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第 29三啓経（八難経）の梵文テキストと和訳 *

上　野　牧　生

1. 概　要

　本研究は、『三啓集』（Tridaṇḍamālā）に含まれる『八難経』の翻刻を提示し、

梵文テキストに基づく和訳を試みるものである。馬鳴（Aśvaghoṣa）の撰と伝え

られる『三啓集』は、阿含経典の前後に当該の経典と主題を共有する韻文群を

それぞれ配する「三啓」（tridaṇḍa）の形式を有する、約 40種の三啓経から構成

される。本研究が取り上げるのは、その第 29番目に位置する三啓経としての

『八難経』である。経典の前後にそれぞれ配された、馬鳴作と思しき韻文群は

今回は取り上げない。

　チベット・ポカン寺（sPos khang）旧蔵『三啓集』梵文写本の奥書には、本書

が「説一切有部の馬鳴」による作であると明記されている。そのため、ひとま

ずはこの『八難経』も広義の説一切有部に属するとみなすことができる。系統

を異にするパーリ佛典は別として、説一切有部系阿含としての『八難経』に関

する現存資料は、これまで、大英図書館所蔵のわずかな梵文写本断片と、数種

の漢訳に限られていた。ところが、『三啓集』からは、その全体にわたる梵文

を回収することができる。有部系阿含研究における『三啓集』の重要性がこう

した点からもうかがわれよう。

　なお、この経典の通称は不明である。八難経（漢訳『中阿含經』）とも、八無

暇有暇経（義浄訳の単独経）とも、Akkhaṇasutta（パーリ佛典）ともいい、『三啓

集』にも記載はないようである。本研究では便宜的に『八難経』と呼ぶ。
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2. 内　容

　『八難経』の主題である「難」、すなわち無暇（akṣaṇa）・非時（asamaya）とは、

有暇（kṣaṇa）・有時（samaya）の対義語であり、ブッダの教えを聴く機会のない

境涯、または聴聞のかなわない境涯を指す。具体的には（1）地獄、（2）畜生、

（3）餓鬼のいずれかに生まれ教えを聴く機会がない、（4）長寿天に生まれ教

えを聴く意欲がない、または、人間に生まれるも、（5）教えが届くことのない

辺境に生まれる、（6）教えを聴く機根（indriya）がない、（7）邪見をもってい

る、（8）如来が出世していない時代に生まれる、という八つの境涯である。そ

の反対に、有暇・有時とは、人間に生まれ、教えを聴き得る機会ある境涯を指

す。輪廻の渦中にありながら、八つの無暇・非時を離れた状態である。

　概して、本経の内容は「あなたは幸いにも有暇を得たのだから、佛教の聴聞

に努めるべきだ」というものである。例えば、世親（Vasubandhu）の『釈軌

論』（Vyākhyāyukti）では、次の如き説法とともに『八難経』を示し、聴き手に

輪廻への厭離（*nirveda）を生じさせるべきだとする。

ある盗人が、城壁に八つの穴をあけ、王の倉庫に侵入し、喉が乾いたので

甘美な（よい香りのする）酒を飲み、酔っぱらって居眠りし、明朝に捕縛さ

れて苦しんだ、という〔話〕が知られている。

同様に、あなた方が、「無暇」（*akṣaṇa）という城壁に八つの穴をあけ、

「有暇の発生」（*ksaṇopapatti）という王の倉庫に侵入し、「欲楽を楽しむ」

という酒を飲み、酩酊した状態で、「寿命」という夜から朝にかけ自身に

苦しみを生じさせる、というのは適切でない。（VyY, D shi 133b5-7, P si 155a6-8）

　ある盗人（私）が、城壁に八つの穴をあけ（輪廻の渦中で八無暇を経巡り）、王

の倉庫に侵入し、宝物（有暇）を手に入れることに半ば成功した。そのまま城

から脱出すればよいものを、欲楽に目が眩み、甘美な酒を飲んで酩酊し（欲望

の対象を楽しみ）、夜から朝にかけ（寿命が尽きるまでの間）、居眠り（人生を浪

費）してしまう。そして、明朝に捕縛されて苦しむ（今際の際に後悔する／八無

暇のいずれかに再生する）。そうした話である。「半ば宝物＝有暇を手にしている
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にもかかわらず」との含意を読み取ることができる。

3. 形　式

　『八難経』は、経典の本体（散文）と、その末尾に位置する韻文とから成る。

本体は、八つの無暇と唯一の有暇とをひとつずつ取り上げ、永く永い輪廻の隘

路を経てようやく有暇に到り得たことを示す構成である。それに対して、韻文

は、本体の要約・要項ではなく、本体よりも一歩、踏み込んだ主張を有する。

それは、「人間〔としての生まれ〕を得る」（manuṣyalābha）と「正法の説示があ

る」（saddharmadeśanā）とのふたつを己の稀有としてうけとめ、「唯一の機会

（kṣaṇa, 有暇）を逃すな」と訴える主張である。つまり、『八難経』はその全体

でもって、聴き手をして佛教の学修へ動機づける形式を採る。現代日本の佛教

諸宗派に尊重される、いわゆる「三帰依文」（開経偈）の冒頭句「人身受け難

し」「佛法聞き難し」の淵源のひとつがここにある。

4. 平行資料

　『八難経』の平行資料は少なくない。以下、管見の及ぶ限りを列挙するとと

もに、それらの平行資料と、『三啓集』梵文写本に含まれるヴァージョンとの

異同についても若干の所見を付す。なお、混乱を避けるため、本節では『三啓

集』所収『八難経』を AAKSūと表記する。義浄訳『八無暇有暇經』に倣い、

その原題を Aṣṭākṣaṇakṣaṇasūtraと見越しての略号である。

4.1 梵文写本（断片）

　　　　大英図書館（British Library = BL）所蔵 Or.15009/64.

