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大衆部説出世部律『Prātimoks.a-Sūtra』訳註（４）
—九十二波逸提法 (51～92) —

𠮷澤 秀知

【はじめに】

本稿は，大衆部説出世部（Mahāsām. ghika-Lokottaravādin）の律蔵文献の一部で
ある「波羅提木叉（Prātimoks.a-Sūtra）」の内，戒序・四波羅夷法・十三僧残法・二
不定法・三十捨堕法および九十二波逸提法（前半）*1 に続くものであり，波逸提法
第 51条以降を取り上げ，サンスクリットテクストを示しつつ，その和訳および註
釈を提示する。
波逸提法は，仏教僧団に所属する修行者達の日常生活に関する規定である。波

羅夷法と僧残法は僧団追放や謹慎などの重罪に関する規定であることに対して，
捨堕法や波逸提法は実際的な僧団内における比丘達の行動や所有物などに関する
規定である。諸律で条文数に違いはあるが，説出世部律の波逸提法には 92項目の
条文があり，各条文を，記憶しやすいようにするためと考えられるが，10項目ご
とに一つの varga（集，品）として区切っている。波逸提法の最後には，全９集分
の摂頌（uddāna）をまとめて再掲しているので，以下に挙げておく。

第１集［1～10］：妄語（mr.s.ā），第２集［11～20］：種子（bı̄jam.），第３集
［21～30］：選任なし（asam. mato），第４集［31～40］：一日を限度として
（ekāhaparamo），第５集［41～50］：火（jyoti），第６集［51～60］：虫を含む
（saprān. akam.），第７集［61～70］：企図して（sañcintya），第８集［71～80］：
20歳以下の（ūnavim. śati），第９集［81～92］：食事を伴って（sabhaktakena）

■波逸提法の配列　大衆部説出世部律を基準として，パーリ律（P），説一切有部
律（Sa），根本説一切有部律（Mū）のみに範囲を限定し，第 51条から第 92条ま
での各条文の配列を以下に示す。波逸提法第 1条～50条については，𠮷澤 [2021]

にて確認してほしい。

*1 𠮷澤 [2019][2020][2021]。漢訳を含む全ての律との対照表は，平川彰博士の『律蔵の研究』およ
び『二百五十戒』に掲載されている。
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摩訶僧祇律 Ma-L P Sa Mū

51. 飲蟲水戒 51 62 41 41

52. 外道與食戒 52 41 44 44

53. 食家婬処坐戒 53 43 42 42

54. 食家屏処坐戒 54 44 43 43

55. 観軍戒 55 48 45 45

56. 軍中過三宿戒 56 49 46 46

57. 観軍戦戒 57 50 47 47

58. 瞋打比丘戒 58 74 48 48

59. 摶比丘戒 59 75 49 49

60. 覆地麁罪戒 60 64 50 50

61. 奪畜生命戒 61 61 61 61

62. 疑悩比丘戒 62 77 62 62

63. 浄施衣不門主轍著戒 63 59 68 68

64. 蔵他衣鉢戒 64 60 67 67

65. 恐怖比丘戒 65 55 66 66

66. 水中戯戒 66 53 64 64

67. 指示而笑戒 67 52 63 63

68. 與女期行戒 68 67 70 70

69. 與女同宿戒 69 6 65 65

70. 與女屏処坐戒 70 45 28 28

71. 未満二十受具戒 71 65 72 72

72. 與賊期行戒 72 66 71 71

73. 掘地戒 73 10 73 73

74. 請食過受戒 74 47 74 74

75. 拒勧学戒 75 71 75 75

76. 飲酒戒 76 51 79 79

77. 軽他戒 77 54 78 78

78. 屏聴四諍戒 78 78 76 76

79. 黙然起去戒 79 80 77 77

80. 非時入聚楽戒 80 85 80 80
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81. 食前食後至餘家戒 81 46 81 81

82. 突入王宮戒 82 83 82 82

83. 骨牙鍼筒戒 83 86 84 84

84. 過量牀脚戒 84 87 85 85

85. 兜羅綿紵褥戒 85 88 86 86

86. 過量尼師壇戒 86 89 89 87

87. 過量覆瘡衣戒 87 90 88 88

88. 過量雨浴衣戒 88 91 87 89

89. 過量作衣戒 89 92 90 90

90. 無根僧残謗他戒 90 76 69 69

91. 廻僧物施餘人戒 91 82 – –

92. 不尊重布薩戒 92 73 83 83

【テクストおよび略号】

Tatia校訂本（= PrMoSū(Ma-L)T; pp.19-25）を底本とする。また，大衆部説出世
部律の内容理解のために，パーリ律，およびサンスクリット語の説一切有部律，
根本説一切有部律の異読を提示する。

［Sanskrit Text］

PrMoSū(Ma-L)P Pachow, W. and Mishra, R. 1956. The Prātimoks. asūtra of the

Mahāsāṅghikās critically edited for the first time from palm-leaf manuscripts found in

Tibet. Ganganatha Jha Research Institute, Allahabad.

PrMoSū(Ma-L)T Tatia, Nathmal. 1976. Prātimoks. a-sūtra of the Lokottaravādi-

mahāsām. ghika School. Tibetan Sanskrit Works Series 16, K. P. Jayaswal Research

Institute, Patna.

［その他の資料］

PrMoSū(Ma)K Karashima, Seishi. 2013. “Fragments of a Manuscript of the

Prātimoks.asūtra of the Mahāsām. ghika-(Lokottara)vādins (2)” Annual Report of the

International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University 16: 47-90.

PrMoSū(Mū)B Banerjee, Anukul Chandra. 1977. “Prātimoks.asūtra of the Mūla-
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sarvāstivādins.” in Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit: Prātimoks. a-sūtra and

Bhiks. ukarmavākya. The World Press Private Limited, Calcutta.

PrMoSū(Mū)HvH Hinüber, Haiyan Hu-von. 2003. Das Bhiks. u-Prātimoks. asūtra der

Mūlasarvāstivādin: Zusammenfassung: anhand der Sanskrit-Handschriften aus Tibet

und Gilgit sowie unter Berücksichtigung der tibetischen und chinesischen Übersetzungen

kritisch herausgegeben. Freiburg Universität.

PrMoSū(Mū)LC Chandra, Lokesh. 1960.“Unpublished Fragment of the Prāti-moks.a-

Sūtra.” Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 4: 1-13.

PrMoSū(P) edited by Pruitt, William, translated by Norman, K. R. 2003. The

Pātimokkha. PTS, Oxford.

PrMoSū(Sa) Simson, Georg von. 2000. Prātimoks. asūtra der Sarvāstivādins. Teil 2,

Sanskrittexte aus den Turfanfunden 11, Göttingen.

『摩訶僧祇律』 大正新脩大蔵経 22巻 No. 1425.

『摩訶僧祇律大比丘戒本』 大正新脩大蔵経 22巻 No. 1426.

凡例および略号については以下の通り。
①本文中の見出し，偈頌の番号等の数字は Tatiaによる。
②翻訳中に語句等を補った箇所は［ ］で示した。
③意味の説明，および原語を補った箇所は（ ）で示した。
④その他，本文にない見出しなどについては【 】で示した。
⑤本文中では，以下の略号を使用した。

add. =added in.

Bhı̄V Roth, Gustav. 2005. Bhiks. un. ı̄-Vinaya, Including Bhiks. un. ı̄-prakı̄rn. aka and a

summary of the Bhiks. u-prakı̄rn. aka of the Ārya-mahāsām. ghika-lokottaravādin. 2nd ed.,

Tibetan Sanskrit Works Series 12, K. P. Jayaswal Research Institute, Patna.

BHSG, BHSD Edgerton, Franklin. 1953. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and

Dictionary. Vol. 1: Grammar, Vol. 2: Dictionary, New Haven.

CDIAL Turner, R. L. 1999. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.

Motilal Banarsidass Pub., Delhi, First Indian Edition.

CPD begun by Trenckner, V., ed. Andersen, D. et al. 1924-. A Critical Pali Dictionary.

Copenhargen.

DBMT Upasak, C. S. 1975. Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms. Bharati

Prakashan, Varanasi.
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DN Davids, T. W. Rhys, and Charpantier, J. E. 1890-1911. The Dı̄gha-Nikāya. 3 vols.,

PTS, London.

DPL Childers, R. C. 1987. A Dictionary of the Pali Language. Rinsen Books. (Reprint

by Trübner, London, 1875)

MW Williams, M. Monier. 1979 A Sanskrit-English Dictionay. Oxford. (Reprinted by

Meicho Fukyukai, 1986)

om. = omitted.

NPED Cone, Margaret. 2001, 2010, 2020. A Dictionary of Pāli. Part 1: a-k, Part 2:

g-n, Part 3: p-bh, PTS, Oxford.

PED Davids, T. W. Rhys. 1995. Pali-English Dictionary. PTS, London.

Vin Oldenberg, H. 1879-1883. The Vinaya Pit.aka. 5 vols., PTS, London.
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【訳註】

【51. 飲蟲水戒】*2

(51) yo puna bhiks.ur jānan saprān. akam udakam. paribhuñjeya pācattikam. /

また，いかなる比丘といえども，知りながら，虫を含んだ水を享受するならば，
波逸提である。

【52. 外道與食戒】*3

(52) yo puna bhiks.u acelakasya vā acelikāya1) vā parivrājakasya vā parivrājakāye vā

svahastam. 2) khādanı̄yam. vā bhojanı̄yam. vā dadyāt pācattikam. /
1) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 2) PrMoSū(Mū)LC: add. pari[vrāji]kāyai vā.

