そ れ で 問 題 は な い だ ろ う か 。 換 言 す れ
ば 比 丘 尼 が 「 変 成 男 子 」 と 等 し い と 言 え る か ど う か 、 と い う こ と で あ る と
問 題 を 提 議 し 、 一 般 に 女 性 が 剃 髪 し 袈 裟 を 被 着 す る と 、 男 女 の 区 別 が つ か
な い こ と は 日 常 に お い て も 経 験 す る こ と で あ る 。 一 種 の 錯 覚 で あ る が 、 出
家 の 男 女 （ 比 丘 ・ 比 丘 尼 ） は 性 別 を 超 え 、 同 一 の 基 盤 に 立 っ て 修 行 す る こ
と を 要 請 さ れ て い る の で あ る と さ れ て い る ４ 。  

伊 藤 秀 憲 氏 は 、 出 家 の 中 に は 女 性 の 出 家 者 （ 比 丘 尼 ） も 含 ま れ て お り 、
女 身 成 仏 の 否 定 を 、 女 性 が 成 仏 す る こ と を 否 定 し た も の で あ る と 取 る こ と
は 、 出 家 成 仏 の 一 部 を も 否 定 す る こ と と な り 矛 盾 す る 。 む し ろ こ れ は 、 女
性 の 成 仏 を 否 定 し た の で は な く 、 諸 経 に 、 女 性 は そ の ま ま の 身 で は 成 仏 で
き ず 、 転 女 成 男 し て 成 仏 す る と 説 か れ る 説 を 否 定 し た も の と 考 え る べ き で
あ る 。 そ う 取 る こ と に よ っ て 、 こ の 文 も 矛 盾 な き も の と し て 理 解 で き 、 礼
拝 得 髄 の 巻 で 、 得 法 の 男 女 に 差 別 を 認 め な い 禅 師 の 意 図 に 沿 う も の と 言 え  
よ う 。 こ の よ う に 理 解 す る 時 、 女 人 成 仏 の 説 に は 、 何 ら 変 化 が な か っ た  
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と 言 え よ う と 主 張 さ れ る 5 。  
中 野 優 信 氏 は 道 元 に は 女 性 は 男 性 に な ら な け れ ば 成 仏 で き な い と い う

「 変 成 男 子 」 「 転 女 成 男 」 説 を 超 克 で き な か た よ う に 思 わ れ る と 理 解 さ れ
て い る 。 ま た 、 そ の 成 立 年 代 が 「 礼 拝 得 髄 」 は 1240 年 、 「 出 家 功 徳 」 は
1246 年 以 降 で あ る こ と か ら 、 道 元 に 思 想 的 変 化 が あ っ た か 否 か の 議 論 が 生
じ た と 言 わ れ る 6 。  
 曹 洞 宗 内 で も 二 論 の 不 一 致 に つ い て 統 一 さ れ た 見 解 は な い よ う で あ る 。
吉 田 道 興 氏 と 伊 藤 秀 憲 氏 の 説 に は 、 「 礼 拝 得 髄 」 で 完 璧 と も い う べ き 男 女
平 等 論 を 展 開 し た 宗 祖 を 、 最 後 ま で 女 性 解 放 者 と し た い 意 図 が あ っ た よ う
に 見 受 け ら れ る 。 道 元 が 「 出 家 功 徳 」 で 女 人 成 仏 が 正 伝 で は な い と 言 い 切
っ て い る こ と か ら 、 越 前 で 女 性 観 を 変 え た と 考 え ら れ る 。  
 
 

１ 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 第 八 十 二 巻 、 「 正 法 眼 蔵 」 、 pp.33c-38b。  

２ 『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』 第 八 十 二 巻 、 「 正 法 眼 蔵 」 、 p.282b。  

３ 笠 原 一 男 『 女 人 往 生 思 想 の 系 譜 』 、 吉 川 弘 文 館 、 1975年 、 p.196。  

4 吉 田 道 興 『 道 元 禅 師 の 比 丘 尼 ･女 人 観 』 、 日 本 仏 教 学 会 年 報 56 号 、 日 本 仏 教 学 会 西

部 事 務 所 、 1991 年 、 pp94-95。  

５ 伊 藤 秀 憲 『 正 法 眼 蔵 に 見 ら れ る 在 家 ･女 人 の 成 仏 非 成 仏 に つ い て 』 、 宗 学 研 究 21

号 、 曹 洞 宗 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 1975年 、 p.140。  

6  中 野 優 信 『 道 元 の 女 性 観 一 』 、 宗 学 研 究 第 ３ ７ 号 、 曹 洞 宗 宗 学 研 究 セ ン タ ー 、

1995年 、 pp.  63-18．  

『 道 元 の 女 性 観 二 』 、 曹 洞 宗 宗 学 研 究 所 紀 要 ９ 号 、 曹 洞 宗 宗 学 研 究 所 、 1995年 、

pp.12-68。  

 

 

第 三 節  日 蓮 の 女 性 観  
 
 念 仏 無 間 ・ 禅 天 魔 ・ 真 言 亡 国 ・ 律 国 賊 と 、 日 蓮 は 新 旧 全 て の 仏 教 を 否 定
し 、 「 南 無 妙 法 蓮 華 経 」 の 題 目 の み が 救 い で あ る と 主 張 し た 人 で あ る 。 ま
た 、 女 性 救 済 の 姿 勢 を 貫 き 通 し た 人 で も あ る 。 「 法 華 経 」 以 外 の 経 典 が 女
性 を 貶 め 、 五 障 三 従 な ど 女 性 の 成 仏 を 妨 げ て い る こ と を 批 判 し た 。 『 女 人
往 生 鈔 』 で 「 法 華 経 」 の み が 女 性 を 救 う と 次 の よ う に 語 る １ 。  
   
  さ れ ば こ そ 此 の 後 五 百 歳 若 有 女 人 の 文 は 佛 説 な れ ど も 心 末 顯 。 其 故 は  
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正 法 千 年 は 四 衆 倶 に 持 戒 也 。 故 に 女 人 五 戒 を 持 ち 、 比 丘 尼 は 五 百 戒 を
持 ち 、 破 戒 無 戒 の 女 人 は 市 の 中 の 虎 の 如 し 。 像 法 は 一 千 年 に は 破 戒 の
女 人 ・ 丘 尼 是 多 く 持 戒 の 女 人 は 是 希 也 。 入 末 法 無 戒 の 女 人 是 多 し 。 さ
れ ば 末 法 の 女 人 い か に 賢 し と 申 と も 正 法 ・ 像 法 の 女 人 に は 過 べ か ら
ず 。 又 減 劫 に な れ ば 日 日 に 貪 瞋 癡 增 長 す べ し 。 貪 瞋 癡 強 盛 な る 女 人 を
法 華 經 の 機 と す べ く は 末 法 萬 年 等 の 女 人 を も 取 べ し 。 貪 瞋 癡 微 薄 い な
る 女 人 を と ら ば 正 像 の 女 人 を も 取 べ し 。 今 と り わ け て 後 五 百 歳 二 千 餘
年 の 女 人 を 佛 の 記 さ せ 給 事 は 第 一 の 不 審 也 。 答 云 、 此 事 第 一 の 不 審
也 。 雖 然 試 に 一 義 を 顯 す べ し 。 夫 佛 と 申 は 大 丈 夫 の 相 を 具 せ る を 佛 と
名 く 。 故 に 女 人 に は 丈 夫 の 相 無 し 。 さ れ は 諸 小 乘 經 に は 一 向 に 女 人 成
佛 を 許 さ ず 。 女 人 も 男 子 と 生 て 後 に 成 佛 あ る べ し と 説 か る 。 諸 大 乘 經
に は 多 分 は 女 人 成 佛 を 許 さ ず 。 少 分 成 佛 往 生 を 許 せ ど も 又 有 名 無 實
也 。 雖 然 法 華 經 は 九 界 の 一 切 衆 生 、 善 惡 ・ 賢 愚 ・ 有 心 無 心 ・ 有 性 無
性 ・ 男 子 女 人 、 一 人 も 漏 な く 成 佛 往 生 を 許 さ る 。 雖 然 經 文 略 を 存 す
る 。 故 に 、 二 乘 作 佛 ・ 女 人 惡 人 の 成 佛 ・ 久 遠 實 成 等 を こ ま や か に 説
て 、 男 子 ・ 善 人 ・ 菩 薩 等 の 成 佛 を ば 委 細 に あ げ す 。 人 此 を 疑 は ざ る 故
歟 。 然 る に 在 世 に は 佛 威 德 の 故 に 成 佛 や す し 。 佛 の 滅 後 に は 成 佛 は 難
く 往 生 は 易 か る べ し 。 雖 然 滅 後 に は 二 乘 少 く 善 人 少 し 。 惡 人 の み 多 か
る べ し 。 惡 人 よ り も 女 人 の 生 死 を 離 ん 事 か た し 。 雖 然 正 法 一 千 年 の 女
人 は 像 法 ・ 末 法 の 女 人 よ り も 少 し な を ざ り な る べ し 。 諸 經 の 機 た る 事
も 有 な ん 。 像 法 の 末 、 末 法 の 始 よ り の 女 人 は 殊 に 法 器 に あ ら ず 。 諸 經
の 力 及 べ か ら ず 。 但 法 華 經 計 り 助 給 べ し 。  
中 略  
又 善 導 和 尚 の 不 因 彌 陀 名 願 力 者 等 の 釋 は 彌 陀 の 本 願 に よ ら ず は 女 人 の
往 生 有 べ か ら ず と 見 え た り 。 如 何 。 答 云 。 雙 観 經 に は 女 人 往 生 の 文 は
有 と い へ ど も 、 法 華 經 に 説 る る と こ ろ の 川 流 江 河 の 内 、 或 は 衆 星 の 光
な り 。 末 代 後 五 百 歳 の 女 人 彌 陀 の 願 力 に 依 て 往 生 せ ん 事 は 、 大 石 を 小
船 に 載 せ 大 冑 を 弱 兵 に 著 せ た ら ん か 如 し 。  
 