　本経の全体からみれば、当該写本から回収される梵文の分量は極僅かである。

その翻刻は Karashima and Wille 2009: 139を参照（長島潤道による翻刻）。長島は

下記 4.3のパーリ佛典（Aṅguttaranikāya）に基づき、当該写本の判読困難文字を

再構成したようである。当該写本の読みは AAKSūとほとんど一致する。
⎝ 8⎠
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4.2 漢　訳

 （A）義浄訳『佛説八無暇有暇經』（T. No. 756）

 （B）『中阿含經』124「八難經」（T. No. 99）

 （C）『増一阿含經』42.1（T. No. 125）

　AAKSūとの一致の度合いは（A）→（B）→（C）の順で低下する。ただし、

（A）の構成は AAKSūと異なる。先述のとおり、AAKSūは経典の本体と韻文

とで構成されるが、（A）はその本体と韻文との間に、第 29三啓経の第 1ダン

ダに相当する韻文群を置く（そして第 3ダンダに相当する韻文は漢訳されていない）。

すなわち、同じく義浄の訳出による『無常經』（T. No. 801）に見られる「三啓」

の体裁を採らない。

　また、経典本体に関していえば、（A）は文言の点で AAKSūとかなり一致す

るも、韻文に関していえば、原本㆑ヴェルでの相違を推測させるほどの隔たり

も一部ある。概して、義浄が参照していたであろう原本と AAKSūとは細部に

おいて異なる。

　（B）『中阿含經』所収経典と（C）『増一阿含經』所収経典とは、構成の点で

は AAKSūと一致するも、（B）では餓鬼・長寿天・辺境の記述が大幅に省略さ

れ、逆に（C）ではほぼ全体にわたる記述が大幅に潤色されている。（B）に確

認される記述の省略は、下記 4.4チベット訳にも確認される。韻文については

むしろ、AKKSūは（B）と一致することが多い。

4.3 パーリ・ニカーヤ

　　　　Aṅguttaranikāya 8.29 = PTS本 , AN IV 225-228.

　経典本体に関していえば、このパーリ佛典も AAKSūとよく一致する。先の

4.2の諸漢訳、およびパーリ佛典との一致度から、この経典本体はそれぞれの

伝承過程において、変容を被る度合いが低かったと推測される。なお、PTS 

Ed. は本文の割愛が多い。その和訳研究である河崎・畑 2019: 91-96は諸版に

基づき PTS Ed. の割愛部分を補って翻訳しており、また訳文も流麗で、有益で

ある。
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　韻文に関していえば、このパーリ佛典は AAKSūと異なるところも見られる。

最も顕著な相違は、パーリ佛典のそれは他の平行資料に比して韻文数が多い点

である。パーリ佛典には確認されるが、他の平行資料には確認されない Pāda

がいくつかある。また、パーリ佛典の韻文は諸版の間に異読も少なくない。そ

うしたパーリテキストの確定に際し、AAKSūの梵文はひとつの視点を与える

であろう。

4.4 チベット訳

徳慧（Guṇamati）の『釈軌論注』（Vyākhyāyuktiṭīkā）第 5章における引用例。

　先に本研究の第 2節にて紹介した世親『釈軌論』の説法例に対する注釈とし

て、徳慧『釈軌論注』第 5章に経典本体の 6割ほどが引用される（韻文は含ま

れない）。この他、あくまで筆者が確認した限りでは、単独経典としてチベッ

ト語に翻訳されたものは見当たらないようである。

4.5 同一主題を扱う論書

　　　　mi khom pa brgyad kyi gtam, *Aṣṭākṣaṇakathā.

　チベット大蔵経テンギュル「書簡部」（spring yig）に収録される、『八難譚』

という名の文献である。その作者は馬鳴に帰されるが、馬鳴作ではなく、かな

り後代のものと推定される。第 29三啓経のチベット訳ではなく、その注釈と

呼び得るものでもないが、「八難」という主題は共通し、第 29三啓経の補足を

意図して作られた小論であるとみなすことはできるかもしれない。その作者が

馬鳴に帰される根拠はこの点に見出されるであろうか。

5. 梵文翻刻

　以下、梵文写本の 76r3-78r4までの翻刻を試みる。先行研究が指摘するよう

に、当該写本には誤写と推測される記述が散見されるものの、写本のそれとは

別の書体による、適切な書き入れ、修正、あるいは文字を消した跡など、多く

の訂正が認められる。以下の翻刻にはそれらの訂正も反映した。
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凡例

［　］　　判読が難しい文字

（　）　　復元された文字

｛　｝　　消去を指示する記号が付された文字

　ka  消去された文字

  ◯   紐穴

76r2 evam=mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān chrāvastyāṃ viharati sma | 

jetavane ʼnāthapi◯ṇḍadasyārāme tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma || 

akṣaṇo kṣaṇa iti hi  bhikṣavo bālo ʼśrutavān* pṛthagjano ◯  vācam* bhāṣate 

|| na ca punar jānīte kṣaṇam=vā akṣaṇam=vā aṣṭāv ime bhikṣavo ʼkṣaṇā 

asamayā pudgala

76r3 sya brahmacaryavāsāya katame ʼṣṭau iha bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno 

bhavati | tathāgato ʼrhan samyaksaṃ◯buddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato 

lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devaānāṃ manuṣyāṇām* ◯  

buddho bhagavān dharmmaś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 

sambodhigāmī sugatapraveditaḥ |

76r4 ayañ ca pudgalo narakeṣu pratyājāto bhavati | ayaṃ prathamo ʼkṣaṇo 

samayaḥ pudgalasya brahmacarya◯vāsāya || punar aparam* bhikṣavaḥ śāstā 

loka utpannas tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ ◯  

sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | śāstā deva{ānāṃ }manuṣyāṇāṃ 

ca buddho bhagavān dharmma

76r5 ś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ sambodhigāmī sugatapravedito 

ʼyañ ca pudgalas ti◯ ryakṣu pratyājāto bhavaty ayaṃ dvitīyo kṣaṇaḥ | 

asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparam* bhikṣa◯vaḥ 

śāstā loka utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 

vidyācaraṇasampannaḥ sugato

76v1 lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho 
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bhagavān* dharmmaś ca deśyate | aupaśami◯kaḥ pārinirvvāṇikaḥ 

sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayañ ca pudgalaḥ | preteṣu pratyājāto 

bhavati | ayaṃ tṛ◯ tīyo ʼkṣaṇo samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | 

punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhava

76v2 ti tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid 

anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | ◯  śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho 

bhagavān dharmmaś ca deśyate | aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 

sambodhigāmī sugataprave◯ditaḥ | ayañ ca pudgalo dīrghāyuṣkeṣu deveṣu 

pratyājāto bhavati | ayañ caturtho ʼkṣaṇaḥ | asamayaḥ

76v3 pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno 

bhavati tathāgato ʼrhan samyak*◯ saṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ 

sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ 

buddho bha◯gavān dharmmaś ca deśyate || aupaśamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ 

sambodhigāmī sugatapravedito yaṃ ca pudgalaḥ

76v4 pratyanteṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati | tadyathā dasyuṣu mleccheṣu 

yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadām* dha◯ rmmadeśanāyai bhikṣūṇāṃ 

bhikṣuṇīnām upāsakānām upāsikānām  ayam=pañcamo kṣaṇaḥ | asamayaḥ 

pudgalasya brahmaca◯ ryavāsāya | punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka 

utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇa

76v5 sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ | śāstā 

devamanuṣyāṇām=buddho bhagavān dharmma◯ ś ca deśyate | aupaśamikaḥ 

pārinirvvāṇikaḥ sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayañ ca pudgalo madhyeṣu 

janapade◯ ṣu pratyājāto bhavati | sa ca bhavati jaḍa eḍamūko 

hastasaṃvācikaḥ apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitā

77r1 nān=dharmmāṇām artham ājñātum* | ayaṃ bhikṣavaḥ ṣaṣṭho ʼkṣaṇaḥ | 

asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | ◯  punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā 

loka utpanno bhavati tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddhaḥ | 

vidyācaraṇasampannaḥ suga◯ to lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ 
⎝17⎠
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śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān dharmmaś ca deśyate | aupa

77r2 śamikaḥ pārinirvvāṇikaḥ | sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ pudgalo 

madhyameṣu janapadeṣu ◯  pratyājāto bhavati | sa ca bhavaty ajaḍo 

neḍakamūḍekaḥ | ahastasamvvācikaḥ pratibalaḥ subhāṣitadurbhā◯ ṣitānān 

=dharmmāṇām artham ājñātum* | api tu mithyādṛṣṭir bhavati viparītadarśī | 

evaṃdṛṣṭir evaṃvādī nāsti

77r3 dattaṃ nāstīṣṭaṃ nāsti hutaṃ nāsti sucaritam* nāsti duścaritam* nāsti 

sucaritaduścaritānāṃ karmmaṇāṃ phalavipā◯ko nāsty ayaṃ loko nāsti 

paraloko nāsti mātā nāsti pitā nāsti satva upapāduko na santi loke ʼrhantaḥ sa

◯myaggatāḥ samyakpratipannāḥ | ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokaṃ dṛṣṭa 

eva dharmme svayam abhijñayā sākṣāt*kṛ

77r4 tvopasaṃpadya pravedayante | kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryam* kṛtam* 

karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavam* ◯  prajānīma ity ayaṃ saptamo ʼkṣaṇaḥ 

| asamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya || punar aparam* bhikṣavo nai◯

va śāstā loka utpanno bhavati | tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 

vidyācaraṇasampannaḥ sugato loka

77r5 [vi]d anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇām* buddho 

bhagavā[n na caiva dharmmo deśyate] | aupaśami◯kaḥ pārinirvvāṇikaḥ 

sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu janapadeṣu 

pratyājāto bha◯vati sa ca bhavaty ajaḍo neḍakamūkaḥ | ahastasamvārikaḥ 

pratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānān dharmmāṇām a

77v1 rtham ājñātum* | sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī | evaṃdṛṣṭir 

evaṃvādī | asti dattam astīṣṭam asti hutam ◯  asti sucaritam asti duścaritam 

asti sucaritaduścaritānāṃ karmmaṇāṃ phalavipāko ʼsty ayaṃ loko ʼsti 

paraloko ◯  ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi asmin loke ʼrhantaḥ 

samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ |

77v2 ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokam* dṛṣṭa eva dharmme svayam abhijñayā 

sākṣātkṛtvopasampadya pravedayante | kṣī◯ṇā no jātir uṣitam* 
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brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ prajānīma iti | 

ayam aṣṭamo ʼkṣaṇo ʼsamaya◯ḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | eka eva 

bhikṣavaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsā

77v3 ya | katamaḥ sa bhikṣavaḥ eka kṣaṇaḥ | ekaḥ samayaḥ pudgalasya 

brahmacaryavāsāya | iha bhikṣavaḥ ◯  śāstā loka utpanno bhavati tathāgato 

ʼrhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ◯  

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇān buddho bhagavān* | dharmmaś 

ca deśyate | aupaśamikaḥ pā

77v4 rinirvvāṇikaḥ | sambodhigāmī sugatapraveditaḥ | ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu 

janapadeṣu pratyājā◯ to bhavati | sa ca bhavaty ajaḍaḥ | aneḍo ’mūkaḥ | 

ahastasaṃvācikaḥ | pratibalaḥ | subhāṣitadurbhāṣitānāṃ ◯  dharmmāṇām 

artham ājñātum* | sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī bhavati || 

evaṃdṛṣṭir evaṃvādī a

77v5 sti dattam astīṣṭam asti hutam asti sucaritam asti duścaritam asti 

sucaritaduścaritānāṅ karmmaṇāṃ phala◯vipāko sty ayaṃ loko ʼsti paraloko 

ʼsti mātā ʼsti pitā ʼsti satva upapādukaḥ | santi loke ʼrhantaḥ sa◯myaggatāḥ 

samyakpratipannāḥ | ya imaṃ ca lokaṃ parañ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharmme 

svayam abhijñayā sākṣā

78r1 tkṛtvopasaṃpadya pravedayante | kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ 

karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ pratijānīma ◯  ity ayaṃ sa bhikṣavaḥ | 

ekakṣaṇaḥ | ekasamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya | idam avocad 

bhagavān idam uktvā ◯  sugato hy athāparam etad uvāca śāstā || 

manuṣyalābhaṃ labdheha saddharmme supravedite ye phalaṃ 

nādhigacchanti

78r2 teṣām atyayate kṣaṇaḥ | akṣaṇā bahavaḥ proktāḥ pudgalasyāntarāyikāḥ | tad 

idaṃ sammukhaṃ bhūtaṃ yal lo◯keṣu sudurllabham* manuṣyapratilābhaś 

ca saddharmasya ca deśanā | vyāyantum alam avaśyād ātmakāmena dehinā | 

◯  jñāsyāmaḥ kaścij jānīma saddharmmam iti | sādhavaḥ kṣaṇo tigāḥ 
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kṣaṇātītā hi śocanti narakeṣu sa