また，いかなる比丘といえども，男性裸形者，あるいは女性裸形者*4 ，男子遊
行者，女子遊行者に対して，自身の手で，堅い食べ物あるいは柔らかい食べ物*5

を与えるならば，波逸提である。

【53. 食家婬処坐戒】*6

(53) yo puna bhiks.ur jānan1) sam. bhojanı̄ye2) kule (3...anupakhajjāsane nis.adyām. ...3)

kalpeya pācattikam. /
1) PrMoSū(P): om. 2) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): sabhojane. 3) PrMoSū(P): anupakhajja

nisajjam. , PrMoSū(Sa): anupraskadya āsane nis.adyām. , PrMoSū(Mū): anupraskandyāsane nis.adyām. .

また，いかなる比丘といえども，知りながら，共に食事をする［信者の］家に
おいて，夫婦のベッド*7 に坐るならば，波逸提である。

【54. 食家屏処坐戒】*8

(54) yo puna bhiks.ur jānan1) (2...sam. bhojanı̄ye kule...2) 3) praticchannāsane4)

*2 T1426.553b01: 若比丘。知水有虫飮者波夜提。cf. T1425:373a18-19.
*3 T1426.53b02: 若比丘。自手與無衣出家男女食波夜提。cf. T1425:373c22-23.
*4 acelakasya vā acelikāya vā. BHSD (s.v. acelaka), NPED (s.v. acelaka)
*5 khādanı̄yam. vā bhojanı̄yam. vā. cf. 𠮷澤 [2021:301 f.n.74]
*6 T1426.553b03: 若比丘。知食家婬處坐波夜提。cf. T1425:374a23-24.
*7 anupakhajja. PED (s.v. anupakhajjati), NPED (s.v. anupakhandati), BHSD (s.v. anupraskandati)等の
辞書では，「強制する，強いる」などの意味が掲載されているが，『摩訶僧祇律』は「婬處者。夫婦行
欲處」（T1425:374b02）とし，また，Bhı̄V §231では「anupakhajja nāma vāsavastu yahim. bhāryāpatikā
pratikramanti」（anupakhajjaとは夫と妻が［その上に］登るところの家具）という説明がされる。

*8 T1426.553b04: 若比丘。知食家屏處坐波夜提。cf. T1425:374a24.
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nis.adyām. 5) kalpeya6) pācattikam. /
1) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 2) PrMoSū(P): mātugāmena saddhim. , PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū):

sabhojane kule. 3) PrMoSū(P): add. raho, PrMoSū(Sa): add. ekākı̄ ekayā rahasi. PrMoSū(Mū)HvH: add.

rahasi, PrMoSū(Mū)LC: add. raha[si].4) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): praticchanne. 5) PrMoSū(Mū): om.

6) PrMoSū(Mū): tis.t.het, PrMoSū(Mū)LC: ’titis.t.h. et.

また，いかなる比丘といえども，知りながら，共に食事をする［信者の］家に
おいて，隠れた席で坐るならば，波逸提である。

【55. 観軍戒】*9

(55) yo puna bhiks.ur udyuktām. senām. 1) darśanāya gaccheya2) 3) pācattikam. /
1) PrMoSū(Ma)K: ughuktasenām. . 2) PrMoSū(Sa): upasam. kramet, PrMoSū(Mū): upasam. kramed. 3)

PrMoSū(P): add. aññatra tathārūpapaccayā, PrMoSū(Sa): add. anyatras tathārūpapratyayāt.

また，いかなる比丘といえども，出征する軍隊を見るために赴くならば，波逸
提である。

【56. 軍中過三宿戒】*10

(56) syāt tasya bhiks.usya (1...kocid eva...1) pratyayo2) 3) senāyām. gamanāya4),
(5...dvirātram. vā trirātram. vā...5) 6) tena bhiks.un. ā senāyām. vasitavyam. 7) / taduttarim.
vaseya8) pācattikam. /

1)PrMoSū)Sa), PrMoSū(Mū): om. 2) PrMoSū(Sa): tathārūpapratyayo, PrMoSū(Mū): tadrūpah. pratyayah. .

3) PrMoSū(Sa): add. yenodyuktām. , PrMoSū(Mū): add. udyuktām. . 4) PrMoSū(Mū): darśanāya

upasam. kramitum. . 5) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): dvirātraparamam. . 6) PrMoSū(Ma)K: add. paramam. .

7) PrMoSū(Mū): vipravastavyam. . 8) PrMoSū(Mū): vipravaset.

その比丘が，まさに何らかの理由があって軍隊に赴くため［ならば］，二晩ある
いは三晩，その比丘は軍隊に留まることができる。それ以上，宿泊するならば，
波逸提である。

【57. 観軍戦戒】*11

(57) tatrāpi ca1) bhiks.u (2...dvirātram. vā trirātram. vā...2) 3) senāyām. vasamāno4)

(5...āyūhikam. vā niyūddhikam. vā anekavyūham. vā sam. grāmaśı̄rs.am. vā darśanāya

gaccheya...5) pācattikam. /

*9 T1426.553b05: 若比丘。看軍發行波夜提。cf. T1425:374b27-28.
*10 T1426.553b06-07: 若比丘。有因縁事得到軍中三宿若過者波夜提。cf. T1425:375b02-03.
*11 T1426.553b08-09: 若比丘。有因縁事得到軍中三宿。若看軍發行牙旗鬪勢波夜提。cf.

T1425:375c11-12.
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1) PrMoSū(P): ce, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ced. 2) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): dvirātraparamam. ,

PrMoSū(Mū)LC: dvirātram. 3) PrMoSū(Ma)K: add. paramam. . 4) PrMoSū(Sa): vasaty, PrMoSū(Mū)B:

vipravasām. , PrMoSū(Mū)HvH: vipravasann. 5) PrMoSū(P): uyyodhikam. vā balaggam. vā senābyūham.
vā anı̄kadassanam. vā gaccheyya, PrMoSū(Sa): udyūthikām. senām. darśanāyopasam. kramed dhvajāgram.
vā balāgram. vā senāvyūham. vā anı̄kadarśanam. vā, PrMoSū(Mū)B: udyūs.ikām. vā gacched dhvajāgram. vā

balāgram. vā senāvyūham anı̄kadarśanam. vā pratyanubhavet, PrMoSū(Mū)HvH: udyūthikām. vā gacche

dhvajāgram. vā balāgram vā senāvyūham anı̄kasandarśanam. vā pratyanubhavet, PrMoSū(Ma)K: āyodhikam.
vā niryotikam. vā valāgram. vā sam. grāmaśı̄rs.am. vā darśanāyopagaccheyā.

またその場合に，二晩あるいは三晩，軍隊に宿泊している比丘が，武人*12 ，あ
るいは格闘*13 ，多くの戦陣*14 ，あるいは戦闘の前線*15 を見る*16 ために赴くなら
ば，波逸提である。

【58. 瞋打比丘戒】*17

(58) yo puna bhiks.u bhiks.um. 1) prahareya2) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): bhikkhussa kupito anattamano, PrMoSū(Sa): abhis.aktah. kupitaś can.d. ı̄bhūto ’nāpta(ma)nā

bhiks.oh. , PrMoSū(Mū)B: kupitaś can.d. ı̄bhūto ’nāttamanā bhiks.oh. , PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH:

abhis.aktah. kupitaś can.d. ı̄bhūto nāttamanā bhiks.oh. . 2) PrMoSū(P): prahāram. dadeyya, PrMoSū(Sa),

PrMoSū(Mū): prahāram. dadyāt.

また，いかなる比丘といえども，比丘を叩くならば，波逸提である。

【59. 摶比丘戒】*18

(59) yo puna bhiks.u bhiks.usya1) talaśaktikām āvarjeya2) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): bhikkhussa kupito anattamano, PrMoSū(Sa): abhis.aktah. kupitaś can.d. ı̄bhūto ’nāptamanā

*12 原文は「āyūhika（努力，精勤）」とあるが文意不明。中期インド語において dh と h は頻繁
に入れ替わる（BHSG §2.35）ため，ここでは「āyudhika（戦士，兵器）」の意味と解した。cf.
Oguibénine[2016:100-101]

*13 原文には「niyūddhika」とあるが，niyuddha（格闘技，相撲）のことと解する。『梵和辞典』では
「鉄拳での格闘」とする。

*14 anekavyūham. 原文の通り「多数の戦陣」と訳したが，この語は「senāvyūha（戦陣，戦列）」
（PED s.v. senābyūha）と同義と考えられる。あるいは「anı̄kadassana」（閲兵）を指しているとも推
測できる。

*15 sam. grāmaśı̄rs.am. 「戦闘の前線，本陣，本営」 PED (s.v. saṅgāma-sı̄sa). Pachowは「dhvajāmvā
śı̄rs.amvā」とする。漢訳相当部に「旗」の語があり，また説一切有部律，根本説一切有部律にも
dhvajāgra（旗，軍旗）の語が使われることから，Pachowの読みが正しい可能性もある。

*16 パーリの『梵網経（Brahmajāla-sutta）』には，多くの見世物の一種として，hatthiyuddha（象の戦
い），assayuddha（馬の戦い），dan.d. ayuddha（棒による戦い），mut.t.hiyuddha（拳による戦い、拳闘），
nibbuddha（格闘，相撲），uyyodhika（軍事演習），balagga（兵列），senābyūha（戦陣），anı̄kadassana
（閲兵），などの「戦い」が列挙される。cf. DN no.1, vol. 1, p.6.

*17 T1426.553b10: 若比丘。瞋恨不喜打比丘波夜提。cf. T1425:376a13.
*18 T1426.553b11: 若比丘。瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提。cf. T1425:376b12-13.
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bhiks.os, PrMoSū(Mū)B abhis.aktah. kupitaś can.d. ı̄bhūto ’nāttamanā bhiks.oh. , PrMoSū(Mū)HvH:

abhis.aktah. kupitaś can.d. ı̄bhūto nāttamanā bhiks.oh. . 2) PrMoSū(P): uggireyya, PrMoSū(Sa): prahāram

avaguret, PrMoSū(Mū)B: prahāram upadarśayet, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: prahāram

udgūrayed, PrMoSū(Ma)K: āpadyeyā.