仏 滅 後 五 百 年 、 「 若 有 女 人 」 の 文 は 仏 説 で あ る が 、 心 は い ま だ 現 れ て
い な い 。 そ の 訳 は 正 法 の 千 年 間 、 四 衆 は と も に 戒 を 保 っ て い た 。 そ れ
ゆ え に 女 性 は 五 戒 を た も ち 、 比 丘 尼 は 五 百 戒 を た も ち 、 破 戒 無 戒 の 女
性 は 市 の 中 の 虎 の よ う に い な か っ た 。 像 法 の 千 年 間 、 破 戒 無 戒 の 女 性
や 比 丘 尼 が 多 く 、 戒 を た も つ 女 性 は 希 で あ っ た 。 末 法 で は 無 戒 の 女 性
が 多 い 。 だ か ら 末 法 の 女 性 が ど れ ほ ど 賢 い と い っ て も 、 正 法 や 像 法 の
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女 性 に は 及 ば な い 。 ま た 減 劫 に な れ ば 日 々 に 貪 ・ 瞋 ・ 癡 が 増 長 す る 。
貪 ・ 瞋 ・ 癡 の 盛 ん な 女 性 が 法 華 経 の 救 い の 対 象 な ら ば 、 末 法 万 年 の 女
性 を 救 う だ ろ う 。 貪 ・ 瞋 ・ 癡 が 微 薄 な 女 性 が 救 い の 対 象 な ら ば 、 正 法
や 像 法 の 女 性 を 救 う だ ろ う 。 今 こ と さ ら に 仏 滅 後 二 千 年 、 末 法 の 女 性
に 仏 が 記 さ れ て お ら れ る の は 、 第 一 の 不 審 で あ る 。 答 え 。 こ の こ と は
第 一 の 不 審 で あ る 。 し か し 試 み に 一 つ の 理 由 を 明 ら か に し ょ う 。 仏 と
は 大 丈 夫 の 相 を 具 え て い て 仏 と 名 づ け て い る 。 女 人 に は 丈 夫 の 相 が な
い 。 そ れ で 諸 の 小 乗 経 は 全 く 女 性 の 成 仏 を 許 さ な い 。 女 性 も 男 性 に 生
ま れ て 後 に 成 仏 す る と 説 か れ て い る 。 諸 の 大 乗 経 は 大 部 分 女 性 の 成 仏
を 許 さ な い 。 わ ず か に 成 仏 と 往 生 を 許 し て い る が 、 実 際 は 有 名 無 実 で
あ る 。 し か し 法 華 経 は 九 界 の 一 切 衆 生 ・ 善 悪 ・ 賢 愚 ・ 有 心 無 心 ・ 有 性
無 性 ・ 男 性 女 性 の 一 人 も 漏 れ る こ と な く 成 仏 往 生 を 許 さ れ る 。 し か し
経 文 は 概 略 で あ る た め 、 二 乗 の 作 仏 や 女 性 ・ 悪 人 の 成 仏 や 久 遠 実 成 等
を こ ま や か に 説 い て 、 男 子 ・ 善 人 ・ 菩 薩 等 の 成 仏 を 細 く あ げ な い 。 人
は こ れ を 疑 が わ な い た め で あ る 。 し か し 仏 陀 在 世 の 時 は 仏 の 威 徳 の た
め 成 仏 は 容 易 で あ っ た 。 仏 陀 の 滅 後 に は 成 仏 は 難 し く 往 生 は 容 易 で あ
っ た 。 し か し 仏 滅 後 に は 二 乗 は 少 な く 、 善 人 も 少 な く 、 悪 人 が 多 い 。
悪 人 よ り 女 性 の 生 死 を 離 れ る こ と が 難 し い 。 だ が 正 法 一 千 年 の 間 女 人
は 、 像 法 末 法 の 女 性 よ り も 少 し な お ざ り で あ る だ ろ う 。 諸 の 経 の 対 象
で あ る こ と も あ る で あ ろ う 。 像 法 の 末 、 末 法 の 始 め か ら 女 性 は と り わ
け 法 器 で は な く 諸 の 経 の 力 は 及 ば な い 。 た だ 法 華 経 だ け が お 助 け に な
る だ ろ う 。  
中 略  
ま た 善 導 和 尚 の 「 弥 陀 の 名 願 力 に よ ら な け れ ば な ど 、 解 釈 は 弥 陀 の 本
願 に よ ら ね ば 女 性 の 往 生 は な い と 見 え る が 、 こ れ は ど う い う 意 味 で し
ょ う か 」 。 答 え る 。 「 双 観 経 に は 女 性 の 往 生 の 文 は あ る が 、 法 華 経 に
説 く と こ ろ か ら 見 る と 、 川 流 江 河 の 内 、 あ る い は 多 数 の 星 の 光 の よ う
で 、 仏 滅 後 五 百 歳 の 末 法 の 女 性 が 弥 陀 の 願 力 に よ っ て 往 生 す る こ と
は 、 大 石 を 小 舟 に 載 せ 、 大 冑 を 弱 兵 に 著 せ た よ う な も の で あ る 」 。  

 
日 蓮 は 「 弥 陀 の 本 願 で は 末 法 の 女 性 を 救 え な い 」 と 主 張 し 、 女 人 往 生 を

可 能 に す る の は 「 法 華 経 」 で あ る と い う 。 し か し 、 「 法 華 経 提 婆 達 多 品 」
に は 龍 女 の 変 成 男 子 が あ る が 、 そ れ を 認 め ず 、 女 身 の ま ま で 成 仏 し た と 考
え て い る 。  

笠 原 一 男 氏 の 見 解 は 、 弥 陀 の 本 願 の 力 で は 、 末 法 の 女 性 は 救 わ れ る こ と  
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が で き な い と い っ て 、 弥 陀 の 本 願 の 力 を 否 定 し て い る の で あ る と さ れ る 2 。  

間 宮 啓 壬 氏 は 、 日 蓮 の 女 人 救 済 論 の 構 造 自 体 は 、 伝 統 的 な 枠 組 み を 大 き
く 外 れ る も の で は な い 。 そ れ は 伝 統 的 な 女 人 救 済 論 に つ き ま と う 否 定 的 女
性 観 を 前 提 に し た も の な の で あ る 。 し か し そ の 一 方 で 日 蓮 は 、 女 性 の 救 済
を 説 く に あ た っ て 「 変 成 男 子 」 と い う 要 素 を も は や 必 要 と し な か っ た 。 そ
れ は 、 日 蓮 独 自 の 救 済 論 で あ る 「 一 念 三 千 の 成 仏 」 に よ っ て 女 性 の 救 済 を
基 礎 づ け 、 包 み 込 む こ と に よ り 可 能 と な っ た も の で あ る と 考 え ら れ る の で
あ る と 理 解 さ れ て い る ３ 。  

栗 原 敏 江 氏 の 見 解 は 、 日 蓮 は 従 来 の 女 性 観 を こ と ご と く 否 定 し 破 棄 し
た 。 そ の 根 拠 は 法 華 経 に お け る 竜 女 成 仏 で あ り し か も 変 成 男 子 説 は と ら な
か っ た 。 釈 尊 は 男 女 平 等 を 説 い た 。 法 華 経 も そ う で あ っ た と 解 釈 し た と さ
れ る ４ 。  

和 田 妙 咲 氏 は 龍 女 の 成 仏 が 一 般 に 変 成 男 子 の 後 と 認 識 さ れ る こ と に 対
し 、 『 妙 法 蓮 華 経 文 句 』 か ら 龍 女 が 釈 尊 に 宝 珠 を 捧 げ た 行 為 は 法 華 円 教 の
修 行 を 完 了 し さ と り を 得 た こ と を 示 し 、 さ ら に そ れ を 釈 尊 が す み や か に 受
け 取 っ た の は 龍 女 の 成 仏 が 速 や か で あ っ た こ と を 指 す と あ り 、 『 文 句 』 で
は 宝 珠 の 授 与 を も っ て 成 仏 し た と 解 釈 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 仏 が 授 記
を 与 え て は じ め て 成 仏 が 約 束 さ れ る よ う に 、 成 仏 の 可 否 は 仏 の み が 判 断 で
き る 。 し た が っ て 龍 女 か ら 差 し 出 さ れ た 宝 珠 を 受 け 取 る と い う 仏 の 行 為 が
龍 女 の 成 仏 を 認 め た と 解 釈 す る こ と が で き る 。 龍 女 の 変 成 男 子 の 前 に 成 仏
し て い る の で 、 女 性 の 身 の ま ま で 成 仏 は 可 能 と 解 釈 さ れ る ５ 。  