78r3 marppitāḥ | imāṃ vināśayitvā tu saddharmmasya niyāmatāṃ suciram* 

jātimaraṇam* saṃsāre* ʼnubhavi◯ ṣyate | [bhavā]nutapto suciraṃ 

vyatītārtho vaṇig yathā | ye tu labdhā manuṣyatvaṃ saddharmme supravedite 

| kurvvanti ◯  vacanaṃ śāstuḥ pratividhyanti te kṣaṇam* || kṣaṇapratyayino 

dhīrā brahmacarye ca kevalāḥ | cakṣuṣmatāṃ sa

78r4 mvaro pi ukta ādityabandhunā | tair gguptā smṛtimantaś ca viharanto 

navasrutāḥ | sarvvān anuśayāṃś chi◯ tvā mārasainyasarānugān* te vai 

pāragatā loke ye prāptā āsravakṣayam* | idam avocad bhagavān*◯

6. 梵文テキスト

　以下、上記の翻刻に基づく梵文テキストを示す。紙数の都合上、平行資料と

の対照を割愛したため、特に、経典末尾の韻文については暫定版とせざるを得

ない。なるべく修正を加えない方針で校訂したものの、多くの問題が残された

ままである。

[0] evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāñ chrāvastyāṃ viharati sma jetavane 

ʼnāthapiṇḍadasyārāme.

tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma. akṣaṇo ʼkṣaṇa iti hi bhikṣavo bālo ʼśrutavān 

pṛthagjano vācaṃ bhāṣate. na ca punar jānīte kṣaṇaṃ vā, akṣaṇaṃ vā. aṣṭāv ime 

bhikṣavo ʼkṣaṇā asamayāḥ pudgala(76r3)sya brahmacaryavāsāya. katame ʼṣṭau.

[1] iha bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 

vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 

devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ 

saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. (76r4) ayaṃ ca pudgalo narakeṣu pratyājāto bhavati, 

ayaṃ prathamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
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[2] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpann(o bhavati), tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharma(76r5)ś ca 

deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca 

pudgalas tiryakṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ dvitīyo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya 

brahmacaryavāsāya.

[3] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato (76v1) lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 

aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalaḥ 

preteṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ tṛtīyo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[4] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhava(76v2)ti, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 

aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo 

dīrghāyuṣkeṣu deveṣu pratyājāto bhavati, ayaṃ caturtho ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ (76v3) 

pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[5] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 

aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalaḥ 

(76v4) pratyanteṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati, tadyathā dasyuṣu mleccheṣu 

yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadāṃ dharmadeśanāyai bhikṣūṇāṃ bhikṣuṇīnām upāsakānām 

upāsikānām. ayaṃ pañcamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.
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[6] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇa(76v5)sampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 

aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo 

madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavati jaḍa eḍamūko hastasaṃvācikaḥ, 

apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitā(77r1)nāṃ dharmāṇām artham ājñātum. ayaṃ 

bhikṣavaḥ ṣaṣṭho ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[7] punar aparaṃ bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddhaḥ vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, 

aupa(77r2)śamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ (ca) pudgalo 

madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍakamūko 

ʼhastasaṃvācikaḥ, pratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum. api 

tu mithyādṛṣṭir bhavati viparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. nāsti (77r3) dattaṃ 

nāstīṣṭaṃ nāsti hutaṃ nāsti sucaritaṃ nāsti duścaritaṃ nāsti sucaritaduścaritānāṃ 

karmaṇāṃ phalavipāko nāsty ayaṃ loko nāsti paraloko nāsti mātā nāsti pitā nāsti satva 

upapāduko na santi loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ. ya imaṃ ca lokaṃ 

paraṃ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam abhijñayā sākṣātkṛ(77r4)tvopasaṃpadya 

pravedayante, kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād 

bhavam prajānīma iti. ayaṃ saptamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[8] punar aparaṃ bhikṣavo naiva śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan 

samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato loka(77r5)vid anuttaraḥ 

puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. na caiva dharmo 

deśyate, aupaśamikaḥ pārinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca 

pudgalo madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍakamūko 

ʼhastasamvācikaḥ, pratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām a(77v1)rtham 
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ājñātuṃ. sa ca bhavati samyagdṛṣṭir aviparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. asti dattam 

astīṣṭam asti hutam asti sucaritam asti duścaritam asti sucaritaduścaritānāṃ karmaṇāṃ 

phalavipāko ʼsty ayaṃ loko ʼsti paraloko ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi 

asmin loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ samyakpratipannāḥ. (77v2) ya imaṃ ca lokaṃ paraṃ 

ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam abhijñayā sākṣātkṛtvopasampadya pravedayante, 

kṣīṇā no jātir uṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ 

prajānīma iti. ayam aṣṭamo ʼkṣaṇo ʼsamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[9] eka eva bhikṣavaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsā(77v3)ya. 

katamaḥ sa bhikṣavo ekaḥ kṣaṇa ekaḥ samayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya. iha 

bhikṣavaḥ śāstā loka utpanno bhavati, tathāgato ʼrhan samyaksaṃbuddho 

vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 

devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān. dharmaś ca deśyate, aupaśamikaḥ pā(77v4)

rinirvāṇikaḥ saṃbodhigāmī sugatapraveditaḥ. ayaṃ ca pudgalo madhyeṣu janapadeṣu 

pratyājāto bhavati. sa ca bhavaty ajaḍo ʼneḍa(ka)mūko ʼhastasaṃvācikaḥ, pratibalaḥ 

subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum. sa ca bhavati samyagdṛṣṭir 

aviparītadarśī, evaṃdṛṣṭir evaṃvādī. a(77v5)sti dattam astīṣṭam asti hutam asti 

sucaritam asti duścaritam asti sucaritaduścaritānāṃ karmaṇāṃ phalavipāko ʼsty ayaṃ 

loko ʼsti paraloko ʼsti mātāsti pitāsti satva upapādukaḥ santi loke ʼrhantaḥ samyaggatāḥ 

samyakpratipannāḥ. ya imaṃ ca lokaṃ paraṃ ca lokaṃ dṛṣṭa eva dharme svayam 

abhijñayā sākṣā(78r1)tkṛtvopasaṃpadya pravedayante, kṣīṇā no jātir uṣitaṃ 

brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparam asmād bhavaṃ prajānīma iti. ayaṃ sa 

bhikṣavo ekakṣaṇa ekasamayaḥ pudgalasya brahmacaryavāsāya.