また，いかなる比丘といえども，比丘に対して掌打*19 を与えるならば，波逸提
である。

【60. 覆地麁罪戒】*20

(60) yo puna bhiks.ur jānan bhiks.usya dus.t.hullām āpattim. (2...kr.tām adhyācı̄rn. ām.
cchādeya, so na pares.ām āroceya kim. ti se mā pare jānantū ti / avadya1)...2)

praticchādane 3) pācattikam. /
1) PrMoSū(Ma)K: vā vadyeyā iti āpatti. 2) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3) PrMoSū(Sa):

add. antata ekarātram api.

また，いかなる比丘といえども，知りながら，比丘が行なった，［すなわち］犯
した重罪を*21 隠すならば，［すなわち］彼は他の人たちに告げないだろう。何故
かと言えば，他の人たちが，そのことを知らないですむだろうか*22 」と［考えら
れるので］，言わないで，隠す場合に，波逸提である。

// uddānam // (51) saprān. akam (52) acelako (53) anupakhajjam. (54) praticchannāsanam.
(55-57) trayam. senāyām. (58) praharati (59) talaśaktikā (60) praticchādanena // s.as.t.ho

vargah. //

【摂頌】【摂頌】51. 虫を含んだ，52. 裸形者，53. 夫婦のベッド，54. 隠れた座席，
55-57. ３種の軍隊に関して，58. 叩く，59. 掌打，60. 隠す場合に。第６集*23

*19 talaśaktikām. 掌打や手刀で叩くことと解したが，BHSD (s.v. talaśaktikā),によれば「手を振り上
げて叩くまねをすること」や「手を挙げて脅すこと」を意図した語とも推測される。前条文で「叩
く」行為を禁止し，本条文で「叩くまね」も禁止したものと考えられる。

*20 T1426.553b12: 若比丘。知比丘麁罪覆藏者波夜提。cf. T1425:376c29-377a01.
*21 adhyācı̄rn. ām. BHSD (s.v. adhyācarati), PED (s.v. ajjhācarati, ajjhācin. n. a)　平川 [1995:34]では，こ
の語句について，「条文解釈の文句が混入したかと思うが，明らかでない。ともかくこのままでは
解読できないし，余分な文章と思われる」として省略して訳していないが，本テクストでは，この
ような註釈的語句の挿入や，語句の言い換えが散見される。

*22 この一文について，平川 [1995:34] では省略している。比丘尼律の経分別には，同様の
説明文が見られる。cf. Bhı̄V §133. ājñāsi vatāham ārye itthannāmāye bhiks.un. ı̄ye dus.t.hullāmāpatti
kr.tāmadhyācı̄rn. ā / sāham. na pares.ām ārocayeyam. / kin ti imāye māpare jānantū ti / iyam. bhiks.un. ı̄ pārājikā
bhavati.

*23 T1425.377a23-25蟲水及無衣　婬處屏處坐　往觀三軍陣　打掌刀覆藏　第六跋渠竟。
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【61. 奪畜生命戒】*24

(61) yo puna bhiks.uh. sam. cintya tiryagyonigatam. 1) prān. inam. jı̄vitād vyaparopeya

pācattikam. /
1) PrMoSū(P): om.

また，いかなる比丘といえども，意図して，生物，［すなわち］畜生の状態にあ
る者の生命を奪うならば，波逸提である。

【62. 疑悩比丘戒】*25

(62) yo puna bhiks.u bhiks.usya sam. cintya kaukr.tyam upasam. hareya1) 2) (3...kim. ti se...3)

muhūrtam. pi aphāsu bhavatū ti 4) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): upadaheyya. 2) PrMoSū(Sa): add. vihet.hanāpreks.ı̄. 3) PrMoSū(P):iti’ssa, PrMoSū(Sa),

PrMoSū(Mū): kaccid asya bhiks.or, PrMoSū(Ma)K: kim. tasya. 4) PrMoSū(P): add. etad eva paccayam.
karitvā anaññam. , PrMoSū(Sa): add. idam eva pratyayam. kr.tvā nānyathā, PrMoSū(Mū): add. etad eva

pratyayam. kr.tvā.

また，いかなる比丘といえども，意図して，比丘に後悔*26 をもたらすならば，
何故かと言えば，「瞬時であっても，彼に不快を生じようか」と［考えられるの
で］，波逸提である。

【63. 浄施衣不門主轍著戒】*27

(63) yo puna bhiks.u bhiks.usya vā (1...bhiks.un. ı̄ye vā śrāman. erasya vā śrāman. erı̄ye

vā śiks.amān. āye vā...1) 2) cı̄varam. datvā3) 4) apratyuddhareya paribhum. jeya, 5)

apratyuddhāraparibhoge6) pācattikam. /
1) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2) PrMoSū(P): add. sāmam. . 3) PrMoSū(P): vikappetvā,

PrMoSū(Mū)B: vikalya. 4) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. tatah. paścād. 5) PrMoSū(Ma)K: add.

imam. «ta»sya bhiks.usya. 6) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

また，いかなる比丘といえども，比丘，比丘尼，沙弥，沙弥尼，あるいは式叉
摩那に対して，衣を与えてから，再度受け取る［という行為］をせずに*28 ，使用

*24 T1426.553b13: 若比丘。故奪畜生命波夜提。cf. T1425:377b14-15.
*25 T1426.553b14-15: 若比丘。故令他比丘起疑悔須臾不樂。作是因縁不異波夜提。cf.

T1425:378b14-15.
*26 kaukr.tyam. 平川 [1995:176]によれば，「他比丘が過去に行なった行為に，不正，あるいは欠陥が
あったと虚偽の言いがかりをつけて，その比丘を不安・悔恨に陥れることをいう」と説明する。

*27 T1426.553b16-17: 若比丘。淨施五衆衣。後不捨而受用者波夜提。cf. T1425:379a08-10.
*28 apratyuddhareya. BHSD (s.v. pratyuddharati), NPED (s.v. paccuddharati)には，「返還する」や「正
式な受け取り作法」などの意味が記載される。律の規定からすると，「他者に預けたものを再び受
け取る」作法のことを指すもので，これは，所有する余分な衣をそのまま使用することを禁じた条
文に関連すると考えられる。praty-ud-√hr.-という語根から考えると，自身の衣を他者に着させ，再
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するならば，［すなわち］再取得せずに*29 使用する場合に，波逸提である。

【64. 蔵他衣鉢戒】*30

(64) yo puna bhiks.u bhiks.usya1) pātram. vā cı̄varam. vā nis. ı̄danam. 2) vā sūcı̄vigraham. 3)

vā 4) (5...apaniheya vā apanihāpeya vā...5) (6...antamaśato hāsyārtham. pi...6) pācattikam.
/

1) PrMoSū(Mū): add. bhiks.un.yā vā śiks.amān. āyā vā śrāman. erasya vā śrāman. erikāyā vā. 2) PrMoSū(Sa):

kuñcikam. vā upānaham. vā, PrMoSū(Mū)B: upānaham. vā 3) PrMoSū(P), PrMoSū(Mū)B: sūcı̄gharam. ,

PrMoSū(Sa), PrMoSū(Ma)K: sūcı̄gharakam. , PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: śiks.yam. vā saritam

vā. 4) PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): add. kāyabandhanam. , PrMoSū(Sa): anyatamānyatamam. vā

śrāman. akam. paris.kāram, PrMoSū(Mū)B: anyatamānyatamam. vā jı̄vitaparis.kāram, PrMoSū(Mū)LC,

PrMoSū(Mū)HvH: anyatamānyatamam vā śrāman. akam. jı̄vitaparis.kāram, PrMoSū(Ma)K: add.

kāyabandhanam. vā // anyatarānyataram. vā punah. «śrāman. akam. [jı̄](v)[i]ta»paris.kāram. . 5) PrMoSū(P):

apanidheyya vā apanidhāpeyya vā, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): upanidadhyād upanidhāpayed vā.

6) PrMoSū(P): antamaso hasāpekkho’pi, PrMoSū(Sa): antato hāsyapreks.yam api, PrMoSū(Mū)B:

adrūpapratyayād anyatra, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: anyatra tadrūpāt pratyayāt.
また，いかなる比丘といえども，比丘の鉢，衣，座具，あるいは針箱*31を隠し，
あるいは隠させる*32 ならば，乃至，笑わせるためであっても，波逸提である。

【65. 恐怖比丘戒】*33

(65) yo puna bhiks.ur bhiks.um. bhı̄s.eya1) 2) pācattikam /
1) PrMoSū(P):bhim. sāpeyya, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): bhı̄s.ayed bhı̄s.āpayed, PrMoSū(Ma)K:

bhı̄s.[e] vā bhı̄s.āpaye vā. 2) PrMoSū(Sa): add. vā antato hāsyapreks.yam api, PrMoSū(Mū)B: add.

vāntato hāsyapreks.yam api, PrMoSū(Mū)LC: vā anantato hāsyapreks.y api, PrMoSū(Mū)HvH: vāntato

hāsyapreks.y api.