白 景 皓 氏 は 吉 蔵 の 『 法 華 義 疏 』 、 智 顗 の 『 妙 法 蓮 華 経 文 句 』 、 基 撰 の 『 妙
法 蓮 華 経 玄 賛 』 が 「 変 成 男 子 を 」 ど の よ う に 解 釈 し て い る か を 説 明 し て お
ら れ る 。 吉 蔵 は 龍 女 は 男 女 両 性 を 具 え る の で 、 男 子 に 変 わ り 得 る 。 智 顗 は
南 方 世 界 に お い て 、 衆 生 達 が 龍 女 が 菩 薩 で あ る こ と を 受 け 入 れ る 縁 は 成 就
し て い る の で 、 龍 女 は 〈 成 仏 の 姿 〉 を 示 現 す る 。 衆 生 達 が 龍 女 が 菩 薩 で あ
る こ と を 受 け 入 れ る 縁 は 、 未 だ 成 熟 し て い な い の で 龍 女 は 〈 龍 女 の 姿 〉 を
通 じ て 教 化 す る 。 基 撰 は 龍 女 は こ の 世 に お い て 成 仏 の 因 で あ る 菩 薩 行 を 具
え る 〈 菩 薩 の 姿 〉 を 見 せ 、 南 方 世 界 に お い て 成 仏 の 果 で あ る 〈 仏 の 姿 〉 見
せ る 6 。 日 蓮 は こ れ ら を 読 み 龍 女 の 変 成 男 子 は な い と 考 え た の か も し れ な
い 。 ま た 、 日 蓮 は 旧 来 の 仏 教 が 不 浄 と 嫌 い 、 天 台 ･真 言 の 入 山 拒 否 の 理 由 に
も な っ た 女 性 の 生 理 に つ い て 、 『 月 水 御 書 』 で 論 理 的 に 生 理 の 不 浄 を 否 定
し て い る 7 。    

 
日 蓮 粗 聖 敎 を 見 候 に も 酒 肉 五 辛 淫 事 な ん ど の 様 に 、 不 淨 を 分 明 に 月 日  
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を さ し て 禁 め た る 様 に 、 月 水 を い み た る 經 論 を 未 だ 勘 へ ず 候 也 。 在 世
の 時 、 多 く 盛 の 女 人 尼 に な り 佛 法 を 行 ぜ し か ど も 、 月 水 の 時 と 申 て 嫌
は れ た る 事 な し 。 是 を も て 推 量 り 侍 る に 、 月 水 と 申 物 は 外 よ り 來 れ る
不 淨 に も あ ら ず 、 只 女 人 の く せ か た わ 生 死 の 種 を 繼 べ き 理 に や 。 又 長
病 の 様 な る 物 也 。 例 せ ば 屎 尿 な ん ど は 人 の 身 よ り 出 れ ど も 能 く 淨 く な
し ぬ れ ば 別 に い み も な し 。 是 體 に 侍 る 事 歟 。 さ れ ば 印 度 ・ 尸 那 な ん ど
に も い た く い む よ し も 聞 え ず 。 但 し 日 本 國 は 神 國 也 。 此 國 の 習 と し て
佛 菩 薩 の 垂 迹 不 思 議 に 經 論 に あ ひ に ぬ 事 も 多 く 侍 る に 、 是 を そ む け ば
現 に 當 罰 あ り 。 委 細 に 經 論 を 勘 へ 見 る に 、 佛 法 の 中 に 随 方 毗 尼 と 申 戒
の 法 門 は 是 に 當 れ り 。 此 戒 の 心 は い た う 事 か け ざ る 事 を ば 、 少 少 佛 敎
に た が ふ と も 其 國 の 風 俗 に 違 ふ べ か ら ず よ し 、 佛 一 つ の 戒 を 説 給 へ
り 。 此 由 を 知 ら ざ る 智 者 共 、 神 は 鬼 神 な れ ば 敬 ふ べ か ら ず な ん ど 申 強
義 を 申 て 、 多 く の 檀 那 を 損 ず る 事 あ り と 見 え て 候 也 。 若 然 ば 此 國 の 明
神 、 多 分 は 此 月 水 を い ま せ 給 へ り 。 生 を 此 國 に う け ん 人 々 は 大 に 忌 給
べ き 歟 。 但 し 女 人 の 日 の 所 作 は 苦 し か る べ か ら ず と 覺 え 候 歟 。 元 よ り
法 華 經 を 信 ぜ ざ る 様 な る 人 人 が 、 經 を い か に し て も 云 う と め ん と 思
が 、 さ す が に た だ ち に 經 を 捨 て よ と は 云 え ず し て 、 身 の 不 淨 な ん ど に
つ け て 法 華 經 を 遠 ざ か ら し め ん と 思 程 に 、 又 不 淨 の 時 此 を 行 ず れ ば 經
を 愚 か に し ま い ら す る な ん ど を ど し て 罪 を 得 さ せ 候 也 。 此 事 を ば 一 切
御 心 得 候 て 、 月 水 の 御 時 は 七 日 ま で も そ の 氣 の 有 ん 程 は 、 御 經 を ば よ
ま せ 給 は ず し て 、 暗 に 南 無 妙 法 蓮 華 經 と 唱 さ せ 給 候 へ 。 禮 拜 を も 經 に
む か は せ 給 は ず し て 拜 せ さ せ 給 べ し 。 又 不 慮 に 臨 終 な ん ど の 近 づ き 候
は ん に は 、 魚 鳥 な ん ど を 服 さ せ 給 て も 候 へ 。 よ み ぬ べ く ば 經 を も よ
み 、 及 び 南 無 妙 法 蓮 華 經 と も 唱 さ せ 給 候 べ し 。 又 月 水 な ん ど は 申 に 及
候 は ず 。 又 南 無 一 乘 妙 典 と 唱 さ せ 給 事 、 是 同 じ 事 に は 侍 れ ど 、 天 親 菩
薩 ・ 天 台 大 師 等 の 唱 さ せ 給 候 が 如 く 、 只 南 無 妙 法 蓮 華 經 と 唱 さ せ 給 べ
き 歟 。 是 子 細 あ り て か く の 如 は 申 候 也 。 穴 賢 穴 賢 。  
 
日 蓮 が ほ ぼ 聖 教 を 見 た と こ ろ 、 酒 肉 ・ 五 辛 ・ 淫 事 な ど の よ う に 、 不 浄
を 明 確 に 月 日 を さ し て 禁 じ て い る よ う に 、 生 理 を 忌 む 経 論 は ま だ 見 た
こ と が な い 。 仏 陀 が 在 世 の 時 は 多 く の 若 い 女 性 が 尼 に な り 、 仏 法 を 修
行 し た が 、 生 理 の 時 と い っ て 嫌 わ れ た こ と は な い 。 こ れ か ら 推 し 量 る
と 、 生 理 と 言 う の は 外 か ら 来 た 不 浄 で は な く 、 た だ 女 性 独 特 の も の
で 、 生 死 の 種 を 継 ぐ た め の 道 理 だ ろ う 。 ま た 長 い 病 の よ う な も の で あ
る 。 た と え ば 屎 尿 な ど は 人 の 身 か ら 出 る が 、 清 潔 に し て い れ ば 別 に 拒
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否 す る も の で も な い 。 こ れ と 同 じ で あ る 。 そ う で あ る か ら 印 度 や 中 国
で は 嫌 う と は 聞 い て い な い 。 た だ し 日 本 国 は 神 国 で あ る 。 こ の 国 の 習
慣 と し て 仏 ・ 菩 薩 の 垂 迹 と さ れ て い る の は 不 思 議 で あ る が 、 経 論 に あ
わ な い 事 も 多 く あ る 。 こ れ に 背 く と 現 に 罰 が あ る 。 委 細 に 経 論 を 考 え
る と 、 仏 法 の 中 に 隨 方 毗 尼 と い う 戒 の 法 門 が こ れ に あ た る 。 こ の 戒 の
心 は 大 き く 違 わ な け れ ば 、 少 々 仏 教 と 違 っ て い て も 、 そ の 国 の 風 俗 に
違 う べ き で な い と い う 一 つ の 戒 を 仏 が 説 か れ た 。 こ れ を 知 ら な い 智 者
た ち は 、 神 は 神 鬼 で あ る の で 敬 う べ き で な い と い う 強 い 意 見 を 言 っ
て 、 多 く の 檀 那 を 損 な う こ と が あ る よ う だ 。 そ う で あ る な ら こ の 国 の
明 神 は 多 分 こ の 生 理 を 忌 む の で 、 生 を こ の 国 に 受 け た 人 々 は 大 い に 忌
む べ き だ ろ う か 。 た だ し 女 性 の 一 日 の 所 作 （ 屎 尿 ） は 差 し 支 え が な い
と 思 う 。 元 よ り 法 華 経 を 信 じ て い な い 人 々 が 、 経 を な ん と か し て 止 め
よ う と 思 う が 、 さ す が に す ぐ に 経 を 捨 て な さ い と は 言 え ず 、 身 の 不 浄
な ど に つ け い っ て 法 華 経 を 遠 ざ け よ う と 思 い 、 ま た 不 浄 の 時 に こ れ を
唱 え れ ば 経 を 疎 か に す る こ と に な る な ど と 脅 し て 、 罪 を 得 さ せ よ う と
す る 。 こ の こ と を す べ て 心 得 て 、 生 理 の 時 が 七 日 ほ ど 続 く 時 は 、 御 経
を 読 ま ず 、 暗 唱 し て 南 無 妙 法 蓮 華 経 と 唱 え な さ い 。 礼 拝 も 経 に 向 か わ
ず に 拝 み な さ い 。 ま た 不 慮 に 臨 終 な ど が 近 づ い た 時 や 、 魚 や 鳥 な ど を
食 べ て お ら れ る 時 も 、 読 め る な ら 経 を 読 み 、 南 無 妙 法 蓮 華 経 と 唱 え な
さ い 。 ま た 月 水 な ど は 言 う に 及 ば な い 。 ま た 南 無 一 乗 妙 典 と 唱 え る こ
と は 同 じ で あ る が 、 天 親 菩 薩 ・ 天 台 大 師 等 が 唱 え ら れ た よ う に 、 た だ
南 無 妙 法 蓮 華 経 と 唱 え る べ き で あ る 。 こ れ は 子 細 が あ る の で こ の よ う
に 言 う の だ 。  