[10] idam avocad bhagavān. idam uktvā sugato hy athāparam etad uvāca śāstā.

1. manuṣyalābhaṃ labdh(v)eha saddharme supravedite |

 ye phalaṃ nādhigacchanti (78r2) teṣām atyayate kṣaṇaḥ |
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2. akṣaṇā bahavaḥ proktāḥ pudgalasyāntarāyikāḥ |

 tad idaṃ saṃmukhībhūtaṃ yal lokeṣu sudurlabham |

3. manuṣyapratilābhaś ca saddharmasya ca deśanā |

 vyāyantum alam avaśyād ātmakāmena dehinā |

4. kaṅcij jānīma saddharmam iti mā vaḥ kṣaṇo ʼtigāt |

 kṣaṇātītā hi śocanti narakeṣu sa(78r3)marpitāḥ |

5. imāṃ vināśayitvā tu saddharmasya niyāmatāṃ |

  suciraṃ jātimaraṇaṃ saṃsāre ʼnubhaviṣyate |

 [bhava]nutapto suciraṃ vyatītārtho vaṇig yathā |

6. ye tu labdh(v)ā manuṣyatvaṃ saddharme supravedite |

 kurvanti vacanaṃ śāstuḥ pratividhyanti te kṣaṇam |

7. kṣaṇapratyayino dhīrā brahmacarye ca kevalāḥ |

 cakṣuṣmatā sa(78r4)ṃvaro ʼpi ukta ādityabandhunā |

 tair guptā smṛtimantaś ca viharanto ʼnavasrutāḥ |

8. sarvān anuśayāṃś chitvā mārasainyasarānugān |

 te vai pāragatā loke ye prāptā āsravakṣayam |

idam avocad bhagavān.

7. 和　訳

［0］このようにわたしは聞いた─あるとき、世尊はシュラーヴァスティにあ

るジェータ森のアナータピンダダ園におられた。
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そこで世尊は、比丘たちに話しかけた。「機会ならざる時なのだ（akṣaṇa）、機

会ならざる時なのだ」と、実に、比丘たちよ、愚かで聴聞をしない凡人は語る。

そのうえ、あるいは機会（kṣaṇa, 有暇）について、あるいは機会ならざる時につ

いて、知らないのだ。これら 8つは、比丘たちよ、人が梵行に留まるための、

機会ならざる時（akṣaṇa, 無暇）・時機ならざる時（asamaya, 非時）である。どの 8

つか。

［1］比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善逝・世間

解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊がこの世に生まれる。そして寂静に導き、

完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らされた法

が示される。しかしこの人（pudgala）は地獄どもに生まれる。これは、人が梵

行に留まるための、第 1の無暇・非時である。

［2］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ

れた法が示される。しかしこの人は畜生どもに生まれる。これは、人が梵行に

留まるための、第 2の無暇・非時である。

［3］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ

れた法が示される。しかしこの人は餓鬼どもに生まれる。これは、人が梵行に

留まるための、第 3の無暇・非時である。

［4］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ
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れた法が示される。しかしこの人は寿命が永い神々に生まれる。これは、人が

梵行に留まるための、第 4の無暇・非時である。

［5］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ

れた法が示される。しかしこの人は辺境の諸地域（pratyanta-janapada）に生まれ

る。例えば、法を説くための比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷たちからなる四つ

の集団が現れていない異民族（dasyu）・蛮族（mleccha）どもに。これは、人が

梵行に留まるための、第 5の無暇・非時である。

［6］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ

れた法が示される。そしてこの人は中央の諸地域（madhya[ma]-janapada）に生ま

れる。しかし当の者は愚鈍（jaḍa）であり、羊の如き聾唖者（eḍamūka）であり、

手を言葉とする者（hastasaṃvācika）であり、善く説かれた、または悪しく説か

れた諸々の教えの意味を理解する能力（pratibala）がない。これは、比丘たちよ、

人が梵行に留まるための、第 6の無暇・非時である。

［7］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世に生まれる。そして寂静に

導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によってよく知らさ

れた法が示される。そしてこの人は中央の諸地域に生まれる。そして当の者は

愚鈍でなく、羊の如き聾唖者でなく、手を言葉とする者でなく、善く説かれた、

または悪しく説かれた諸々の教えの意味を理解する能力がある。しかし〔当の

者は〕邪な見解を有する者、顚倒した見解を有する者、以下のとおりの見解を

もつ者、以下のとおりに語る者となる。「施与はない。供犠はない。献供はな
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い。善行はない。悪行はない。善行と悪行の諸業の果報が成熟することはない。