また，いかなる比丘といえども，比丘を恐れさせる*34 ならば，波逸提である。

び脱がせるという行為が想像できる。本来，比丘は三衣の使用のみが認められているが，それ以上
の衣の所有が許可されていないため，自身の所有する衣を，一度，他者に与え（預け），保管して
もらうことで，便宜上の措置として所有権を放棄することになり，余分な衣を所有したり，使い回
すことを便宜上認めるという「浄法」である。cf. 佐藤 [1963:710-711]，平川 [2000:328-330]，藤本
[2005:36 f.n.76]

*29 cf. Mvy 9133 apratyuddhāryam asya bhavati śrāman.yam. 「再不可受比丘戒」
*30 T1426.553b18-19: 若比丘。戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒。若使人藏波夜提。cf. T1425:379b26-27.
*31 sūcı̄vigraham. . 「vigraha」は「分けること，分断」を意味する。また，漢訳に「針筒」とあるこ
とから，針を入れる「容器，箱」と解した。他律においては「針箱，針筒」（PED s.v. sūcı̄ghara）が
使われる。針筒は、針を入れておくための木製の筒のこと。cf. 佐々木 [1999:130-131]

*32 apaniheya vā apanihāpeya. MW (s.v. apa-ni-√dhā), PED (s.v. apanidahati)中期インド語において dh
と hは頻繁に入れ替わる (BHSG §2.35)。cf. Oguibénine[2016:100-101]

*33 T1426.553b20: 若比丘。恐怖比丘波夜提。cf. T1425:379c24.
*34 bhı̄s.eya. MW (s.v. √bhı̄-)
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【66. 水中戯戒】*35

(66) udakahastasam. mardanāt1) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): udake hāsadhamme, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): udakahars.an. āt, PrMoSū(Ma)K:

udakahāsyasam. matake.
水中で手を擦る*36 ことから，波逸提である。

【67. 指示而笑戒】*37

(67) aṅgulipratodanake pācattikam. /

指によって刺激する場合に，波逸提である。

【68. 與女期行戒】*38

(68) yo puna bhiks.u mātr.grāmen. a1) sārdham. sam. vidhāya2) adhvānamārgam. 3) prati-

padyeya antamaśato4) grāmāntaram. pi pācattikam. /
1) PrMoSū(Mū): apurus.ayā striyā sārdham. . 2) PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Ma)K: om. 3) PrMoSū(P):

ekaddhānamaggam. , PrMoSū(Sa): samānamārgam. . 4) PrMoSū(Mū)LC: tāntato.

また，いかなる比丘といえども，女性と共に，企図して，旅路を行くならば，
乃至，［隣］村［まで］の間としても，波逸提である。

【69. 與女同宿戒】*39

(69) yo puna bhiks.u mātr.grāmen. a sārdham. 1) sahagāraśayyām. 2) kalpeya pācattikam. /
1) PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(P): sahaseyyam. .

また，いかなる比丘といえども，女性と共に同宿するならば，波逸提である。

【70. 與女屏処坐戒】*40

(70) yo puna bhiks.u mātr.grāmen. a sārdham. eko ekāya raho1) nis.adyām. kalpeya

*35 T1426.553b21: 若比丘。水中戲波夜提。cf. T1425:380b25-26.
*36 hastasam. mardanāt. 漢訳には「水中戲」とあるため，別の語である可能性がある。「hasta」につ
いて，平川 [1995:559-561]では，他律に使用される「戯れる，喜ぶ，歓喜する（hāsa, hāsya, hars.a）」
などの語の誤りである可能性を検討しているが，「sam. mardana（擦る）」という語が使われてい
るので，疑問が残るとしても，「手を擦る」の意味であろうとする。ただし，Bhı̄V §183 には
「udakahāsya」を見つけることができる。

*37 T1426.553b22: 若比丘。以指相指波夜提。cf. T1425:381a17-18.
*38 T1426.553b23-24: 若比丘。與女人期共道行。下至聚落中波夜提。cf. T1425:381c18-19.
*39 T1426.553b25: 若比丘。與女人同屋宿波夜提。下至聚落中波夜提。cf. T1425:382a25-26.
*40 T1426.553b26: 若比丘。與女人獨屏處坐波夜提。cf. T1425:382c06-07.
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pācattikam. /
1) PrMoSū(Sa): abhyavakāśe, PrMoSū(Mū): rahasi praticchanna āsane.
また，いかなる比丘といえども，女性と共に，一対一で，密かに同席するなら
ば，波逸提である。

// uddānam. // (61) sam. cintya (62) kaukr.tyam (63) apratyuddharitvā (64) apaniheya / (65)

bhı̄s.eya (66) udaka (67) aṅguli (68) sam. vidhāya (69) sahagāra (70) nis.adyāya // saptamo

vargah. //

【摂頌】61. 意図して，62. 疑念，63. 再度受け取らずに，64. 隠すべき，65. 恐れ
させるべき，66. 水中において，67. 指，68. 企図して，69. 同宿，70. 同席。第７
集*41

【71. 未満二十受具戒】*42

(71) yo puna bhiks.ur jānan1) ūnavim. śativars.apudgalam. bhiks.ubhāvāya2) upasam. pādeya,
3) so ca pudgalo anupasam. panno, te ca bhiks.ū gārhyām. , (4...imam. tes.ām. bhiks.ūn. ām.
garhan. a-pācattikam. ...4) /

1) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2) PrMoSū(P): om. 3) PrMoSū(Sa): add. pātayantikā, PrMoSū(Mū)B:

add. pāyantikā, PrMoSū(Mū)HvH: add. pāyattikā. 4) PrMoSū(P):idam. tasmim. , PrMoSū(Sa): iyam. tatra

sāmı̄cih. , PrMoSū(Mū): ayam. tatra samayah. .

また，いかなる比丘といえども，知りながら，20歳以下の人間に比丘となるた
めに具足戒を授けるならば，その人間は未受具足戒者であり，またその［授戒し
た］比丘達は非難されるべきである。これをかの比丘達の非難［という］波逸提
である。

【72. 與賊期行戒】*43

(72) yo puna bhiks.ur jānan1) stainyasārthena sārdham. sam. vidhāya2) adhvānamārgam. 3)

pratipadyeya antamaśato grāmāntaram. pi pācattikam. /
1) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2) PrMoSū(Mū)HvH: om. 3) PrMoSū(P): ekaddhānamaggam. ,

PrMoSū(Sa): samānamārgam. .

また，いかなる比丘といえども，知りながら，盗人の隊商と共に，企図して，

*41 T1425.383a09-11故奪及疑悔　不捨藏畏怖　水戲指相擬　共行同室宿　空靜處亦然　第七跋渠
竟。

*42 T1426.553b27-28: 若比丘。知人不滿二十。與受具足戒。是人不名受具足。諸比丘應被呵。波夜
提。cf. T1425:383b18-19.

*43 T1426.553b29-c01: 若比丘。知賊衆期共道行。下至聚落中波夜提。cf. T1425:384b22-23.
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旅路を行くならば，乃至，［隣］村［まで］の間としても，波逸提である。

【73. 掘地戒】*44

(73) yo puna bhiks.uh. svahastam. 1) pr.thivı̄m. khaneya vā khanāpeya vā (2...antamaśato iha

khanehı̄ti vā vadeya...2) pācattikam. /
1) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 2) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

また，いかなる比丘といえども，自分の手で地面を掘り，あるいは掘らせるな
らば，乃至，「ここで掘れ」と言うならば，波逸提である。

【74. 請食過受戒】*45

(74) 1) cāturmāsikā bhiks.un. ā pratyeka2)-pravāran. ā sādayitavyā3) / (4...taduttarim.
sādiyeya...4), (5...anyatra punah. pravāran. e, anyatra yāvajjı̄vikāye...5) pācattikam. /

1) PrMoSū(P): add. āgilānena. 2) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om., 3) PrMoSū(Mū): svı̄kartavyā. 4)

PrMoSū(P): tato ce uttarim. sādiyeyya, PrMoSū(Sa): tata uttaram. sādhayet, PrMoSū(Mū)B: tatottaram. ,

PrMoSū(Mū)HvH: tām atikramato ’nyatra samayāt, PrMoSū(Mū)LC: anyatra samayāt. 5) PrMoSū(P):

aññatra punapavāran. āya, aññatra niccapavāran. āya, PrMoSū(Sa): anyatra nityapravāran. āyā anyatra

punah.punah.pravāran. āyā anyatra pratyekapravāran. āyā, PrMoSū(Mū)B: pratyekapravāran. āyā punah. punah.
pravāran. āyāh. kālikapravāran. āyā nityapravāran. āyā anyatra ayam. tatra samayah. , PrMoSū(Mū)LC: tatrāyam.
samayah. pratyekapratyekapravāran. ā punah. punah. pravāran. ā atyarthapravāran. ā nityapravāran. ā ayam. tatra

samayah. , PrMoSū(Mū)HvH: tatrāyam. samayah. / atyarthapravāran. ā pratyekapravāran. ā punah.pravāran. ā

nityapravāran. ā // ayam. tatra samayah. .