 
 生 理 が 不 浄 で あ る と 忌 み 嫌 っ た 経 論 は 見 た こ と が な く 、 こ れ は 日 本 独 特
の も の で あ り 、 本 来 仏 教 は 生 理 の 不 浄 を 問 わ な い と 主 張 し 、 人 の 身 体 よ り
出 る 屎 尿 も 清 潔 に し て い れ ば 差 し 支 え な い よ う に 、 生 理 も 同 じ で あ る か
ら 、 忌 み 嫌 う 必 要 は な い と 実 に わ か り や す く 説 明 し て い る 。 生 理 の 時 経 を
読 ま ず 、 南 無 妙 法 蓮 華 経 と 唱 え る こ と に つ い て 、 栗 原 淑 江 氏 は 現 状 に 対 し
て 一 応 の 実 際 的 な 態 度 を と っ て い る の で あ る 。 当 時 、 月 経 へ の 穢 れ 観 は そ
う と う 広 く 深 く 浸 透 し て い た と 解 釈 さ れ て い る 8 。  

法 然 も 生 理 の 穢 れ を 否 定 し た が 、 日 蓮 は 事 細 か に 論 拠 を 挙 げ 説 明 し て い
る 。 生 理 を 不 浄 な も の と 捉 え な い 思 考 は 現 代 人 の そ れ と ほ と ん ど 同 じ で あ
る 。 当 時 の 日 本 社 会 の 生 理 に 対 す る 感 覚 か ら 、 随 方 毗 尼 に 従 い 摩 擦 を 避 け  
る た め 経 を 読 ま ず 、 南 無 妙 法 蓮 華 経 と 唱 え る こ と を 勧 め た の か も し れ な  
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い 。  
龍 女 の 変 成 男 子 否 定 の 理 由 を 日 蓮 は 詳 細 に 述 べ て い な い 。 『 法 華 経 』 に 絶

大 な 信 頼 を お い て い る 日 蓮 が 、 龍 女 の 変 成 男 子 に つ い て ど の よ う な 解 釈 を
し た の か 明 ら か に し て い な い 。 五 障 三 従 を 否 定 し 、 変 成 男 子 に よ る 成 仏 認
め ず 、 生 理 に よ る 不 浄 な ど な い と 、 仏 教 の 女 性 差 別 を 非 難 し た 日 蓮 で あ っ
た 。 「 法 華 経 」 の み が 女 性 を 往 生 に 導 く 経 典 で あ る と 説 き 、 女 性 の 信 徒 が
多 く 、 女 性 に あ て た 書 簡 も 他 の 鎌 倉 新 仏 教 の 宗 祖 に 比 べ ず ば 抜 け て 多 い 。
女 性 救 済 に 精 力 的 に 取 り 組 ん だ 証 で あ る 。 鎌 倉 新 仏 教 の 女 性 救 済 は 日 蓮 を
も っ て 完 成 し た と い え る 。  
 
 
1『 昭 和 定 本 日 蓮 聖 人 遺 文 』 「 女 人 往 生 鈔 」 、 立 正 大 学 日 蓮 教 学 研 究 所 、 1982年 、

pp.347-350。   

2  笠 原 一 男 『 女 人 往 生 思 想 の 系 譜 』 、 吉 川 弘 文 館 、 1975年 、 pp.215-216。  

3  間 宮 啓 壬 『 日 蓮 に み る 女 性 の 救 済 』 「 身 延 論 叢 」 （ １ ） 、 身 延 山 大 学 仏 教 会 、

1996年 、 pp.108。  

4  栗 原 淑 江 『 仏 教 史 に お け る 女 性 の 問 題 』 、 東 洋 学 術 研 究 弟 ４ １ 巻 第 １ 号 、 東 洋 哲 学

研 究 所 、 2002年 、 p.123。  

5  和 田 妙 咲 『 法 華 経 と 日 蓮 の 女 人 成 仏 に つ い て 』 、 興 隆 学 林 紀 要 第 １ ７ 号 、 興 隆 学 院

専 門 学 校 、 2020年 。 Pp.64-65。  

6  白 景 皓 『 法 華 経 提 婆 達 多 品 「 変 成 男 子 」 の 菩 薩 観 』 、 東 洋 文 化 研 究 所 報 20号 、 身

延 山 大 学 東 洋 文 化 研 究 所 、 2016年 、 pp.17-18。  

7  『 昭 和 定 本 日 蓮 聖 人 遺 文 』 「 月 水 御 書 」 、 立 正 大 学 日 蓮 教 学 研 究 所 、 1982年 、

pp.291-292。  

8  栗 原 淑 江 『 仏 教 史 に お け る 女 性 の 問 題 』 、 東 洋 学 術 研 究 第 ４ １ 巻 第 １ 号 、 東 洋 哲 学

研 究 所 、 2002年 、 pp116-117。  

 

 
小 結  

 
五 障 ・ 三 従 な ど の あ る 身 と し て 生 ま れ た 故 に 、 そ の ま ま で は 救 済 か ら 除

外 さ れ る こ と を 鎌 倉 期 の 女 性 た ち は 信 じ て い た で あ ろ う 。 こ の 女 性 た ち の
救 済 の 口 火 を 切 っ た の が 法 然 で あ っ た 。 変 成 男 子 に 疑 問 を 呈 し 男 女 平 等 に
救 済 さ れ る こ と を 受 け 入 れ 難 い 者 も 多 か っ た で あ ろ う と 法 然 は 考 え 、 第 十
八 願 に 第 三 十 五 願 を 加 え た と 推 測 し た 。 法 然 は 、 そ の 社 会 的 立 場 に か か わ
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ら ず 、 全 て の 女 性 に 往 生 の 道 を 示 し た 女 性 救 済 の 先 駆 者 で あ っ た 。 天 台 ・
真 言 の 女 性 は 穢 れ た 存 在 と す る 姿 勢 を 批 判 し 、 後 道 元 、 日 蓮 と 続 く 日 本 仏
教 に お け る 女 性 解 放 の 道 を 付 け た 人 で あ っ た 。 『 念 仏 往 生 要 義 抄 』 に は
「 五 逆 の 罪 を 犯 し た 者 も 、 女 性 も 、 一 闡 提 の 者 も 、 念 仏 に よ り 救 わ れ る 五
障 ・ 三 従 を 恨 ま ず 念 仏 し な さ い 。 」 と 五 障 ・ 三 従 も 問 題 な く 「 南 無 阿 弥 陀
仏 」 と 唱 え る と 浄 土 に 往 生 で き る と 導 い た 。  

漢 文 経 典 に は 仏 陀 在 世 に 阿 羅 漢 位 を 得 た 比 丘 尼 た ち が 登 場 す る が 、 そ れ
ま で の 日 本 仏 教 で は そ こ に 目 を 向 け る こ と な く 、 五 障 三 従 に よ り そ の 身 の
ま ま で は 救 済 さ れ な い こ と に 疑 問 を 挟 む こ と は な か っ た 。 多 い と は い え な
い 男 女 を 平 等 に 扱 っ た 文 献 に 目 を む け 、 道 元 は 「 礼 拝 得 髄 」 で は 根 拠 を 示
し な が ら 、 結 界 を 非 難 し 、 女 性 差 別 を 否 定 し た 。 そ の 道 元 が 「 出 家 功 徳 」
で は 一 転 し て 、 女 身 成 仏 は 正 伝 で は な い と 言 い だ し た 。 仏 教 女 性 観 は 時 の
流 れ に よ っ て 変 貌 し て い く が 、 道 元 の よ う に 一 人 の 思 考 の な か で 真 逆 の 説
を 生 み 出 し た 人 は 希 で あ る 。  