この世はない。あの世はない。母はいない。父はいない。化生の有情はいない。

世には阿羅漢と、正趣者と、正行者と、この世とあの世とを現在において自ら

知によってまのあたりにし達成して「我が生は尽きた。梵行は住し終えられた。

為すべきことは為し終えられた。今〔生〕とは別の生存を知ることはない」と

知らしめるような者はいない」と。これは、人が梵行に留まるための、第 7の

無暇・非時である。

［8］また次に、比丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善

逝・世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が世にまったく生まれない。そ

して寂静に導き、完全なる涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によって

よく知らされた法が示されない。そしてこの人は中央の諸地域に生まれる。そ

して当の者は愚鈍でなく、羊の如き聾唖者でなく、手を言葉とする者でなく、

善く説かれた、または悪しく説かれた諸々の教えの意味を理解する能力がある。

そして当の者は正しい見解を有する者、顚倒のない見解を有する者、以下のと

おりの見解をもつ者、以下のとおりに語る者となる。「施与はある。供犠はあ

る。献供はある。善行はある。悪行はある。善行と悪行の双方の果報が成熟す

ることはある。この世はある。あの世はある。父はいる。母はいる。化生の有

情はいる。世には、阿羅漢と、正趣者と、正行者と、この世とあの世とを現在

において自ら知によってまのあたりにし達成して「我が生は尽きた。梵行は住

し終えられた。為すべきことは為し終えられた。今〔生〕とは別の生存を知る

ことはない」と知らしめるような者はいる」と。これは、人が梵行に留まるた

めの、第 8の無暇・非時である。

［9］比丘たちよ、人が梵行に留まるための、ただひとつの機会（kṣaṇa, 有暇）・

〔ただ〕ひとつの時機（samaya, 有時）がある。比丘たちよ、人が梵行に留まる

ための、その、ひとつの有暇と、ひとつの有時とはどれか。現世において、比

丘たちよ、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善逝・世間解・無上 

⎝47⎠



121　（38）

調御丈夫・天人師・佛・世尊がこの世に生まれる。そして寂静に導き、完全な

る涅槃に導き、完成された菩提に導き、善逝によって知られた法が示される。

そしてこの人は中央の諸地域の中に生まれる。そして当の者は愚鈍でなく、羊

の如き聾唖者でなく、手を言葉とする者でなく、善く説かれた、または悪しく

説かれた諸々の教えの意味を理解する能力がある。そして当の者は正しい見解

を有する者、顚倒のない見解を有する者、以下のとおりの見解をもつ者、以下

のとおりに語る者となる。「施与はある。供犠はある。献供はある。善行はあ

る。悪行はある。善行と悪行の双方の果報が成熟することはある。この世はあ

る。あの世はある。母はいる。父はいる。化生の有情はいる。世には、阿羅漢

と、正趣者と、正行者と、この世とあの世とを自ら知によってまのあたりにし

達成して「我が生は尽きた。梵行は住し終えられた。為すべきことは為し終え

られた。今〔生〕とは別の生存を知ることはない」と知らしめるような者はい

る」と。これは、比丘たちよ、人が梵行に留まるための、ひとつの有暇であり、

ひとつの有時である。

［10］以上を世尊が説いた─実に善逝が以上を語って後、教主がさらに次のこ

とを説いた。

1. ここで人間の獲得を得た後、正法がよく知らされている時に

 果報を達成することがない者たち、かれらを有暇が過ぎ越していく。

2. 人々を阻害する多くの無暇が、はっきりと説かれている。

 世にも得難いこのこと（有暇）が、まのあたりに現れている。

3. 人間を得ることと、正法の説示とが。

 自己を愛する、身体の主が必ずや努力するには充分である。

4.  「なんらかの正法をわたしたちは知ろう」と、有暇がお前たちを過ぎ越して

はならない。

 というのは、有暇を逸し、地獄に嵌まり込んだ者たちが嘆くのだから。

5. ところが、正法にとってのこの確実な状態を損わせた末には
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 極めて永きにわたり生と死とを輪廻の中で体験することになる。

  生存に苛まれる者は極めて永きにわたり〔苛まれることになる〕。あたかも

利を失した商人のように。

6. しかし、人間たることを得た後、正法がよく知らされている時に

 師のことばを実行する者たち、かれらは有暇に通暁する。

7. 有暇との縁をもち、梵行に専心する知者たちは、

 眼力ある太陽の眷属が説いた諸々の律儀、

  それら（律儀）によって護られ、留意を保ち、〔煩悩の〕溢れ出すことのな

い者として過ごす者たちである。

8.  〔死〕魔の支配下にある、〔煩悩の〕流れに追従するすべての随眠を断ち切

った後、漏入〔する煩悩〕の滅尽に到達した者たち、かれらは世において

向こう岸に到った者たちである。

以上を世尊が説いた。

 （完）

8. 『八難経』にみられる差別表現について

　『八難経』は「人間として生まれることを得、佛教を聴く機会を得た」とい

う意味での有暇を契機として、そのふたつを己の稀有としてうけとめ、佛教の

学修へと導く経典である。その一方で、先天的な障害ゆえに佛教を聴き得ない

（とみなされた）者を片隅に追いやる記述が確認される。本研究の区分でいえ

ば、［6］にある「そして当の者は、愚鈍であり、羊の如き聾唖者であり、手を

言葉とする者であり、善く説かれた、または悪しく説かれた諸々の教えの意味

を理解する能力がない」（sa ca bhavati jaḍa eḍamūko hastasaṃvācikaḥ, apratibalaḥ 

subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmāṇām artham ājñātum）との文言である。第 6の無暇とし

て、おそらくは知的障害者、聴覚障害者、手話使用者に相当する（とみなされ

た）人々が佛道から除外されている。今日からすれば、極めて不適切な描写で

ある。いうまでもなく、障害の有無を根拠とした理不尽な差別はあってはなら
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ない。しかし、古代インドの佛教世界にこうした観念が存在したことも厳然た

る事実である。本研究は原典研究を目指したものであるため、そこに記された

とおりに翻刻を進め、和訳を試みた。あるいは佛教経典の中に差別的言辞があ

ると明示することも、研究者に課せられた責務と考えたからである。ただし、

第 6節の文言とその内容とはまったく受け入れることができないことをここに

明記する。
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* 本研究を遂行するにあたり松田和信教授（佛教大学）の御指導を得ることができた。
松田教授に御礼申し上げる。また、翻刻の作成に際して吹田隆徳・田中裕成両氏
（佛教大学大学院）の、校訂テキストの作成に際して堀内俊郎・稲葉維摩両先生の
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『三啓集』（Tridaṇḍamālā）については松田 2019が出発点となる。松田 2020a; 

2020bとあわせて参照。松田 2019: 2-3によれば、「三啓」（tridaṇḍa）の形式は以下
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第一ダンダ（First Daṇḍa）
三帰依の偈

馬鳴の偈

第二ダンダ（Second Daṇḍa） 阿含経典

第三ダンダ（Third Daṇḍa）
馬鳴の偈

ブッダの教えを讃える定型偈

本研究が取り上げるのは『三啓集』の第 29番目に位置する、第二ダンダとして
の『八難経』のみである。その前後に配された、馬鳴作と推測される韻文群（第
一・第三ダンダ）は取り上げない。それらについては別稿を期す。
松田 2019: 10, n. 11に奥書の翻刻が示されている。samāptā ceyaṃ tridaṇḍamalā <|> 

kṛtir ācāryasthavirāśvaghoṣa(116r4)sya śākyabhikṣoḥ sarvvāstivādino mahāvādinaḥ ||
有部阿含研究に関する最新かつ最良の見取り図のひとつとして、八尾 2020を参
照。