４ヶ月の間に，比丘たちは個別の招待を受けるべきである。それ以上，受ける
ならば，再度の招待を除いて，生涯の［招待］*46 を除いて，波逸提である。

【75. 拒勧学戒】*47

(75) yo puna bhiks.u bhiks.ūhi evam. 1) vucyamāno — (3...imehi te āyus.man pañcahi

āpattikāyehi anadhyāvācāya2) śiks.ā karan. ı̄yeti..3), (4...so bhiks.u tān bhiks.ūn...4)

evam. vadeya — na tāvad aham āyus.mantānām. 5) vacanena6) 7) śiks.is.yam. (8...yāvad

aham. na draks.yāmi sthavirān bhiks.ūn sūtradharān vinayadharān mātr.kādharān mad-

*44 T1426.553c02-03: 若比丘。自手掘地若使人掘。若指授語掘是地。波夜提。cf. T1425:384c20-21.
*45 T1426.553c04-05: 若比丘。四月別請應受。過受波夜提。除更請長請。cf. T1425:385c22-23.
*46 yāvajjı̄vikāye. MW (s.v. yāvajjı̄vika)にある通り「生涯」のことであるが，これは「生涯の間，施
主による招待を受ける」ことを意味すると考えられる。

*47 T1426.553c06-10: 若比丘語比丘言。長老。當學莫犯五衆罪。是比丘言。我不隨汝語。若見餘長
老寂根多聞持法深解。我當從諮問。彼有所説我當受行。除餘時波夜提。餘時者。比丘欲得法利應
學。亦應問餘比丘。cf. T1425:386b07-11.
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hyamān bhiks.ūn sūtradharān vinayadharān mātr.kādharān, navakān bhiks.ūn sūtradharān

vinayadharān mātr.kādharān / tām. s tāvad aham upasam. kramya paripr.cchis.yam.
paripraśnı̄karis.yam. ti...8), pācattikam. / 9) śiks.ākāmena10) bhiks.un. ā (11...ājñātavyam

upalaks.ayitavyam. upadhārayitavyam. ...11) 12) //
1) PrMoSū(P): add. sahadhammikam. . 2) PrMoSū(Ma)K: anadhyācārah. . 3) PrMoSū(P): om.,

PrMoSū(Sa):iha te śiks.āyām. śiks.itavyam ity, PrMoSū(Mū): āyus.matā tvayā śiks.āyām. śiks.itavyam

iti. 4) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 5) PrMoSū(Sa): yus.mākam. bālānām. mūd.hānām.
dus.prajñānām. , PrMoSū(Mū)B: bālasya mūd.hasya dus.prajñasya, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH:

yus.mākam. bālānām. mūd.hānām avyaktānām akuśalānām. . 6) PrMoSū(P): om. 7) PrMoSū(P): add.

etasmim. sikkhāpade, PrMoSū(Sa): add. atra śiks.āyām. , PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: asyām.
śiks.āyām. śiks.is.ye. 8) PrMoSū(P): yāva n’aññam. bhikkhum. byattam. vinayadharam. paripucchāmı̄”ti.,

PrMoSū(Sa): anyān aham. bhiks.ūm. praks.yāmi sūtradharān vinayadharān mātr.kādharān, PrMoSū(Mū)B:

yāvan nāham. bhiks.ūn praks.yāmi sūtradharān vinayadharān mātr.kadharān iti, PrMoSū(Mū)LC: [yāvan

nāha]m anyān bhiks.ūn praks.yāmi / sūtradharān vinayadharān mātr.kadharān iti, PrMoSū(Mū)HvH: yāvad

aham. anyān bhiks.ūn praks.yāmi / sūtradharān vinayadharān mātr.kadharān iti. 9) PrMoSū(Ma)K: add. api

tu khalu. 10) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: ājñātukāmena, PrMoSū(Mū)B: sarvajñatākāmena. 11)

PrMoSū(P): aññātabbam. paripucchitabbam. paripañhitabbam. , PrMoSū(Sa): tatra śiks.āyām. śiks.itavyam.
bhiks.avaś ca pras.t.avyāh. sūtradharā vinayadharā mātr.kādharāh. , PrMoSū(Mū)B: śiks.āyām. śiks.itavyam.
bhiks.avah. pras.t.avyāh. sūtradharā vinayadharā mātr.kadharā, PrMoSū(Mū)HvH: tasyām. śiks.āyām.
śiks.itavyam. // // bhiks.avaś ca pras.t.avyāh. sūtradharā vinayadharā mātr.kādharāh. . 12) PrMoSū(P): add.

ayam. tattha sāmı̄ci, PrMoSū(Sa): add. iyam. tatra samı̄cih. , PrMoSū(Mū): add. ayam. tatra samayah. .

また，いかなる比丘といえども，比丘達によって，「尊者よ，彼らはこれら五つ
の罪をもって犯さないために*48 ，学処を学ぶべきである」と，このように言う
［比丘］は，その比丘が彼の比丘達に「私が持経者，持律者，持論者である長老の
比丘達，持経者，持律者，持論者である中間の比丘達，持経者，持律者，持論者
である新参の比丘達に会わない限り，私は尊者達の言葉によって学ばないだろう。
まず私は，彼ら［比丘達］に近づいて，尋ね，質問しよう*49 」と，このように言
うならば，波逸提である。学処を欲する比丘によって，知られるべきであり，理

*48 anadhyāvācāya. 語源不明。平川 [1995:121]では「犯さずして」と訳すが，漢訳に従ったものと考
えられ，語源の説明無し。本経末尾の結語に「sukham. ca phāsum. ca viharantehi anadhyācārāya śiks.ā
karan. ı̄yā」（安穏と安楽に住する者達によって，罪を犯さないために，学処が守られるべきである）
の一文があることから，この語は「an-adhyācāra」（BHSD (s.v. adhyācāra), NPED (s.v. ajjhācāra)）の
誤りと考えられる。さらには辛嶋 [2013]では「anadhyācārah.」が使われる。

*49 内容に疑念が残るが，原文に従い「まず私は，彼ら［比丘達］に近づいて，尋ね，質問しよ
う」と訳した。Pachowにはmātr.kādharān na tām. s tāvad aham upasam. kramya paripr.s.t.his.yam. paripraśnı̄
karis.yan tiとあり，否定辞の「na」があるので「…に会わず，彼ら［比丘達］に近づいて，尋ね，質
問しない限り」と訳すこともできよう。平川 [1995:121]は「…面会せず，彼らに近付きて，質問し，
慇懃に問わざるかぎりは，我らは長老達の言葉によりて学処を学ばざるべし」とあり，Pachow，あ
るいはパーリ律や漢訳に従ったものと考えられるが、特に説明無し。
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解されるべきであり，学ばれるべきである。

【76. 飲酒戒】*50

(76) surāmaireyamadya[pānam. ]1) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): surāmerayapāne.

スラー酒，マイレーヤ酒，マディヤ酒を飲むことは，波逸提である。

【77. 軽他戒】*51

(77) bhiks.unādarye1) pācattikam. /
1) PrMoSū(P): anādariye, PrMoSū(Sa): anādareyakāt, PrMoSū(Mū)B: anādaravr.ttāt, PrMoSū(Mū)LC,

PrMoSū(Mū)HvH: anādarāt, PrMoSū(Ma)K: «bhiks.u»anādaryake.

比丘を敬わない場合*52 ，波逸提である。

【78. 屏聴四諍戒】*53

(78) yo puna bhiks.u bhiks.ūhi kalahajātehi 1) bhan.d. anajātehi (2...vigrahavivādāpannehi
(4...viharantehi...2) upaśrotrasthāne3)...4) tis.t.heya — yam. ete vadis.yanti5) (7...tam. 6)

paścād upasam. haris.yāmı̄ti...7) / (8...etad eva pratyayam. kr.tvā...8), ananyam9), (11...imam.
tasya bhiks.usya upaśrotrasthāne10)...11) pācattikam. /

1) PrMoSū(Sa): add. vigr.hı̄tānām. , PrMoSū(Mū)B: add. bhedanajātānām. , PrMoSū(Mū)LC: viharatām.
PrMoSū(Mū)HvH: add. vigrahajātām. . 2) PrMoSū(P): vivādāpannānam. , PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū):

vivādam āpannānām. . 3) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)B: tūs.n. ı̄m upaśrutikas, PrMoSū(Mū)HvH: tūs.n. ı̄m

aupaśrutikayā. 4) PrMoSū(Ma)K: upa«viharam. tehi» śronatasthātam. . 5)PrMoSū(P): bhan. issanti,

PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): vaks.yanti. 6) PrMoSū(Ma)K: add. śrutvā. 7) PrMoSū(P): tam. sossāmı̄”ti,

PrMoSū(Sa): tad aham. śrutvā tathānuvyāharis.yāmı̄ti, PrMoSū(Mū)B: tad aham. dhārayis.yāmı̄ty,

PrMoSū(Mū)HvH: tad aham. śrutvā tathā tathānuvyavaharis.yāmı̄ty. 8) PrMoSū(Sa): om. 9) PrMoSū(Sa),

PrMoSū(Mū): om. 10) PrMoSū(Ma)K:upaśrotāsthāne. 11) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

また，いかなる比丘といえども，比丘達が，争いを起こし，口論を起こし，論

*50 T1426.553c11: 若比丘。飮酒咽咽波夜提。cf. T1425:387a18-19.
*51 T1426.553c12: 若比丘。輕他比丘波夜提。cf. T1425:387c15.
*52 bhiks.unādarye. 平川 [1994:567]にも指摘されるように，この直後の摂頌には anādaryam，および

Bhı̄Vの摂頌に nādaryaの語があることから，ādarya（尊敬すべき）に否定の接頭辞として「an-」，ま
たは「na-」が付いた語形で，ここでは「bhiks.u-nādarye（比丘を敬わない場合）」と解した。NPED
(s.v. anādariya)

*53 T1426.553c13-14: 若比丘。諸比丘諍訟時默然立聽。彼有所説我當憶持。作是因縁不異波夜提。
cf. T1425:388a23-25.
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争や訴訟をして過ごしている*54 時に，立ち聞きできる場所*55 にあるならば，［す
なわち］「この者達が語るそのことを，私は後で調停しよう*56 」と［いう］，この
ことだけを理由として，別［の理由］がない［場合］，これをその比丘の立ち聞き
の状態に関する波逸提という。

【79. 黙然起去戒】*57

(79) yo puna bhiks.uh. 1) sam. ghe viniścayakathāhi2) vartamānāhi3) utthāyāsanāt4)

prakrameya (5...santam. bhiks.um anāmantrayitvā...5), (6...anyatra tathārūpe atyāyike

karan. ı̄ye...6) pācattikam. /
1) PrMoSū(Ma)K: add. jānam. . 2) PrMoSū(Mū)B: dharmikāyām. , PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH:

dharmyāyām. . 3) PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: kathyamānāyām. . 4) PrMoSū(P): chandam. adatvā

ut.t.hāyāsanā, PrMoSū(Sa): āsanāt tūs.n. ı̄m utthāya, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: tūs.n. ı̄m. 5)

PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): sam. tam. bhiks.um anava(lokya, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)B: santam.
bhiks.um anavapr.cchya, PrMoSū(MūHvH: santam. bhiks.um anavalokya. 6) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om.,

PrMoSū(Mū)B: anyatra tadrūpāpratyayāt, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: anyatra tadrūpāt pratyayāt,

PrMoSū(Ma)K: om.