院 政 ・ 鎌 倉 初 期 は 表 で あ れ 裏 で あ れ 、 良 く も 悪 し く も 女 性 が 政 治 に 強 い
権 力 を 及 ぼ し た 時 代 で あ る 。 ま た 、 女 性 の 相 続 権 も 認 め ら れ て お り 、 経 済
的 に 恵 ま れ た 者 も 多 く 、 女 性 の 手 で 寺 院 へ の 寄 進 も さ れ た 。 「 礼 拝 得 髄 」
の 女 人 差 別 批 判 は 深 草 で 打 ち 出 さ れ た も の で あ る 。 深 草 は 京 の 都 に 近 く 、
道 元 が こ の よ う な 女 性 た ち を 意 識 し て い た こ と は 多 分 に あ っ た で あ ろ う 。
ま た 、 こ れ ら の 女 性 の 寄 与 を 無 視 し て 新 興 仏 教 は 成 り 立 た な い と い う 自 覚
も 道 元 は も っ て い た で あ ろ う 。 し か し 越 前 に 移 り 永 平 寺 に 身 を お い て か ら
は 、 男 女 平 等 思 想 が 受 け 入 れ ら れ に く い 土 地 柄 か ら 、 女 性 を 意 識 す る 必 要
が な く な っ た の で は な か ろ う か 。 道 元 の 思 想 変 貌 に は 、 彼 を 取 り ま く 人 々
の 意 識 が 大 き く 関 わ っ て い る の で は な い だ ろ う か 。 や が て 永 平 寺 も 女 人 禁
制 を 布 く こ と に な る 。  

日 蓮 は 鎌 倉 新 仏 教 の 創 始 者 た ち の 中 で 最 も 女 性 救 済 に 力 を 尽 く し た 人 で
あ っ た 。 「 法 華 経 」 の み が 女 性 を 往 生 に 導 く 経 典 で あ る と 説 き 、 女 性 の 信
徒 が 多 く 、 女 性 に あ て た 書 簡 も 九 十 通 あ る 。 そ こ に は 宗 教 指 導 だ け で な
く 、 日 常 生 活 に つ い て も 男 女 ・ 夫 婦 ・ 母 な ど そ れ ぞ れ の 立 場 に お け る 助 言
を し て い る 。 女 性 の 良 き 理 解 者 で あ ろ う と し た 痕 跡 が 窺 え る 。 日 蓮 の 女 人
往 生 の 根 拠 は 「 法 華 経 」 の 竜 女 の 成 仏 で あ る 。 竜 女 が 男 性 に 変 わ っ て 成 仏
し た こ と に は 触 れ ず 、 「 即 身 仏 の 手 本 は 竜 女 な り 」 と 変 成 男 子 で は な く 女
身 の ま ま で 成 仏 し た と 捉 え て い る 。 末 法 の 女 性 は 阿 弥 陀 の 本 願 で は 成 仏 で
き な い と 本 願 力 を 否 定 し 、 「 法 華 経 」 の み が 女 人 を 成 仏 に 導 く と 主 張 す
る 。 五 障 三 従 を 否 定 し 、 変 成 男 子 に よ る 成 仏 認 め ず 、 生 理 に よ る 不 浄 な ど
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な い と 、 仏 教 の 女 性 差 別 を 悉 く 非 難 し た 日 蓮 で あ っ た 。 日 蓮 の 出 生 に つ い
て は 「 佐 渡 御 勘 気 抄 」 で 「 日 蓮 は 日 本 國 東 夷 東 条 安 房 の 國 の 海 辺 の 旃 陀 羅
が 子 也 」 と 述 べ て い る 1 。 し か し 当 時 多 く の 僧 が 公 家 や 武 家 の 出 身 者 で あ っ
た の で 、 果 た し て 天 台 寺 院 が 受 け 入 れ た か 疑 問 で あ る 。 こ れ は 自 己 の 出 生
を 語 る の で は な く 、 旃 陀 羅 と い う 卑 し い 者 で も 「 法 華 経 」 は 高 貴 な 人 々 と
差 別 す る こ と な く 平 等 に 救 う こ と を 主 張 し た か っ た の で は な い だ ろ う か 。  
 
 
1『 昭 和 定 本 日 蓮 聖 人 遺 文 』 「 佐 渡 御 勘 気 抄 」 、 立 正 大 学 日 蓮 教 学 研 究 所 、 1982年 、

p.510。   

 
 
終 章  
 

イ ン ド に は 女 性 の 地 位 の 低 さ を 示 す サ テ ィ ー と い う 風 習 が あ っ た 。 夫 の
死 後 寡 婦 と な っ た 妻 が 、 夫 の 死 体 と 共 に そ の 身 を 荼 毘 に 付 す の で あ る 。 サ
テ ィ ー の 風 習 は い つ か ら 始 ま っ た か は 定 か で な い が 、 デ ィ オ ド ロ ス の 『 歴
史 叢 書 』 に そ れ が 行 わ れ た 記 述 が あ る 1 。 紀 元 前 327 年 ア レ キ サ ン ド ロ ス
の 沒 後 の 後 継 者 間 の 争 い の 時 、 イ ン ド 出 身 で エ ウ メ ネ ス 軍 の 将 軍 ケ テ ウ ス
が 戦 死 し た 。 彼 は 二 人 の 妻 を 伴 っ て い て 、 妻 た ち は 夫 と 共 に 焼 か れ る こ と
を 望 ん だ が 、 年 上 の 妻 は 妊 娠 し て い た た め 年 下 の 妻 が サ テ ィ ー を 行 っ た 。
理 想 の 女 性 像 は 亡 く な っ た 夫 に 従 い 共 に 身 を 焼 く こ と で 、 サ テ ィ ー は 貞 淑
な 妻 と い う 意 味 で あ る 。  

一 方 紀 元 前 304 年 頃 、 西 北 イ ン ド を め ぐ る 抗 争 の 講 和 が イ ン ド と シ リ ア
の 間 で 成 立 し た 。 シ リ ア の 王 セ レ コ ウ ス 一 世 は 、 イ ン ド の マ ウ リ ア 王 朝 の
チ ャ ン ド ラ グ プ タ 王 に 、 大 使 と し て ギ リ シ ャ 人 の メ ガ ス テ ネ ス を 派 遣 し
た 。 彼 が イ ン ド 滞 在 中 の 見 聞 を も と に 著 し た の が 『 イ ン ド 誌 』 で あ る 。 そ
こ に 仏 教 の 比 丘 尼 教 団 と 考 え ら れ る 記 述 が あ る 2 。 「 一 部 の 行 者 は 女 性 た
ち と 共 に 、 哲 学 を 探 究 し 、 女 性 も 色 欲 を 避 け て い る 。 」  
 ほ ぼ 同 じ 時 期 の 記 述 に は 、 同 じ 民 族 と は 思 え な い ほ ど の 開 き が あ る 。 中
村 元 氏 は そ の 著 『 尼 僧 の 告 白 』 に お い て 、 尼 僧 の 教 団 の 出 現 と い う こ と
は 、 世 界 の 思 想 に お い て も 驚 く べ き 事 実 で あ る 。 当 時 の ヨ ー ロ ッ パ 、 北 ア
フ リ カ 、 西 ア ジ ア 、 東 ア ジ ア を 通 じ て （ 尼 僧 の 教 団 ） な る も の は 存 在 し な
か っ た 。 仏 教 が 初 め て つ く っ た の で あ る と 述 べ ら れ て い る ３ 。 た だ 最 初 に  
尼 僧 教 団 を 成 立 し た だ け で は な い 。 当 時 の 文 明 世 界 で 最 も 女 性 の 地 位 の 低  
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い 中 で の 出 現 で あ っ た 。  
 仏 陀 は 『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 594～ 656偈 で 、 草 や 木 ・ 蛆 虫 や 蟋 蟀 や 蟻 ・ 四
足 の 獣 ・ 腹 で 這 う も の ・ 魚 ・ 鳥 の 特 徴 は 生 ま れ に も と づ い て い る 。 し か し
人 間 に は 生 ま れ に も と づ く 特 徴 は な い 。 名 称 が あ る だ け で あ る 。 ま た 、 生
ま れ に よ っ て バ ラ モ ン と な る の で は な く 行 い に よ っ て バ ラ モ ン と な り 、 行
い に よ っ て 農 夫 ・ 職 人 ・ 商 人 ・ 傭 人 ・ 盗 賊 ・ 戦 士 ・ 司 祭 者 ・ 王 と な る と 説
い て い る 4 。 仏 陀 の 平 等 思 想 は 仏 教 教 団 に さ ま ざ ま な 人 々 を 引 き 寄 せ た 。
『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 や 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 に は 、 バ ラ モ ン ･ク シ ャ ト リ
ヤ ・ バ イ シ ャ ・ シ ュ ー ド ラ ・ 不 可 触 民 ・ 強 盗 ・ 殺 人 鬼 ・ 若 者 ・ 老 人 ・ 能 力
の 劣 る 者 ・ 根 性 の な い 者 な ど に 交 じ っ て 女 性 も い た 。 女 性 の 占 め る 割 合 は
約 ２ ０ ％ で あ っ た 。 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 や 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 の 時 代 は
男 女 平 等 に 修 行 に 励 む こ と が で き 、 女 性 出 家 者 に と っ て は 恵 ま れ た 良 き 時
代 で あ っ た 。  

