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0 ． は じめ に

　全 て の 些事 をなげ うっ て 修行 に 集 中す るの が 比 丘 の 望 ま しい 姿と され るが ， 実

際 に修行生 活 をお くる場合に は様々 な生活に関わ る労働 が発 生す る ． 労働 に 関 し

て は， 佐 々 木 閑氏 が 「日常 の 雑務」
1）

と して 紹介 した ， 僧 院の 掃 除 な どの 雑務 を

請 け負 うア
ー

ラ
ー ミ カ の 制度が ある が ， 本論は ア ー ラ ー ミ カが い ない （布施 さ れ

て い ない ）場合の 比 丘 の 日常の 作 業 につ い て 論 じる ．

　比 丘 が どの よ うな労働を行 っ て い た の か ， また
， それ に は対価が あ っ た の か と

い う点を考察す る．比 丘 が 対価 を求め て労働する 因縁譚が薬縫 度 に存在す る． さ

らに
，

比 丘 が 対価 を求 め ず生活の 利 便性 を向上 させ る ため の 労働 を行 う記事 も，

律 文献 に は散見 で きる． そ の 律文献の 記述 を基 に ， サ ン ガ が 生 活 に 関す る 「労

働 」を ど の よ うに考えて い た の か を考察 した上 で
，

さ らに
，

比 丘 が 「労働」 と し

て 僧院の 仏教 美術 に関与 して い た可能性 を指摘 した い ． まず， 現在十 分 に周知さ

れ て い な い ，比 丘 の 生活の
一 面 と して の 具体 的 な労働 の 内容 を紹介する．

1 ． 比丘が
一

般社会 に対価 を求める労働

　薬健度 に は ， 元理 髪師父 子 の 記 事 が現 存 し
2）

， 比丘 が報酬 を求 め て 経済活動 を

した事例 で ある と言える． 出家前に理 髪師で あ っ た 父子 が
， 世尊 に お 粥 を布施す

る ため 理 髪 師 の 技 を活か して在 家者の 散髪 を行 い ，報酬 と して お 粥の 材料 を も ら

う， とい うもの で あ る． こ の 因縁 譚の 最後で は ， 出家前の 職業に 関す る道具で あ

るか み そ りの 破棄が命ぜ られ る ． こ の エ ピ ソ ー ドは各律文献に見 られ ， それ ぞ れ

で 詳細 は異 な るが ， 話 の 筋 は
一 致 して い る ．

　こ の 因縁 譚か らは 「比 丘 は対価 を得る た め に 出家前の 技 術 を活か して 一 般人の

ため に働 い て は な らない 」 とい うル ー ル が 伺える． また
， 理 髪師で あ っ た比丘 に

か み そ りの 保持 を禁 止 して い る が ，
こ れ は 「理髪 師 の か み そ り」 を禁 じた の で
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あ っ て
， 「か み そ り