BHSD s.v. akṣaṇa, CPD s.v. a-kkhaṇa, Mvy(IF) 2308-2316を参照。
広義の有部阿含における「有暇」への代表的な言及例は、『長阿含』に属する
『広義法門経』（Arthavistara）の十二有暇（dvādaśa-kṣaṇasaṃnipātāḥ）であろう。
AvDh §3, Hartmann 1991: 343-344の注を参照。そして菅原 2010: 233-239が指摘す
るように、その十二有暇が『声聞地』（Śrāvakabhūmi）第一瑜伽処では各五項目の
「自己の完備 ātmasaṃpad」「他の完備 parasaṃpad」に整理される。ŚrBh I 10.2-16.2, 
Yamabe 1997: 162-169; 声聞地研究会 1998: vi-viiiを参照。また、その亜種として
『修所成地』（Bhāvanāmayībhūmi）冒頭における全十項目の「出生の完備
abhinirvṛttisaṃpad」もある。菅原 2010: 150-152; von Rospatt 2013: 799-800を参照。
世親作『釈軌論』第 5章のテキストは以下のとおり。

rkun po zhig gis ra ba brgyad phug ste | rgyal poʼi mdzod du zhugs nas skom pas chang 
zhim po ʼthungs te ra ro nas nyal ba dang nang par bzung nas sdug bsngal bar byas zhes 
grag go |
de bzhin du khyed kyis mi khom paʼi ra ba brgyad phug ste | dal bar skyes paʼi rgyal poʼi 
mdzod du zhugs nas ʼdod pa la dgaʼ baʼi chang ʼthungs te ra ro ba nyid kyis srog gi(gi] D : 
gis P) mtshan moʼi nam nangs(nangs] P : nang D) na bdag nyid la sdug bsngal bskyed pa 
ni(pa ni] D : par P) mi rigs so || (VyY, D shi 133b5-7, P si 155a6-8)

Karashima and Wille 2009: 139では Or.15009/64の表題を Ekottarikāgamaとする。
これはパーリ ANとの平行関係に基づく判断であろう。ただ、次節にて確認するよ
うに、『八難経』は漢訳『中阿含經』にも収録されることから、本経を
Madhyamāgamaに含める伝承もあったに違いない。
義浄訳『佛説八無暇有暇經』の日本古写経は多い。金剛寺、聖語蔵、七寺、石山
寺、興聖寺、妙蓮寺に現存する模様。
『中阿含經』124「八難經」の平行資料については Chung and Fukita 2011: 116を
参照。
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『八難経』が言及・引用される『釈軌論』・『釈軌論注』第 5章の該当箇所は、翻
訳研究である堀内・上野 2021に含まれる。
ある程度その名が知られるこの経典のチベット訳が見当たらないのは些か奇妙で
ある。今後、いずれかの写本系カンギュルにそのチベット訳が見出されても不思議
でない。
『八難譚』（mi khom pa brgyad kyi gtam, *Aṣṭākṣaṇakathā）というタイトルの文献
がチベット大蔵経テンギュルに 2点収録されており、東北デルゲ版では、前者は
「書簡部」（D 4167, P 5667）、後者は「アティシャ小論集」(Jo boʼi chos chung)に収
録される（D 4510, P 5423）。
松田 2019: 2は、（1）『三啓集』ポカン寺旧蔵写本に使用された「10-11世紀のブ
ラーフミー文字」と、（2）当該写本に同梱され、さらには同一書体・同一フォーマ
ットを有する *Saddharmaparikathā（仮称）写本に「比丘 Dīpaṃkaraの所持本
（bhikṣudīpaṃkarasya pustakaṃ）との書き込み」が確認されることとの二点に基づ
き、『三啓集』ポカン寺旧蔵写本に加えられた訂正の筆がアティシャ（Atiśa, 
Dīpaṃkaraśrījñāna, 982-1054）の手による可能性を示唆する（アティシャの推定年代
は羽田野伯猷「アティーシャおぼえ書」『チベット・インド学集成 第三巻 インド篇 
I 』京都：法蔵館、1987: 255-274による）。なお、ポカン寺旧蔵梵文写本について
は加納 2020を参照。
上記の翻刻では適切に再現できていないが、devに後続する長母音 āの母音記号
と nāṃとが写本校正者（アティシャ？）により消されている（が薄く残っている）。

deva{ānāṃ }manuṣyāṇām* caは 2回にわたり修正が加えられたようである。一度
目は devに後続する ānāṃの消去を指示する 3つの点が付されている（ānāṃの文
字は消されておらず、ānāṃの上に 3つの点＝消去指示記号が付されている）。二度
目は caの消去である（caの文字は消されている）。
文字の間隔の狭さから推察するに、visargaは清書後に書き足されたようである。
ḍaは欄外の下部に記載。補足を指示する記号とともに ḍa 2と記載されている。
viparītaと darśīとの間にあった二文字が消されている。消された文字は判読でき

ない。
half daṇḍaが置かれている。
teは欄外の下部に記載。補足を指示する記号はないが te 5と記載されている。
viは欄外の上部に記載。補足を指示する記号とともに vi 1と記載されている。
ś caは欄外の上部に記載。補足を指示する記号はないが、śca 3と記載されている。
写本には aneḍo ʼmūkaḥとあり、ḍoの母音記号とそれに後続する avagrahaが消さ
れている。77r2でも同じ術語に修正が加えられている。
写本からは判読しにくいが、daṇḍaの前の三文字は筆者には bha va tiに見える。
mā vaḥと読む。本来は sādhavaḥと記されていたようであるが、写本では 2文字
目の dhaが消去されているため、mā vaḥと読むべきであろう（当該写本でも saは
maと酷似するため、dhaの削除によって必然的にテキストが mā vaḥとなる）。

visargaにも見えるが、daṇḍaと判断した。
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上記の翻刻に基づく校訂梵文では書写生の書き癖を正規形に訂正するが、その訂
正はいちいち注記しない。
特に経典末尾の韻文 v. 4と v. 7とに多くの問題が残されている。また、韻文全体
の数についても、本研究では 8句に分類したが、Pādaの数から見れば 9句に分類
される。あるいは Pādaの順序の入れ替えが求められるのかもしれない。