また，いかなる比丘といえども，サンガにおける決定の議論が行われている時
に，座席から立ち上がって，善比丘*58 に挨拶せずに，立ち去るならば，そのよう
な緊急の仕事の場合をのぞいて，波逸提である。

【80. 非時入聚楽戒】*59

(80) yo puna bhiks.u (1...āran.yake śayyāsane viharanto...1) vikāle grāmam. praviśeya

santam. bhiks.um anāmantrayitvā, anyatra tathārūpe atyāyike karan. ı̄ye pācattikam. /
1) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

*54 Mvy 2630; kalaha-bhan.d. ana-(vigraha-). cf. Abhis I 128: kalahajāto bhan.d. anajāto vigrahavivādāpanno
viharanto sam. ghe karkaśāni.

*55 upaśrotrasthāne. 「upaśrotra」は辞書に見出すことのできない語であるが，upa-√śru-の関連語と
考えられる。MW (s.v. upaśruti, upaśrotr.)は「聞くこと」や「聴衆」とする。BHSD (s.v. upaśrutika)
は「盗聴，立ち聞き」の意味を掲載する。Oguibénine[2002:60-61]では śrotr.の複合語，また，辛嶋
[2013:65 f.n. 243]は śrotr.の単数主格形と sthānaの複合語と推定する。

*56 upasam. haris.yāmi. MW(s.v. upa-sam-√hr.-)には「簡潔にする，要約する；停止する，抑制する」
などの様々な意味が掲載される。この語が使われることで，「両者の意見を聞いてから調停するこ
とを目的とした立ち聞き」という例外が示されている。

*57 T1426.553c15: 若比丘。僧斷事不與欲。出去不白。波夜提。cf. T1425:388c11-12.
*58 santam. bhiks.um. cf. 𠮷澤 [2021:297 f.n. 53]
*59 T1426.553c16-17: 若比丘。阿蘭若處住。非時入聚落。不白善比丘。除急事波夜提。cf.

T1425:389b02-03.
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また，いかなる比丘といえども，阿蘭若*60 という臥座具において過ごしている
者が，善比丘に挨拶せず，非時に村落に入るならば，そのような緊急の仕事の場
合をのぞいて，波逸提である。

// uddānam. // (71) ūnavim. śati (72) stainyasārtho (73) pr.thivı̄ (74) pravāran. ā (75)

na śiks.is.yam. (76) madyapānam (77) anādaryam (78) upaśrotra (79) viniścaya (80)

āran.yakena // as.t.amo vargah. //

【摂頌】71. 20歳以下，72. 盗賊の隊商，73. 大地，74. 自恣，75. 学ばないであろ
う，76. マディヤ酒を飲むこと，77. 敬わないこと，78. 立ち聞き，79. 決定，80.

阿蘭若［に住む者］によって。第８集*61

【81. 食前食後至餘家戒】*62

(81) yo puna bhiks.u 1) sabhakto samāno2) purebhaktam. paścādbhaktam. vā kules.u

cāritram āpadyeya (3...santam. bhiks.um anāmantrayitvā...3), (4...anyatra samaye...4)

pācattikam. / (6...tatrāyam samayo — cı̄varadānakālasamayo5) / ayam atra samayah. /...6)

1) PrMoSū(P): add. nimantito, PrMoSū(Sa): add. kules.ūpanimantritah. , PrMoSū(Mū)B: add.

kule nimantritah. , PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: add. kule upanimantritah. . 2) PrMoSū(Sa),

PrMoSū(Mū): om. 3) PrMoSū(P): santam. bhikkhum. anāpucchā, PrMoSū(Sa): om. PrMoSū(Mū)B:

santam. kulam. apratisam. vedito, PrMoSū(Mū)LC, PrMoSū(Mū)HvH: sam. tam. gr.hin. am anavalokya. 4)

PrMoSū(Sa): om. 5) PrMoSū(P): cı̄varadānasamayo cı̄varakārasamayo, PrMoSū(Ma)K: «glānasamayo»

cı̄varakālasamayo. 6) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

また，いかなる比丘といえども，食事を伴った［招待を］受けている者が，食
前，あるいは食後に，善比丘に挨拶せずに，在家を訪問する*63 ならば，正時を除
いて，波逸提である。その場合に，これが正時である。［すなわち］施衣の時*64

である。ここではこれが「正時」である。

*60 aran.yaは一般的に「森，森林」と訳されるが，自分たちに属さない土地や，生活圏の外側など
の「荒野，原野，未開地」のことをいう。

*61 T1425.389c05-07不滿共賊伴　掘地四月請　未學并飮酒　輕他默然聽　默起非時入　第八跋渠
竟。

*62 T1426.553c18-19: 若比丘同食處。食前食後不白善比丘。行至餘處。除衣時波夜提。cf.
T1425:390a04-05.

*63 kules.u cāritram āpadyeya. BHSD (s.v. cāritra)によれば，‘cāritram āpadyate’は処格と共に「訪問
する，交際する」の意味で使われる。

*64 cı̄varadānakālasamayo. 平川 [1994:360, 370, 497]は，-kālaを，-kāraと訂正し，cı̄varadānasamaya
と cı̄varakārasamayaを合成した語であると考えられるので「施衣・作衣時」とするべき，と指摘す
る。
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【82. 突入王宮戒】*65

(82) yo puna bhiks.u rājñah. ks.atriyasya mūrdhābhis.iktasya janapadasthāmavı̄ryaprāptasya1)

(4...antah.puram. praviśeyānis.krānte rājāne, anis.krānte antah.pure2), anirgatehi3) ratanehi

antamaśato...4) indrakı̄lam. pi 5) atikrameya6) pācattikam. /
1) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2) PrMoSū(Ma)K: stryāgāre. 3) PrMoSū(Ma)K:

anirhritehi. 4) PrMoSū(P): anikkhantarājake aniggataratanake pubbe appat.isam. vidito, PrMoSū(Sa):

ani(s.k)rānte rājñ(i) anirgr.hı̄tes.u ratnes.u, PrMoSū(Mū): anirgatāyām. rajanyām anudgate ’run. e anirhr.tes.u

ratnes.u vā ratnasammates.u vā. 5) PrMoSū(Sa): add. indrakı̄labhūmim. vā, PrMoSū(Mū): add. in-

drakı̄lasāmantakam. vā. 6) PrMoSū(Sa): samatikramed, PrMoSū(Mū)B, PrMoSū(Mū)HvH: samatikraned,

PrMoSū(Mū)LC, samabhih. . PrMoSū(Ma)K: lam. gheyā. 7) PrMoSū(Sa): add. anyatra tathārūpapratyayāt,

PrMoSū(Mū): add. anyatra tadrūpāt pratyayāt.
また，いかなる比丘といえども，灌頂（即位式）を執行した，［すなわち］国土

と勢力と勇力を得た，王であるクシャトリヤの後宮に入る場合に，王が［後宮か
ら］出てこない，後宮（王妃）が出てこない，宝がしまわれていない*66 ならば，
城門の標柱*67 すら越えたとしても，波逸提である。

【83. 骨牙鍼筒戒】*68

(83) yo puna bhiks.u dantamayam. 1) vā asthimayam. vā śr.ṅgamayam. 2) vā (3...suvarn. amayam.
vā rūpyamayam. vā...3) ratanamayam. 4) vā sūcı̄vigraham. 5) kārāpeya bhedana6)-

pācattikam. /
1) PrMoSū(Mū)B: om. 2) PrMoSū(P): visān. amayam. , PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): vis.ān. amayam. . 3)

PrMoSū(Ma)K: om. 4) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 5) PrMoSū(Ma)K: sūcı̄gharakam. .

6) PrMoSū(Sa): om.

また，いかなる比丘といえども，象牙製，骨製，角製，金製，銀製，あるいは宝
珠製の針箱を作らせるならば，破壊［が適用される］波逸提である。

【84. 過量牀脚戒】*69

(84) 1) mañcam. vā pı̄t.ham. vā bhiks.un. ā kārāpayamān. ena sugatās.t.āṅgulapramān. āh.

*65 T1426.553c20-21: 若比丘入王宮。夫人未藏寶。下至過門限。波夜提。cf. T1425:390c15-16.
*66 anirgatehi ratanehi. 「nirgata」はMW(s.v. nirgata)などに「～から解放された，出て行った」など
と共に，「現れた，消えた」の意味がある。王と後宮には「anis.krānta」の語が使われることから，
区別するために「財宝を隠していない」という意味と解した。その一方で，「宝」について，平川
[1995:240, 244-245]は，諸律の記述について検討することで，後宮（王妃）や女宝のことを「宝」
と考えていたのではないかとする。

*67 indrakı̄lam. . BHSD (s.v. indrakı̄la), NPED (s.v. indakhı̄la)
*68 T1426:552c11: 若比丘。食已足離坐處。不作殘食法。食者波夜提。cf. T1425:338c16-19.
*69 T1426.553c23-24: 若比丘。作床脚應高佛八指。除入梐。若過截已波夜提。cf. T1425:391c18-20.
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pādakāh. kārāpayitavyāh. anyatrāt.t.anı̄ye2), taduttarim. kārāpeya cchedana3)-pācattikam. /
1) PrMoSū(P): add. navam. pana, PrMoSū(Mū)B: add. sam. ghasya, PrMoSū(Mū)HvH: add. sāṅghikam. .