一
般」 は認め られ て い た と考えるべ きで あろ う． とい うの も，

出家者は剃髪 を求め られ て い た の で
，

か み そ りを保持 す る こ と 自体 を禁止 した と

は考 えに くい か らで あ る．

　以上 は 一 般社 会か ら対価を得る こ とに関する規 定で あ るが
，

比 丘 尼 に報酬 を求

め る こ と も
， 経分別 （波羅堤木叉）にお い て 禁止 され て い る． 波逸堤第 24条で は

，

比 丘 が 報酬 （衣服 ， 飲 食 ， 臥具 ， 医 薬 な ど）の た め に 比 丘 尼 に教 誠 して は な らない

こ とが 条文化 され て い る．

　加 えて 注 目すべ きは ， 父 子の 因縁譚 そ の もの で あ る． こ の 記事 に は
， 律 との 矛

盾 や注 目に値す る 内容 が い くつ か あ る． 以 下 ， 各律文献を比 較 した ．

〈表 1＞

舞台 主人公 父 子 の 布施動

機

布施対象 者 散髪 され る

人物

『パ ーリ律』 ア ー ト ゥ マ ー 理 髪 師 で あ っ た 老

年出家 二 入の 子供

記述 な し 世 尊 と 1250 人

の 大比丘衆

家 々 を回 っ

た

『四 分律』 ア
ー トゥ マ

ー 二 人 の 比 丘 （理 髪

師 で あ る 父 子 が 出

家 した時）

何か を用 意 し

て 世 尊 を 供養

した い

世尊 人

『五 分律亅 ア
ー トウ マ ー 出家 した理髪 師父

子

居 士 が 三 宝 を

信 じず ， お 粥

を布施 しない

仏 とサ ン ガ 人

『摩訶律』 コ
ー

サ ラ 国 故

石婆羅門聚落

摩訶羅 父 子 （か み

そ りを持 っ て出家）

世 尊が 聚 落 に

来られたか ら

仏 とサ ン ガ 衆 人 ， 居士

『十誦律』 ア
ー トウ マ

ー 父 子比 丘 （父 の 名

前は摩呵羅）

檀越が サ ン ガ

に供養 しない

仏 とサ ン ガ 記述 な し

『有部律』 カーシ 出家 した 父 子 （み

すぼ らし い 者）

世 尊 が 肉体 的

に 疲れ て い る

世 尊 と声 聞 の

サ ン ガ

組合長

（家長）

＜表 2＞

対価 と して 要 請す

る もの

報酬 世尊 へ 布施 した料理 料 理 を受 けて 良 い

か どうか

『パ
ー

リ律』 塩 油，米，副菜 塩，油，米 ， 副 菜 お粥 記述 な し

『四分律』 不明 銭 お 粥 記述 な し

『五 分律』 物 不明 お 粥 記述 な し

『摩訶律』 米 ， 豆 ， 酥 ， 油 ，

石蜜

米 ， 豆 ， 酥， 油，

石蜜

種 々 の お 粥 食 べ て は い けな い

『十誦律』 胡 麻， うる ち 米，

小豆，磨沙豆

胡 麻， うる ち 米，

小豆，磨沙豆

胡麻 油 粥，乳粥，二

種 の 豆粥，素 の お粥

記述 な し

『有 部律』 大麦粥 副菜 ， 主食 副莱 ， 主食 食 べ て よ い

対価 に関 す る内 容 を検討す る．注 意点 は ， 報 酬 と して 受 け取 っ た もの と ， 布施
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した もの が 異 なる とい うこ とで ある． 『パ ー リ律』 『十 誦律』 で は
， 報酬 として も