Ms: utpannas.
Ms: devānām* manuṣyāṇāṃ ca.
『修所成地』（Bhāvanāmayībhūmi）に類似表現がある。Cf. von Rospatt 2013: 799, 

n. 23. 以下、n. 23の一部を転載。BhāvBh 139a5f: deśasaṃpat katamā. yathāpīhaikatyo 
manuṣyeṣv eva pratyājāyamāno madhyeṣu janapadeṣu pratyājāto bhavati, na pratyantikeṣu 
yatrāgatiś catasṛṇāṃ parṣadāṃ bhikṣubhikṣunyupāsakopāsikānām, yatra punar gatiś 
catasṛṇāṃ parṣadām adasyuṣv amleccheṣu tatra tatra pratyājāto bhavati, yatra gatir āryāṇāṃ 
samyaggatānāṃ samyakpratipannānāṃ satpuruṣāṇām.
「場所を満たすこととは何か。すなわち、この世で人間として生まれているある者
が、比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷という四衆のいない僻地ではなく、中央地域に
生まれることである。四衆がおり、異教徒や未教化の者たちがおらず、聖者・正
至・善き人のいるところに生まれることである。」（菅原2010: 150より訳文を抜粋）
『声聞地』第二瑜伽処に類似表現がある。ŚrBh II 28.11-12: jaḍa eḍamūko 

hastasaṃvācikaḥ | apratibalaḥ subhāṣitadurbhāṣitānāṃ dharmadāṇam artham ājñātuṃ |「耳
が不自由であり羊のように口がきけず、手を代用して語る者である。よく説かれた
り悪く説かれたりする諸法の意味を了解できない。」（声聞地研究会 2017: 29より訳
文を抜粋。その n. 3)において ŚrBh II 246-247, ŚrBh I 270-271にも同様の記述があ
る旨指摘されているが、前者は ŚrBh II 244-245の誤記。）

Ms: madhyameṣu.
Ms: sammukhaṃ-bhūtaṃ.あるいは、この訂正は蛇足かもしれない。
Ms: kaścij. kaṅcijに訂正するが、【Pāli】kathamが最適に思われる。
Cf.【Pāli】kathaṃ vijaññā saddhammaṃ khaṇo ve mā upaccagā | 
Ms: jānīma. 韻律のため jānīmaḥの visargaが脱落か。
第 5節「梵文翻刻」に示したとおり、当該詩節の翻刻は次のようである。
　　　jñāsyāmaḥ kaścij jānīma saddharmmam iti | sādhavaḥ kṣaṇo ʼtigāḥ |
これを次のとおり再構成するにあたり、都合 5箇所の訂正を提案したい。
　　　kaṅcij jānīma saddharmam iti mā vaḥ kṣaṇo ʼtigāt |
（1）jñāsyāmaḥの削除　jñāsyāmaḥまたは jānīma(ḥ)は、いずれか一方が他方の
注釈に類するものであったと推測され、とある段階で欄外記載の語句が竄入した
と推測される。そのためパーリ平行句（注 36）に即して jñāsyāmaḥを削除する。
（2）kaścij→ kaṅcij　Ms. kaścijを kaṅcijに訂正する。当該写本の場合、<ṃci>な
いし <ṅci>から <ści>への誤写（文字の類似に起因する）は容易に起こり得たと
考える。
（3）daṇḍaの削除　itiに後続する中途の daṇḍaを削除する。
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（4）sādhavaḥ→ mā vaḥ　sādhavaḥを mā vaḥと訂正する。2文字目の dhaに付
された消去を指示する横線により、写本自体に mā vaḥと読むよう指示が加えら
れたものと判断する（当該写本でも saと maとは文字の形が酷似する）。
（5）atigāḥ→ atigāt　Ms. mā vaḥ kṣaṇo ʼtigāḥ. 2人称単数アオリスト atigāḥを
atigāt（3人称単数アオリスト）に訂正する。2人称代名詞 vaḥがあるため、主語
kṣaṇaḥに訂正を加えるよりも妥当と判断した。
Ms: ||. 経典韻文の中で dvidaṇḍaが付されるのは当該箇所のみ。
Cf.【Pāli】ye saṃvarā cakkhumatā desitādiccabandhunā | (9ab)
あるいは、上記パーリ平行句に即して以下のように訂正することも可能か。
yaś cakṣuṣmatā saṃvaro ʼpy ukta ādityabandhunā |
Ms: viharanto. Cf. 【Pāli】Ce vihare; Ee viharetha.
神々は寿命が永く、苦を知覚することがない。苦を知覚することがないため、さ
とりへの動機ないし意欲が得られない、という理路であろう。第四の無暇が天界の
なかで具体的に何処を指すのか（無想天・無色天か、それとも欲天か）について、
「平行資料」4.5に挙げたチベット訳『八難譚』を引用するツォンカパ『菩提道次
第小論』（Ram rim chung ngu）に議論（インド撰述文献群における見解の相違）の
紹介がある。ツルティム・藤仲 2005: 67を参照。
辺境地域（pratyanta-janapada）は中央地域（madhya[ma]-janapada）の対義語であり、

dasyuや mlecchaたちが居住する、佛教が届くことのない僻地を意味する。辺境と
中央とを隔てる境界線に関するパーリ律の記述については西村 2017: 4-5を参照。
『八難譚』にも辺境の地名（蛮族名）が列挙される（*Aṣṭākṣaṇakathā, D ge 176b7-
177a1）。当時・当地の人々には具体的な境界線が意識されていたようである。

dasyu, mlecchaともに「未開人」（a Barbarian）を意味するが、dasyuは EWA s.v. 
が Götterfeind, Dämonとするように、「神々の敵」「悪魔」たる先住民、征服者であ
るアーリヤ諸部族に対する被征服者、つまり人種的区分に基づく「異民族」を指す
か。それに対し、mlecchaは EWA s.v. が Kauderwelsch, Dialekt, Kauderwelscherとす
るように、中央地域で使用される言語と異なる「方言」、「よくわからない言葉を話
す者たち」という意味で、言語的区分に基づく「蛮族」を指すか。なお、インド佛
教文献では「聖語」に対するものとして mleccha（弥梨車、蔑戻車）が位置づけら
れる。馬場 2015: 36-38; 西村 2017: 4ff.を参照。
当該の差別表現については本研究第 8節を参照のこと。
八無暇の定型表現の中で、当該箇所にのみ「比丘たちよ」（bhikṣavo）との呼び
かけが置かれる。
邪見の定型句（AKBh 247.20）。Cf. AKVy 409.19-23.
正見の定型句。Cf. ArthavSū 35.4-8.
経典本体に付属する韻文に対する翻訳は、河崎・畑 2019: 95-96の訳語・訳文を

ほぼそのまま踏襲した。
さらに、当時のインド文化圏における障害者観─「障害は業報である」という観
念、そしてそれは現在に通底する─に裏打ちされた観念もその背景にある。
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