部 派 仏 教 の 時 代 に な る と ヒ ン ズ ー 教 的 女 性 差 別 思 想 が 導 入 さ れ 、 比 丘 尼
を 比 丘 の 支 配 下 に 置 き 、 女 性 を 悟 り へ の 道 か ら 外 す 動 き が 起 こ っ た 。 対 機
説 法 に よ り 仏 弟 子 た ち が 個 人 指 導 を 受 け た こ と か ら 、 弟 子 た ち が 受 け た 教
え は 必 ず し も 同 じ も の で は な か っ た 。 ま た 長 く 口 伝 で 伝 え ら れ た た め 仏 陀
の 教 え が 正 確 に 伝 わ る こ と が で き な か っ た 。 そ れ ゆ え に 「 如 是 我 聞 」 で 始
め れ ば 仏 説 と し て 扱 わ れ 、 仏 教 思 想 は 大 き く 変 化 し て い っ た 。 特 に 女 性 観
は そ の 影 響 を 受 け た 。 八 敬 法 や 五 障 三 従 な ど 比 丘 尼 の 地 位 を 下 げ 、 女 性 を
排 除 す る 動 き も 起 こ っ た 。 し か し そ の 反 動 も あ っ た 。 大 乗 仏 教 で は 空 思 想
か ら 女 性 の 成 仏 を 説 き 、 変 成 男 子 に よ る 女 人 成 仏 な ど が 説 か れ た 。  

『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』 や 『 テ ー ラ ガ ー タ ー 』 『 テ ー リ ー ガ ー タ ー 』 な ど 仏
教 平 等 思 想 を 顕 著 に 示 す 文 献 は 北 伝 に は な か っ た 。 そ の た め 日 本 に 伝 え ら
れ た 仏 教 文 献 は 八 敬 法 、 五 障 三 従 、 変 成 男 子 が 定 着 し た も の で あ っ た 。 女
人 禁 制 を 布 く 天 台 ･真 言 に 、 鎌 倉 新 仏 教 は そ れ ら に 疑 問 を 呈 し た 。 漢 文 文 献
か ら 仏 陀 在 世 の こ ろ の 比 丘 尼 の 姿 を 探 り 、 仏 教 に お け る 女 権 の 回 復 を 模 索
し た 。  

こ の よ う に 仏 教 女 性 観 は 男 女 平 等 で あ っ た り 、 女 性 に 差 別 的 で あ っ た り
を 繰 り 返 し て き た 。 仏 教 に 女 性 差 別 を 導 入 し た の は 明 ら か に 男 性 出 家 者 で
あ る 。 ま た 女 性 の 救 済 に 力 を 尽 く し た の も 男 性 出 家 者 で あ る 。 仏 教 が 女 性  
を 差 別 す る か 否 か は 時 と 空 間 に お い て さ ま ざ ま で あ る 。 し か し 女 性 差 別 を
実 行 し た 男 性 出 家 者 た ち は 自 己 の 主 張 を 正 当 化 す る た め 、 女 性 出 家 者 が 男
性 出 家 者 と 肩 を な ら べ た 時 代 の 文 献 を 削 除 し ょ う と は し な か っ た 。 自 己 の
都 合 に 合 わ せ て 文 献 を 削 っ た り 変 え た り す る こ と は せ ず 、 差 別 的 文 献 を 加
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え る だ け で あ っ た 。 こ れ が 過 去 の 文 献 を も と に 、 後 世 一 度 排 除 さ れ た 女 性
の 救 済 を 模 索 す る こ と に 繋 が っ た 。 日 本 に 仏 教 が 入 っ た 当 初 か ら 女 性 を 差
別 し て い た 経 典 が 数 あ る 中 で 、 鎌 倉 仏 教 が 女 性 救 済 を 導 き 出 し た 要 因 で も
あ る 。  

佐 々 木 閑 氏 は 遮 法 に つ い て 、 そ の 当 時 の イ ン ド 社 会 の な か で 仏 教 僧 団 が
社 会 と の 軋 轢 を 避 け る た め に 導 入 し た 法 規 で あ り 、 時 代 が 変 り 社 会 が 変 わ
れ ば 機 能 し な く な る 。 逆 に 社 会 か ら 非 難 を 呼 ぶ 重 大 な 汚 点 と な る 。 社 会 と
の 軋 轢 を 避 け る と い う 効 用 を 失 っ た 遮 法 に は も は や 存 続 理 由 は な い 。 現 代
に は 現 代 の 法 規 が 要 求 さ れ る と 述 べ て お ら れ る 5 。  

仏 教 の 差 別 思 想 を 取 り 上 げ て 、 男 性 出 家 者 を 差 別 者 と し て 非 難 す る こ と
は 簡 単 で あ る 。 女 性 に 対 す る 悪 意 や 偏 見 か ら 女 性 差 別 に 荷 担 し た 男 性 出 家
者 が い た こ と は 、 修 行 や 教 団 運 営 に 不 必 要 な 差 別 文 献 が あ る こ と か ら 明 ら
か で あ る 。 一 方 時 代 の 風 潮 に や む な く 迎 合 し て い っ た 男 性 出 家 者 も い た で
あ ろ う 。 も し 仏 教 が イ ン ド 社 会 で 女 性 差 別 を 拒 否 し 続 け て い た な ら ば 仏 教
は 存 続 し て い た で あ ろ う か 。 経 や 律 の 文 字 化 以 前 に 消 滅 し て 仏 陀 の 目 指 し
た こ と は 残 ら な か っ た 可 能 性 も あ る 。 仏 教 女 性 観 の 展 開 を 鑑 み る と 、 仏 教
は 節 操 の な い 思 想 と も と れ る し 、 柔 軟 な 思 想 と も と れ る 。 時 代 に あ わ せ 変
化 す る こ と を や む な く さ れ た ゆ え 、 時 代 に 合 わ せ る こ と が で き る 思 想 で あ
る 。 膨 大 な 文 献 に は 現 代 に も 通 用 す る 女 性 観 が 多 々 あ り 、 仏 陀 の 時 代 近 く
に 戻 る だ け で 現 代 社 会 に 適 合 す る 思 想 で あ る 。  

 
1  Diodorus  of  S i c i ly ,  uk 9 ,  Lonndon :W.Heinemann,Haverd ,1947 ,  pp .319-323 .  

2  Ancient  India ,as  described  by  Megas thenes  and  Arr i an ,  Ca lc ut ta :Chuk ervet ty ,  

Chat ter j ee ,  1960 ,  p .103  

3 中 村 元 『 尼 僧 の 告 白 』 、 岩 波 書 店 、 1982 年 、 pp.120-121。  

4  Sut ta-n ipāta ,  PTS ,  pp .115-123 .  

5 佐 々 木 閑 『 出 家 と は 何 か 』 、 大 蔵 出 版 、 1999 年 、 pp.101-102。  

 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

参 考 資 料  
 
相 川 愛 美   『 イ ン ド に お け る 「 サ テ ィ ー 」 の 観 念 の 現 代 的 再 解 釈 ： ラ ー

ニ ー ・ サ テ ィ 寺 院 の 縁 起 譚 を 巡 っ て 』  宗 教 研 究 89 巻 3 輯  
日 本 宗 教 学 会  2015 年  

赤 沼 智 善   『 佛 教 の 正 し き 女 性 觀 』  合 掌 社  1923 年   
『 聖 典 物 語 』  無 我 山 房  1908 年  
『 佛 教 経 典 史 論 』  法 蔵 館  1981 年   

赤 松 考 章   『 キ サ ー ゴ ー タ ミ ー 説 話 の 系 譜 』  高 松 大 学 紀  34 号   
高 松 大 学 ・ 高 松 短 期 大 学  2000 年  

荒 牧 典 俊 ・ 本 庄 良 文 ・ 榎 本 文 雄  『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』  講 談 社  2015 年  
池 上 和 夫   『 Theragaāthā・  Therīgaāthā に お け る 業 の 形 態 に つ い て 』

大 崎 学 報 144 号  立 正 大 学 仏 教 学 会  1988 年  
磯 邊 友 美   『 Śārdūlakarṇāvadāna に 見 る チ ャ ン ダ ー ラ の 出 家 』   

龍 谷 大 学 大 学 院 研 究 科 紀 要 27 号   
龍 谷 大 学 大 学 文 学 研 究 科 紀 要 編 集 委 員 会  2005 年  

李 吉 珠    『 古 代 イ ン ド に お け る 女 性 仏 教 修 行 者 の 生 活 』   
名 古 屋 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科  2007 年  

伊 東 迪    『 宗 教 、 特 に 仏 教 と 女 性 ---な ぜ 女 性 を 貶 め る の か 』  
 広 島 経 済 大 学 研 究 論 集 9(3)  広 島 経 済 大 学 経 済 学 会   

1986 年  
伊 藤 秀 憲   『 正 法 眼 蔵 に 見 ら れ る 在 家 ・ 女 人 の 成 仏 非 成 仏 に つ い て 』  

宗 学 研 究 21 号  曹 洞 宗 総 合 研 究 セ ン タ ー  1995 年  
入 山 淳 子   『 テ ー リ ー ガ ー タ ー  仏 に ま み え た 女 た ち 』   