らっ た材 料 と
， 布施 したお粥 とい う よ うに 実際 に 内容が 異 な っ て お り， 調理 者に

関 して は 「お 粥 を準備 した」 との み 記 され て い るの で 誰 が調 理 したの か明 らかで

な い ， ア ー ラー ミ カ が 調理 して い れ ば
， 律 の ル ー ル 上 問題 は ない ． しか し 『五 分

律』で は父子 は物 を受け取 っ て 「作 る べ き」だ とされて お り， さ らに 「物 を得 て ，

お 粥 を準備 して」 と記 され て い る こ とか ら， 比丘 で ある 父子が 調理 した こ とが 伺

える ． 比丘 の 調理 に つ い て はすべ て の 律文献で 禁止 され て い るた め
， 当該の 父 子

の 調理 は律 に抵触 して い る こ と とな る． 「比 丘 に調理 を認め ない こ と」は ， ア
ー

ナ ン ダが 熱 を 出 した世尊の た め に レ ン コ ン を調理 す る とい う薬健 度の 記事 に よ っ

て 知 られて い る ，
一 方で 『有 部律』で は

， 対価 と して 調理済 み の お粥 を要 請 して

お り，
比 丘 に調理 を禁止 して い る律の 条文に 抵触 して い な い ． なお 対価 に要請 し

た もの と報酬 が異 な っ て い る の は ， 理 髪師の 技術 に感服 した組合 長 が お 粥 よ りも

上 等な料理 を報酬 と して 父 子に 与えた か らで ある ． 「四 分律』で は 父子が理髪の

報酬 と して 銭 を受 け取 っ て お り， 比丘 に金銭 の 所 持や 使用 を認め ない 律 の ル ー ル

と符合 しな い ． 銭 か らお粥 まで どの よ うな経路で 準備 され たか は ， 不 明で あ る．

　以 上の 5本の 律で は ， お 粥を布施され た サ ン ガ が ， お 粥の 素性 を知 らずにそ れ

を 口 に して お り， 世尊か らの 戒 め は ない ． 「布施 され た食べ 物 は食べ る」 とい う

基本 的な原則 は，布施 され る 前 の 行為 に 関わ らず
一

定 して い る よ うで ある ．

　
一

方 ， 『摩訶律』 にお い て は ，
こ の 因縁譚で 内宿 （食料 を保存 して お くこ と）， 内

煮 （食料 を僧 院で 調理 す る こ と）， 自煮 （比 丘 が 調理 す る こ と）， 客 か ら対価 と して 食

料 を得 る こ とを全 て 禁止 して い る． こ の よ うな方 法で 入手 され た粥 をサ ン ガ に布

施 さ れ た 場合 に は ， 食べ て は い けない こ とが 言 及 され る ． また
， 他 の 律 で は

，

ア ー ナ ン ダの レ ン コ ン煮 の 因縁譚 にお い て 調理 が 禁止 され る が ， 『摩訶律』 にお

い て は父 子の 記事で 禁止 され るの も特徴的 で あ る． さ らに， 道具 を持 っ た 比 丘 が

報酬 を受け る こ とに注 目せ ず ， そ もそ もそ の よ うな 事態に な るの を避 けるべ く，

道具 を持 っ た ま まで は 出家 させ な い とい うこ とに な っ て い る （表 3参照）． た だ し ，

比 丘 に 報酬 を求め る労働 を させ な い とい う点 で は ， 他律 と軌 を
一

に して い る．

〈表 3＞

かみそ りが禁止 され る理由 特例 と して 認め られ る もの

『パ ーり律』 出家 した 比 丘 とし て 不相応 な もの を受

けとる こ との 禁止 （対価）

記述 な し

『四分律』
一般人 の た め に剃 髪する こ と の 禁止 衆僧が か み そ りを入手 した ら保持の 許可
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『五分律』 対価 を受 け取 る為 に
一