2) PrMoSū(P): aññatra hetthimāya at.aniyā, PrMoSū(Sa): anyatrāran.yās, PrMoSū(Mū)B: anyatra adhastāt

at.anyās, PrMoSū(Mū)HvH: anyatra adhastāt at.anyās. PrMoSū(Ma)K: ad. anı̄ye. 3) PrMoSū(Sa): om.

臥床あるいは椅子を作らせている比丘は，善逝の８指分の大きさの［椅子の］
脚を作らせるべきである。アッタニー（枠の差し込み部分）*70 を除いて，それ以
上，作らせるならば，切断［が適用される］波逸提である。

【85. 兜羅綿紵褥戒】*71

(85) yo puna bhiks.uh. 1) tūlasam. str.te2) (3...mañce vā pı̄t.he vā...3) (4...abhinis. ı̄deya vā

abhi[ni]padyeya vā...4) uddālana5)-pācattikam. /
1) PrMoSū(Mū)HvH: add. sāṅghikam. . 2) PrMoSū(P): tūlonaddham. , PrMoSū(Ma)K: tūlasam. s[t]ārāmayam. .

3) PrMoSū(Sa): śayyām. 4) PrMoSū(P): kārāpeyya, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)B: avanahed avanāhayed

vā, PrMoSū(Mū)HvH: upanahyād upanāhayed vā. 5) PrMoSū(Sa): om., PrMoSū(Ma)K: uddharan. āye.

また，いかなる比丘といえども，綿で覆われた臥床あるいは椅子に坐る，ある
いは横たわる*72 ならば，引き裂き［が適用される］波逸提である。

【86. 過量尼師壇戒】*73

(86) nis. ı̄danam. bhiks.un. ā kārāpayamān. ena prāmān. ikam. kārāpayitavyam. / tatredam. 1)

pramān. am. — dı̄rghaśo dve vitastı̄yo sugatavitastinā tiryag (3...dvyardham (2...anyatra

daśavitastikam. ...2)...3) / taduttarim. kārāpeya cchedana4)-pācattikam. /
1) PrMoSū(Mū)HvH: add. nis.adanasya. 2) PrMoSū(Ma)K: om. 3) PrMoSū(P): diyad.d.ham. dasā vidatthi,

PrMoSū(Mū)B: sārdhavitastir daśānām. ca vitastis, PrMoSū(Mū)HvH: arddhā vitastih. dadyāc ca dairghyen. a

vitastin. 4) PrMoSū(Sa): om.

座具を作らせている比丘が，適量で作らせるべきである。その場合には，量
（範囲）は［次のとおり］である。［すなわち］善逝の１搩手をもって，長さは２
搩手，幅は 1.5搩手である。縁の１搩手*74 を除いて，それ以上，作らせるならば，
切断［が適用される］波逸提である。

*70 at.t.anı̄ye. 「at.t.anı̄」という語は辞書に見出せないが「at.anı̄」と同じ語と考えられる。MW (s.v.
at.anı̄)は「弓筈，弓の弦を引っかける溝」のこと。NPED (s.v. at.ani)ではサンスクリット語と異な
り，椅子やベッドの枠組みの一部とする。平川 [1995:292-294]は枠組みの穴に差し込む「枘」のこ
ととする。

*71 T1426.553c25-26: 若比丘。兜羅綿衤宁褥。若坐若臥出已波夜提。cf. T1425:392a28-29.
*72 abhinipadyeya. NPED (s.v. abhinipajjati)
*73 T1426.553c27-28: 若比丘。作尼師壇應量作。長二修伽陀磔手。廣一磔手半。更益一磔手。若過
截已波夜提。cf. T1425:393a04-06.

*74 daśavitastikam. . MW (s.v. daśā), NPED (s.v. dasā)
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【87. 過量覆瘡衣戒】*75

(87) kan.d. ūpraticchādanam. bhiks.un. ā kārāpayamān. ena prāmān. ikam. kārāpayitavyam. /

tatredam. 1) pramān. am. — dı̄rghaśo catvāri vitastı̄yo sugatavitastinā, tiryag dve 2) /

taduttarim. kārāpeya cchedana-pācattikam. /
1) PrMoSū(Mū)HvH: add. kan.d. ūpraticchādanasya. 2) PrMoSū(P): add. vidatthiyo.

比丘が覆瘡衣*76 を作らせる時，適量で作らせるべきである。その場合には，量
（範囲）は［次のとおり］である。［すなわち］善逝の１搩手をもって，長さは４
搩手，幅は２［搩手］である。それ以上，作らせるならば，切断［が適用される］
波逸提である。

【88. 過量雨浴衣戒】*77

(88) vars.āśāt.ikā bhiks.un. ā kārāpayamān. ena prāmān. ikā kārāpayitavyā / tatredam. 1)

pramān. am. — dı̄rghaśo s.ad.vitastı̄yo sugatavitastinā, tiryag ad.d.hatı̄yam. 2) / taduttarim.
kārāpeya cchedana3)-pācattikam. /

1) PrMoSū(Mū)HvH: vars.āśāt.ı̄cı̄varasya. 2) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)B: sārdhe dve, PrMoSū(Mū)HvH:

a<rddha>tr.tı̄yā. 3) PrMoSū(Sa): om.

雨季衣を作らせている比丘が，適量で作らせるべきである。その場合には，量
（範囲）は［次のとおり］である。［すなわち］善逝の１搩手をもって，長さは６
搩手，広さは 2.5［搩手］。それ以上，作らせるならば，切断［が適用される］波
逸提である。

【89. 過量作衣戒】*78

(89) yo puna bhiks.uh. sugatacı̄varapramān. am. cı̄varam. kārāpeya — (8...(1...kiñca

tasya...1) (2...bhagavato tathāgatasyārhatah. samyaksam. buddhasya...2) sugatasya

sugatacı̄varapramān. am. ? dirghaśo nava3) vitastı̄yo sugatavitastinā4), tiryak s.at. 5)

*75 T1426.553c29-a01: 若比丘。作覆瘡衣應長四修伽陀磔手廣二磔手若過截已波夜提。cf.
T1425:393b06-08.

*76 kan.d. ūpraticchādana. 「覆瘡衣」は皮膚病や怪我などの罹患部分を覆うための衣のこと。佐々木
[1999:129]は「下着（アンタラヴァーサカ）の下につけるもので，使用範囲は臍から下，膝よりも
上の箇所に限られている」説明する。

*77 T1426:552c19-20: 若比丘。往白衣家自恣與餅麨。得受兩三鉢出外共不病比丘食。若過受不共食
波夜提。cf. T1425:338c16-19.

*78 T1426.554a04-05: 若比丘。與如來衣量等作衣。若過截已波夜提。如來衣。長九修伽陀磔手。廣
六磔手。cf. T1425:394b05-07.
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/ idam. tasya (6...bhagavato tathāgatasyārhatah. samyaksam. buddhasya...6) sugatasya

sugatacı̄varapramān. am. / tato vā punar uttarim. kārāpeya cchedana7)-pācattikam. /...8)

1) PrMoSū(P): tatr’idam. , PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): tatredam. . 2) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa),

PrMoSū(Mū): om. 3) PrMoSū(Mū)HvH: daśa. 4) PrMoSū(Mū)B: om. 5) PrMoSū(Sa): add.

vidatthiyo. 6) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 7) PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om.

8) PrMoSū(Ma)K: tat[o] vā punar uttaram. kārāpaye cchedanāt pāyattikā // kim. ca tasya bhagavato

tathāgatasya a[rh]ato samyaksam. buddhasya sugatasya sugatacı̄varapramān. am. dı̄rghaśo daśa vitastayo

sugatavitastinā [tı̄ryau] ca s.at. idam. tasya [bh]agavato tathāgatasya a[sthato sa]myaksam. buddhasya

sugatasya «(su)gata»cı̄varapramān. am. .

また，いかなる比丘といえども，善逝の衣の量である衣を作らせるならば，［す
なわち］かの世尊・如来・応供・正等覚者・善逝のための善逝の衣の量とは何か，
善逝の１搩手をもって，長さは９搩手，幅は６［搩手］。これがかの世尊・如来・
応供・正等覚者・善逝のための善逝の衣の量である。また，それ以上，作らせる
ならば，切断［が適用される］波逸提である。

【90. 無根僧残謗他戒】*79

(90) yo puna bhiks.u (1...bhiks.usya dus.t.o dos.āt kupito anāttamano...1) amūlakena

sam. ghātiśes.en. a dharmen. ā2)-nudhvam. seya pācattikam. /
1) PrMoSū(P): bhikkhum. , PrMoSū(Sa): bhiks.um, PrMoSū(Mū)B: kupito ’nāttamanā pariśuddham.
anāpattikam. bhiks.um. , PrMoSū(Mū)HvH: dvis.t.o dves.ād apratı̄tah. śuddham. bhiks.um. anāpannam. 2)

PrMoSū(P): om.

また，いかなる比丘といえども，比丘に対して悪意があり，敵意（瞋恚）によっ
て怒った者，［すなわち］快く思っていない者が，根拠のない僧残法によって誹謗
するならば，波逸提である。

【91. 廻僧物施餘人戒】*80

(91) yo puna bhiks.ur jānan sām. ghikam. lābham. sam. ghe1) parin. atam. pudgalo2)

pudgalasya parin. āmeya pācattikam. /
1) PrMoSū(P): om. 2) PrMoSū(P): om.