日 本 放 送 出 版 協 会  2007 年  
岩 本 祐    『 仏 教 と 女 性 』  レ グ ル ス 文 庫  1980 年  
      『 岩 本 祐 著 作 集 』 第 ２ 巻  「 仏 教 の 内 相 と 外 相 」  1989 年  
      『 佛 教 入 門 』  中 央 公 論 社  1964 年  
宇 井 伯 寿   『 印 度 哲 学 研 究 』  岩 波 書 店  1982 年  
植 木 雅 俊   『 男 性 原 理 と 女 性 原 理 』  中 外 日 報  1996 年  
      『 日 蓮 の 女 性 観 』  法 蔵 館  2023 年  
      『 テ ー リ ー ガ ー タ ー ： 尼 僧 た ち の い の ち の 賛 歌 』  角 川 選 書  

2017 年  
江 原 通 子   『 テ ー リ ー ガ ー タ ー に 聴 く ブ ツ ダ の こ と ば 』   

日 本 テ ー ラ ワ ー ダ 仏 教 協 会  2007 年  



116 
 

及 川 真 介 ・ 村 上 真 完  『 仏 弟 子 達 の こ と ば 註 』  春 秋 社  一 巻  2013 年  
二 巻 2014 年  三 巻 2015 年  四 巻 2016 年  

及 川 真 介   『 大 迦 葉  Mahā-kassapa』  法 華 文 化 研 究 会 13 号   
法 華 文 化 研 究 所  1987 年  

大 越 愛 子   『 女 性 と 宗 教 』  岩 波 書 店  1997 年  
大 越 愛 子  源 淳 子  『 解 体 す る 仏 教 』  大 東 出 版  1984 年  
香 川 孝 雄   『 法 然 上 人 の 女 人 往 生 論 』  浄 土 宗 学 研 究 8 号   

知 恩 院 浄 土 宗 学 研 究 所  1996 年  
笠 原 一 男   『 女 人 往 生 思 想 の 系 譜 』  吉 川 弘 文 館  1975 年  
梶 山 雄 一   『 空 の 思 想 ： 仏 教 に お け る 言 葉 と 沈 黙 』  人 文 書 院  1983 年  
      『 差 別 と 仏 教 』  創 価 学 会 国 際 仏 教 学 高 等 研 究 所 年 報  

 創 価 学 会 ・ 国 際 仏 教 学 高 等 研 究 所  1997 年  
金 本 拓 士   『 仏 教 と 女 性 ー 仏 教 の 性 に 対 す る 在 り 方 と は ー 』   

現 代 密 教 5 号  智 山 伝 法 院  1993 年  
      『 女 人 結 界 の 意 味 す る も の ー 結 界 と は ー 』  現 代 密 教 7 号  
       智 山 伝 法 院  1995 年  
上 村 勝 彦   『 実 利 論 』  岩 波 書 店  1984 年  
苅 谷 定 彦   『 法 華 経 に お け る 女 性 』  日 本 仏 教 学 会 年 報 ５ ６ 号  1991 年  
岸 田 知 子   『 人 の 移 動 と 文 化 の 交 差 』 ジ ェ ン ダ ー 叢 書 7 巻  明 石 書 店  

2011 年   
木 村 高 尉   『 梵 文 二 万 五 千 頌 般 若 経 』  山 喜 房 佛 書 林  1986 年  
栗 原 圭 介   『 新 釈 漢 文 大 系 』 113「 大 戴 礼 」  明 治 書 院  1991 年  
栗 原 淑 江   『 仏 教 史 に お け る 女 性 の 問 題 』  東 洋 学 術 研 究 第 41 巻 1 号  

東 洋 学 術 研 究 所  2002 年  
『 仏 教 に お け る 男 女 平 等 観 ― 仏 陀 の 時 代 』   

東 洋 学 術 研 究 第 54 巻 第 2 号  東 洋 学 術 研 究 所  2015 年  
櫻 井 智 浩    『 キ サ ー ゴ ー ミ ー は な ぜ 、 出 家 し た の か ？ 』   

現 代 と 親 鸞 8 号  親 鸞 仏 教 セ ン タ ー  2005 年  
櫻 部 建     『 業 ・ 宿 業 の 思 想 』  平 楽 寺 書 店  2003 年  
Sumet Supalaset 『 仏 伝 文 学 に お け る パ タ ー チ ャ ー ラ ー 比 丘 尼 の 出 家 物 語

の 位 置 と そ の 意 味 』  印 度 佛 教 學 研 究 58 巻 第 1 号  
2009 年  

佐 々 木 閑    『 出 家 と は な に か 』  大 蔵 出 版  1999 年  
シ ョ バ ・ ラ ニ ・ ダ シ ュ  『 マ ハ ー パ ジ ャ ー パ テ ィ ー 』  法 蔵 館  2015 年  



117 
 

『 「 五 障 」 と 「 変 成 男 子 」 に 関 す る 諸 問 題 』  大 谷 学 報  大
谷 学 会  2021年  

菅 沼 晃     『 ブ ッ ダ と そ の 弟 子 82の 物 語 』  法 蔵 館  1990年  
鈴 木 隆 泰    『 仏 教 と 差 別 』  山 口 大 学 社 会 福 祉 学 部 紀 要 10号   

山 口 大 学 社 会 福 祉 学 部  2004年  
世 燈 （ 金 仁 淑 ） 『 八 敬 法 の 歴 史 性 に 関 す る 考 察 』  駒 澤 大 学 仏 教 学 部 論 集

第 24号  駒 澤 大 学 仏 教 学 部 研 究 室  1993年  
多 賀 瑞 心   『 メ ガ ス テ ネ ス 『 イ ン ド 誌 』 断 片 試 択 』   

島 根 農 科 大 学 研 報 告  島 根 大 学  1957年  
田 上 太 秀   『 仏 教 と 女 性 』  駒 澤 大 学 文 學 研 究 第 11号  駒 澤 大 学   

2008年   
      『 原 始 仏 教 教 団 に お け る 出 家 動 機 に つ い て 』  駒 澤 大 学 仏 教  

学 研 究 紀 要 29号  駒 澤 大 学  1971年  
      『 仏 教 と 女 性 ― イ ン ド 仏 典 が 語 る 』  東 京 書 籍  2004年  
      『 仏 陀 の 言 い た か っ た こ と 』  講 談 社  2000年    
       『 変 成 男 子 の 研 究 』  駒 澤 大 学 禅 研 究 所 年 報 第 1号   

駒 澤 大 学 禅 研 究 所  1990年    
竹 内 照 夫   『 新 釈 漢 文 大 系 』 28「 礼 記 」  明 治 書 院  1977年  
龍 村 龍 平   『 変 成 男 子 説 の 一 側 面 』  印 度 学 仏 教 学 研 究 第 28巻 1号   

日 本 印 度 仏 教 学 会  1979年  
田 中 菟 弥    『 世 界 の 女 性 史 15 イ ン ド サ リ ー の 女 た ち 』 評 論 社  1976年  
鳥 居 千 代 香  『 イ ン ド 女 性 学 入 門 』  新 水 社  1996 年  
      『 イ ン ド の 女 性 問 題 と ジ ェ ン ダ ー 』  明 石 書 房  2004 年  
永 崎 亮 寛   『 仏 教 と 文 化 』 「 マ ハ ー カ ッ サ パ 比 丘 伝 に つ い て 」   

中 川 善 教 先 生 頌 徳 記 念 論 集  同 朋 舎 出 版  1983 年  
中 曽 根 充 修  『 仏 典 に み ら れ る ア ー ジ ー ヴ ィ カ 教 の 六 生 類 説 に つ い て 』  

印 度 學 佛 教 學 研 究 70 巻 1 号  2021 年  
永 田 瑞    『 大 智 度 論 の 女 性 観 』  印 度 學 佛 教 學 研 究  28 巻 2 号   

日 本 印 度 學 佛 教 學 会  1980 年  
中 野 義 照    『 仏 教 文 献 』  日 本 印 度 学 会  1978 年  
中 野 優 信    『 道 元 の 女 性 観 一 』  宗 学 研 究 第 37 号   

曹 洞 宗 宗 学 研 究 セ ン タ ー  1995 年  
       『 道 元 の 女 性 観 二 」  曹 洞 宗 宗 学 研 究 所 紀 要 9 号  

曹 洞 宗 宗 学 研 究 所  1995 年  
中 村 元     『 ブ ッ ダ の こ と ば 』  岩 波 書 店  1984 年  



118 
 

       『 仏 弟 子 の 告 白 』  岩 波 書 店  1982 年  
       『 尼 僧 の 告 白 』  岩 波 書 店  1982 年  
       『 中 村 元 選 集 』  春 秋 社  1997 年  
中 村 敏     『 仏 教 の 女 性 観 』  草 原 社  2003 年  
中 村 了 昭    『 新 訳 ラ ー マ ー ヤ ナ 』 全 7 巻  平 凡 社  2012、 2013 年  
並 川 孝 儀    『 ス ッ タ ニ パ ー タ 』  岩 波 書 店  2008 年  
野 沢 正 信    『 古 代 イ ン ド の 宿 命 論 ア ー ジ ー ヴ ィ カ 教 に つ い て 』   