般人の 散髪 をす

る こ との 禁止

記述 な し

瞳 訂律』 出家前の 道具 を持 っ て い る者 に は 出家

の 禁止 （鍛冶屋，木師，金銀師，皮師，

織師な ど の 職人 も道具の 禁止）

かみそ りは借用の み 許可

『十誦律』 正 し くな い 行為 の 禁止 （」二師 の 種 々 の

作 具の 禁止）

仕 立屋 の 針筒，書記の 筆筒，銅人 の き り

『有部律』 出家前の 技術 を示すこ との 禁止 ， 先祖

代 々 の 家業に属する道 具 の 禁 止 （理髪

師 の 家系 な ら 「かみ そ り」 に あ た る）

医者の 刃 物 の 容器，書記 の墨壷，仕立屋

の 針筒

　表 3 の か み そ りが 禁止 され る理 由か ら， 出家者が
一

般人 の 理 髪を行 っ て 対価 を

得 る こ とを禁ずる とともに ， その ような事が 出来 ない よ うにか み そ りの 保持 を禁

1h して い る こ とが 分か る． 有部系 に属す る 『十誦律』 『有部律』 で は例外 を認 め

て お り，
生 活 に 必 要 とな る 仕立 て の 針 な どを保持す る こ とは許可 され て い る．

　これ ら因縁譚 の 伝 承 の 違い に は ，
こ の 元 理髪師父子 の 記事が 薬健度 の 中で も比

較 的古 い とい う仮 説が 考 え られ る． 通 常 ， 律 内 に ル
ー ル の 矛盾 が 生 まれ ない よ う

に 先の ル ー ル を踏 ま えて 随犯 随制 が な され る が ，
こ の 父 子の 記事で は矛盾が み ら

れ る ． こ の 父 子の 記事が ， 調理の 禁止や金 銭授受の 禁止 が律上 で 明 らか に され る

前に制定され た と考 えれば
， 制定 され た 時点で こ の 記事 に矛 盾 が なか っ た こ とに

な る． も し， こ の 記事が 新 しい 記事で あ っ た場合 に は ， 「有部律』の よ うに 整 っ

た形で 全 て の 律で 知 られ る はずで ある ．

2 ． 比 丘 の 出家生活における労働

　比 丘 が専門性の 高い 労働 に従事 して い る姿 が文献 で 確認 され るが ，
こ れ は

， 出

家前 の 技 術 を教 団 内で 発揮 で きた とい うこ とで ある ． 衣 や 鉢の 修 理 とい っ た 細 か

い よ り日常的 な労働か ら ， 精舎の 修理 とい う大掛か りな労働 まで 含 まれ る．

　例えば ， 捨堕第 16条で は ， 布施 され た羊毛を比丘 が 運搬 し ， 捨堕第20条で は
，

ウ パ ナ ン ダが ポ ロ 布 を集め て 美 しい 外 衣 を作 っ て い る． そ れ ぞ れ ， 運 搬距離 の 規

定や ， 作 っ た 外衣 の 交換の 禁止 佼 易 を して 利益 をあ げる こ との 禁止）が 制定 され る

が ， 運搬業務 や 縫 製は とが め られ な い ．

　ま た
， 波 逸堤 第 10， 11条 で は ， 大地 を掘 る こ とや 木 を切 る こ とを禁 じて い る

が
，

こ れ は比 丘 の 労働 が 禁止 され た の で は な く， 世間の 人々 の 中 には
， 大地 に生

息す る昆虫や 植物に生命が宿 る と考えて い る人が お り， かれ らか らの 批 判 を避 け

る 為 に 禁止 され たの で ある ． つ ま り，比 丘 の 中 に は ， 大地 を掘 っ た り， 木 を切 っ
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た りする技術 を持つ 者が存在 した の で ある ． 安居 の 前 に は ， 滞在する精舎の 修理

をす る 義務 が あ り （波逸堤第 17条）， 比 丘 た ち本 人が修理 して い た こ とが分 か る．

　以上 の よ うに ， 比丘 が 労働 と思 わ れる作業 を行 っ て も， サ ン ガの た め に な る場

合 に は 禁止 され ない の で あ る．

3． お わ りに

　比丘 の 労働が 「許 され る か否 か」 は
， 労働 の 「対価 ， 利益」を求め る か

， 求め

な い か とい う点に お い て 線引 きで きる ． 報酬 を一般社会や比 丘尼 集団 に 求め て 労

働す る こ とは禁止 され て お り，

一
方で 比 丘 自身や 比 丘 の 属 す る 集 団 （サ ン ガ） が

暮 ら しや す い よ うに ， 報酬 を求めず行われ る労働は禁止 され ない ．

　 元 理 髪 師父 子 の 記 事 は比 丘 に報酬 を得 る 労働 を禁 じて い る。 こ れ は ， 経分別 で

規定 されて い る 出家者 として の あり方を示 して い る が ，
こ の 記事 は薬健度の 後半

で 僅 か な長 さの 因縁譚で 示 され る． また
， 律 内 （薬腱度 内）の 矛盾 を孕 む が ， 比

較 的新 しい 律 とい わ れ る 『有部律』 で は矛盾 が ない よ うに構成 され て い る ．

　
一

方 ， 比丘 の 生活が垣 間み られ る因縁 譚の 中で は， 比 丘 が 運搬 や ， 縫 製 ， 木

工
， 描画 ， 清掃 な ど を行 っ て い る ， また ， そ れ らの 労働自体が禁止 され る事は な

い ．つ ま り， 比 丘 サ ン ガ 内で の 労働 は禁止 され ない ． また， 精舎の 修繕や 描画 を

比丘が 行 っ て い る こ とか ら ， 仏教 美術 の
一 部 を比 丘 自 ら作成す る場合 が あ っ た可

能性 は 否定で きない ．色 を塗 る技術 や ，石 を掘 る 技術 をもっ た 出家者が ， 技 術 を

い か す こ とは 律 にお い て は否定 され て い な い ．

1）佐々 木閑 ［1999］ pp．144−148．

2） 『パ ーリ律』PTS．伽 砂 α p加んo刑
，
　voLl 　pp．249−250．『四分 律』T22 　p．874a13−a25 ．『五 分律』

　T22 　p．151clO−c17 ．『摩訶 律』T22　p．463a17−b2，
　p．467a1〔〕−a17 ，　p．477a18−a20 ，　p．489b28−c8 ．

　『十誦律』T23 　p．193b1−b22．『有部律』八尾 ［2013］ pp．578−579．
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