また，いかなる比丘といえども，サンガの所得物がサンガに寄進された物と知
りながら，人が人に寄進するならば，波逸提である。

*79 T1426.554a06-07: 若比丘。瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗。波夜提。cf. T1425:395a08-09.
*80 T1426.554a08: 若比丘。知物向僧迴與餘人。波夜提。cf. T1425:395c03.
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【92. 不尊重布薩戒】*81

(92) yo puna bhiks.ur anvardhamāsam. 1) sūtre prātimoks.e uddiśyamāne evam. vadeya —
(2...adya punar aham. jānāmi...2), idānı̄m. punar aham. jānāmi — 3) ayam. pi dharmo

sūtrāgato sūtraparyāpanno (4...anvardhamāsam. sūtre prātimoks.e uddeśam āgacchati...4)

/ (5...yāvad aham. na jānāmi tāvan nāstı̄ttham. mahyam āpattir...5) jānem. su ca te bhiks.u

tam. bhiks.um. (6...sakr.d dvikkhuto trikkhuto āgatapūrvam. pi sannis.an.n. apūrvam. pi...6),

kah. punar vādo bahuśo / nāsti kho punas tasya bhiks.usya ajñānena muktih. / atha

khu yām. pi ca so bhiks.ur āpattim āpanno tām. (7...ks.ipram eva...7) yathādharmmam.
yathāvinayam. 8) kārāpayitavyo, uttarim. ca (9...sam. moham āpādayitavyo...9) / tasya te

āyus.man (10...lābhā durlabdhā...10) yas tvam. anvardhamāsam. 11) sūtre prātimoks.e ud-

diśyamāne (13...nāsthı̄kr.tvā na manasikr.tvā na sarvacetasā samanvāhr.tya avahitaśroto

satkr.tya12) dharmam. śr.n. os.ı̄ti...13) / imam. tasya bhiks.usya sam. moha14)-pācattikam. /
1) PrMoSū(Sa): om. 2) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3) PrMoSū(Sa): add.

yad, PrMoSū(Mū)HvH: add. yathā. 4) PrMoSū(P): anvad.d.hamāsam. uddesam. āgacchati,

PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: om., PrMoSū(Mū)B: uddeśyam āgacchati. 5) PrMoSū(Ma)K:

om. 6) PrMoSū(P): nisinnapubbam iminā bhikkhunā dvittikkhattum. pātimokkhe uddissamāne,

PrMoSū(Sa): sam. nis.an.n. apūrvo ’yam āyus.mām. dvis trih. prātimoks.asūtroddeśe, PrMoSū(Mū)B:

nis.an.n. apūrvam. āyus.matā dvitrikr.tvam. pos.adhe, PrMoSū(Mū)HvH: sannis.an.n. apūrvvo yam āyus.mān

dve trı̄n. i vā pos.adhakarmān. i. 7) PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 8) PrMoSū(P),

PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 9) PrMoSū(P): assa moho āropetabbo, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH:

sam. vejayitavyas, PrMoSū(Mū)B: kaukr.tyam āropayitavyam. . 10) PrMoSū(P): alābhā, tassa te dulladdham. ,

PrMoSū(Sa): alābho na lābhah. durlabdho na sulabdhah. , PrMoSū(Mū)B: alābho ’labdhah. durlabdho na

sulabdho, PrMoSū(Mū)HvH: alābhā durlabdhā na sulabdhā. 11) PrMoSū(P): om. 12) PrMoSū(Ma)K: om.

13) PrMoSū(P): na sādhukam. at.t.hikatvā manasikarosı̄”ti, PrMoSū(Sa): na satkr.tyārthı̄kr.tvā na gurukr.tvā

na manası̄kr.tvā naikāgracitto nāvahitaśrotro na sarvacetasā samanvāhr.tya śr.n. os.i. PrMoSū(Mū)B:

na satkr.tya śr.n. os.i na gurukaros.i nārthikaros.i na manasikaros.i ekāgracittenāvahitaśrotren. a na śr.n. os.i

sarvacittasam. kalpair api na śr.n. os.i, PrMoSū(Mū)HvH: na satkr.tya dharmam. śr.n. os.i na gurūkr.tya

nāsthı̄kr.tya na manasikr.tya naikāgracitto nāvahitaśroto na sarvvacetasā samanvāhr.tya dharmam. śr.n. os. ı̄ti.

14) PrMoSū(P): mohanake, PrMoSū(Sa): sam. vejanāt, PrMoSū(Mū)B: kaukr.tyāt, PrMoSū(Mū)HvH:

śiks.ā samvejanāt.

また，いかなる比丘といえども，半月毎に波羅提木叉のスートラが説かれつつ
ある時，「今日，私は知った。また今，私は，スートラの中にあり，スートラに
含まれるこの法もまた，半月毎に波羅提木叉のスートラの中で誦出されていると

*81 T1426.554a09-15: 若比丘。僧半月説波羅提木叉經時作是言。長老。我今始知是法入修多羅半月
波羅提木叉中説。諸比丘知彼比丘本若二若三。説波羅提木叉經中坐。況復多。彼比丘不以不知故無
罪。隨所犯罪一一如法治。應呵責言。長老。汝失善利。半月説波羅提木叉經時。汝不尊重。不一心
念。不攝耳聽法。呵已波夜提。cf. T1425:396a04-10.
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知った。私が知らない限り，この私に罪はない」と言うならば，また比丘よ，そ
の比丘［のこと］を一度，二度，三度，以前にやって来た，以前に滞在した者で
あることを，彼らが知っているならば，頻繁［に参加した者］は言うまでもなく，
実にその比丘の無知によって［罪から］解放されることはない。この時，実に，
罪を犯したかの比丘は，まさに速やかに，法に従って，律に従って，その［罪に
対する処分］をするべきであり，それに加えて，無知［の罪］に陥るであろう。
尊者よ，半月毎に波羅提木叉のスートラが説かれつつある時，注意を払うことな
く*82 ，集中することなく，全ての心で尊敬して，［すなわち］拝聴する者が恭敬
して，法を聞かない［ならば］，そのあなたにとって，所得物は得難い，これをそ
の比丘の無知［という］波逸提である。

// uddānam. // (81) sabhakto (82) rājño (83) sūcı̄ gr.ham. (84) mañca (85) tūla (86) nis. ı̄danam.
/ (87) kan.d. ū (88) vars.āśāt.ikā (89) sugatacı̄varam (90) abhyākhyānam. (91) parin. āmanam

(92) ajñānakena // navamo vargah. //

【摂頌】81食事を伴う，82. 王の，83. 針筒，84. 臥床，85. 綿，86. 座具，87. 掻
くこと，88. 雨季衣，89. 善逝の衣，90. 中傷，91. 寄進，92. 知らずに。第９集*83

// vargān. ām uddānam. // (1) mr.s.ā (2) bı̄jam. (3) asam. mato (4) ekāhaparamo / (5) jyoti (6)

saprān. akam. (7) sañcintya (8) ūnavim. śati (9) sabhaktakena navamah. /

【集の摂頌】1. 妄語，2. 種子，3. 選任なし，4. 一日を限度として，5. 火，6. 虫を
含む，7. 企図して，8. 20歳以下の，9. 食事を伴って，第９。

【結語】*84

uddis.t.āh. kho punar 1) āyus.manto dvānavati śuddhapācattikā dharmāh. / tatrā-yus.manto

pr.cchāmi kaccittha pariśuddhāh. ? (2...dvitı̄yam. pi āyus.manto pr.cchāmi kaccittha

pariśuddhāh. ? tr.tı̄yam. pi āyus.manto pr.cchāmi kaccittha pariśuddhāh. ?...2) pariśuddhā

atrāyus.manto yasmāt tūs.n. ı̄m evam etam. dhārayāmi /
1) PrMoSū(Sa): add. mayā, PrMoSū(Mū)HvH: add. me. 2) PrMoSū(P): dutiyam’pi pucchāmi: kacci’ttha

parisuddhā? tatiyam’pi pucchāmi: kacci’ttha parisuddhā, PrMoSū(Sa): dvir api trir api pr.cchāmi kaccit

*82 asthı̄kr.tvā. BHSD (s.v. asthı̄kr.tya), NPED (s.v. at.t.hikatvā)
*83 T1425.22.396b12食家入王宮　鍼筒床二褥　坐具覆瘡衣　雨衣如來衣　無根謗第十　迴向遮布
薩　第九跋渠竟。

*84 T1426.554a17-19: 諸大徳。已説九十二波夜提法。今問諸大徳。是中清淨不。是中清淨不。是中
清淨不諸大徳。是中清淨默然故。是事如是持。
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sthātra par(i)ś(uddhā pariśu)ddhā, PrMoSū(Mū): om., PrMoSū(Mū)HvH: dvir api trir api paripr.cchāmi

kaccit sthātra pariśuddhāh. .

実にまた，尊者達よ，九十二の清浄なる波逸提法が説かれた。そこで，尊者達
よ，私は尋ねる。「このことに関して清浄であるか」二度目もまた，尊者達よ，私
は尋ねる。「このことに関して清浄であるか」三度目もまた，尊者達よ，私は尋ね
る。「このことに関して清浄であるか」沈黙しているのであるから，このことに関
して尊者達は清浄である。私はこのようにそのことを受持する。
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Studies Monograph 64, Institute for the Study of Man, Washington DC.

Oldenberg, Hermann 1964. The Vinaya Pit.aka: one of the principal Buddhist holy

scriptures in the Pāli language. London: Published for the Pali Text Society by

Luzac & Co.

Oldenberg, Hermann, and T. W. Rhys Davids, trans. 1881. Vinaya Texts. Delhi: Moti-

lal Banarsidass.

Pachow, W. and Mishra, R. 1956. The Prātimoks. asūtra of the Mahāsāṅghikās criti-
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