印 度 哲 学 仏 教 学 18 号  北 海 道 印 度 哲 学 仏 教 学 会  2003 年  
裵 慶 娥     『 法 性 の 観 点 か ら 見 た 比 丘 尼 律 ― 比 丘 尼 戒 律 の 男 女 差 別 的 条

項 に つ い て の 様 々 な 解 釈 を 中 心 に ー 』   
東 ア ジ ア 仏 教 学 術 論 集 9 号  東 洋 大 学 東 洋 学 術 研 究 所  
2001 年  

白 景 皓     『 法 華 経 菩 婆 達 多 品 「 変 成 男 子 」 の 菩 薩 』   
東 洋 文 化 研 究 所 報 20 号  身 延 山 大 学 東 洋 文 化 研 究 所   
2016 年  

朴 点 淑     『 第 四 結 集 は あ っ た か 』  駒 沢 大 学 仏 教 学 部 論 集 32 号   
駒 駒 澤 学 仏 教 学 研 究 所  2001 年  

早 島 鏡 正    『 仏 弟 子 の 詩 』  講 談 社  1985 年   
原 實      『 古 代 イ ン ド の 女 性 観 』 (１ ) 国 際 仏 教 大 学 大 学 院 紀 要   

第 5 号 2002 年 （ 2）  6 号 2003 年 （ 3）  8 号 2004 年 （ 4）  
9 号 2005 年   

菱 木 政 晴    『 変 成 男 子 説 と は 何 か 』  同 朋 仏 教 31 号   
同 朋 大 学 仏 教 研 究 会  1996 年  

平 岡 聡      『 イ ン ド 仏 教 に お け る 差 別 と 平 等 の 問 題 ー 業 報 輪 廻 説 の 功 罪   
ー 』  臨 床 心 理 学 部 研 究 報 告 第 ２ 集  京 都 文 教 大 学  2010 年  

平 川 彰     『 律 蔵 の 研 究 』 「 平 川 彰 著 作 集 」 9・ 10 巻  春 秋 社  1999、
2000 年  

        『 イ ン ド 仏 教 史 』 上 ・ 下 巻  春 秋 社  1979 年  
       『 仏 滅 後 の 教 団 に お け る 阿 難 の 位 置 』  仏 教 研 究 10 号   

国 際 仏 教 徒 協 会  1981 年       
『 原 始 仏 教 の 研 究 』  春 秋 社  1964 年  
『 初 期 大 乗 仏 教 の 研 究 』 1 、 2「 平 川 彰 著 作 集 」 3,4 巻   
春 秋 社  1989 年  

平 松 隆 円    『 女 性 を 巡 る 仏 教 』  日 本 仏 教 教 育 学 研 究 15 号  
         日 本 仏 教 学 会  2007 年  



119 
 

廣 岡 郁     『 法 然 教 学 に お け る 女 性 観 』  印 度 学 仏 教 学 研 究 第 43 巻  
2 号  日 本 印 度 学 仏 教 学 会  1995 年  

福 原 隆 善    『 法 然 上 人 の 女 人 往 生 論 』  日 本 仏 教 学 会 年 報 56 号   
日 本 仏 教 学 会  1991 年  

藤 田 安 達 ・ 荒 巻 典 俊 ・ 本 庄 良 文 ・ 榎 本 文 雄  『 ブ ッ ダ の 詩 』  講 談 社   
 1986 年  

藤 原 定 家    『 明 月 記 』  国 書 刊 行 会  1911 年  
前 田 恵 學    『 原 始 仏 教 聖 典 の 成 立 史 研 究 』  山 喜 房 仏 書 林  1964 年  
増 谷 文     『 正 法 眼 蔵 』  講 談 社  2004 年   
間 宮 敬 壬    『 日 蓮 に み る 女 性 の 救 済 』  身 延 論 叢 （ １ ）   

身 延 山 大 学 仏 教 会  1996 年  
マ ラ セ ン     『 イ ン ド の 女 性 問 題 と ジ ェ ン ダ ー 』  明 石 書 店  2004 年  
水 野 弘 元    『 長 老 偈 、 長 老 尼 偈 の 対 応 表 』 仏 教 研 究 22 号  
            国 際 仏 教 徒 協 会  1993 年  

『 経 典 ： そ の 成 立 と 展 開 』  佼 成 出 版 社  1990 年  
       『 釈 尊 の 生 涯 』  春 秋 社  1960 年  
源 淳 子  大 越 愛 子  『 解 体 す る 仏 教 』  大 東 出 版 社  1994 年  
源 淳 子     『 仏 教 の 女 性 否 定 』  印 度 學 佛 教 學 研 究 38 巻 1 号  1989 年  
       『 フ エ ミ ズ ム が 問 う 仏 教 』  三 一 書 房  1997 年    
源 順      『 二 十 巻 本 倭 名 類 聚 抄 』 [古 活 字 版 ]巻 第 一  1617 年 。  
宮 坂 宥 勝    『 旃 陀 羅 の 史 的 考 察 』 二  智 山 学 報 42 号  智 山 勧 学 会  

1993 年   
『 古 代 イ ン ド に お け る チ ャ ン ダ ー ラ 』  智 山 学 報 44 号   

智 山 勧 学 会  1995 年   
望 月 海 淑    『 法 華 経 に お け る 女 人 成 仏 に 就 い て 』  東 洋 文 化 研 究 所 所 報

２ 号  身 延 山 大 学 東 洋 文 化 研 究 所  1998 年  
森 章 司 ・ 本 澤 綱 夫  『 Mahāpajāpatī  Gotamī の 生 涯 と 比 丘 尼 サ ン ガ の 形

成 』 中 央 学 術 研 究 所 紀 要 モ ノ グ ラ ム 篇  No10 
中 央 学 術 研 究 所  2005 年  

森 祖 道     『 初 期 経 典 （ 三 蔵 ） の 編 纂 （ 結 集 ） と 伝 承 （ 口 伝 と 書 写 ） 』
国 際 哲 学 研 究 ７  東 洋 大 学 国 際 哲 学 研 究 セ ン タ ー  2018 年  

山 口 雅 子    『 テ ー リ ー ガ ー タ ー に お け る 子 を 喪 っ た 母 の 物 語 』  
和 歌 山 県 立 医 科 大 学 保 険 看 護 学 部 紀 要  第 11 巻  2014 年  

山 崎 元 一    『 古 代 イ ン ド 社 会 の 研 究 ： 社 会 の 構 造 と 庶 民 ･下 層 民 』   
刀 水 書 房  1987 年  



120 
 

           『 古 代 イ ン ド の 賤 民 制 』  東 洋 学 報 第 53 巻 第 3・ 4 号  
東 洋 文 庫  1971 年  

      『 仏 滅 年 代 に つ い て 』  東 洋 学 研 究 23  東 洋 学 研 究 所  
1984 年  

山 崎 宏  笠 原 一 男  『 仏 教 史 年 表 』  法 蔵 館  1979 年  
吉 澤 秀 知   『 Bhikṣuṇ ī-Vinaya 訳 註 （ １ ） 』   

多 田 孝 文 名 誉 教 授 古 希 記 念 論 文 集  山 喜 房 佛 書 林  2013 年  
吉 田 道 興   『 道 元 禅 師 の 比 丘 尼 ・ 女 性 観 』  日 本 仏 教 学 会 年 報 56 巻   

日 本 仏 教 学 会 西 部 事 務 所  1990 年  
古 田 紹 欽   『 中 世 禅 林 に お け る 女 性 の 入 信 』  印 度 學 佛 教 學 研 究 26 巻 1

号  1997 年  
米 澤 嘉 康   『 初 転 法 輪 直 前 に お け る ウ パ カ と の 邂 逅 』  智 山 学 報 65 巻  

 智 山 勧 学 会  2016 年  
和 田 妙 咲   『 法 華 経 と 日 蓮 の 女 人 成 仏 に つ い て 』  興 隆 学 林 紀 要 17 号  

興 隆 学 院 専 門 学 校   2020 年  
渡 辺 照 宏   『 釈 尊 を め ぐ る 女 性 た ち 』 大 法 輪 閣  1976 年  
渡 瀬 信 之   『 マ ヌ 法 典 』  東 洋 文 庫  2013 年  
『 大 正 新 脩 大 蔵 経 』  
『 南 伝 大 蔵 経 』  
『 校 註 国 歌 大 系 』 第 三 、 四 、 六 巻  国 民 図 書  1928年  
『 国 史 大 系 』 五 四 巻  吉 川 弘 文 館  1964年  
『 昭 和 定 本 日 蓮 聖 人 遺 文 』  立 正 大 学 日 蓮 教 学 研 究 所  1982年  
The Library of  History of  Diodorus  Siculus Vol .Ⅸ ,  Loeb Classical  Library 
edition,1947.   
R.C.Majummdar ,“Ancient India”chuckervertty ,  1960 
Sumyutta-nikāya ,  PTS 
Sutta-nipāta ,  PTS  
Thera-and Therī-gaāthā ,  PTS 
Vinaya-pitaka  ,PTS  
Rhys Davids Psalms of  the early  Buddhists ,  PTS,1986, 
 


