
〈
特
集
「
東
西
の
死
生
観
」
１

〉

仏

教

の

立

場

か

ら

田
　
村
　
芳
　
朗

仏
教

は
方
便
説
と
真
実
説
と
か
ら
な
っ
て

い
る
が
、
死
生
観

に
つ
い
て
も

同
様
で
、
次
の
よ
う
に
問

う
こ
と

が
で
き
よ

う
。
仏
教
は
人
生
観
で
出
発
し

た
の
か
、
人
間
観
で
出
発

し
た
の
か
、
と

。
仏
教

が
人
生

観
で
あ
れ
ば
、
人

生

の
無
常
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
観
察

が
仏
教
の
根
幹

を
な
す
。
人
間

観
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
煩
悩
の
分

析
が
仏
教
の
根
幹

を
な
す
。
仏
典
で
は
こ

れ
ら
両
方
が
見
ら
れ
る
。
前
者

な
ら
ば
、
仏
教

は
無
常

の
人
生
か
ら
の
超
越

を

め
ざ
す
こ
と
に
な
り
、
後
者

、
す
な
わ
ち
人
間

の
煩
悩
の
分
析
で

あ
れ
ば
、

悟
り
は
人
間
の
煩
悩
の
断
滅
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
釈
迦
自
身
は
こ
の
ど
ち

ら
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
の
死
生
観
―
―
仏
教
で
は
生
死
観
と
い
う
―
―
こ
れ
は
明
ら
か
に
人

生
論
か
ら
で
あ
る
。
大
乗
経
典
も
含
め
て
二
種
類
の
死
生
―
生
死
観
が
あ
る
。

一

つ
は
不
死

永
生

の
説
。
死
を
否

定

す

る

説

で

あ

る
。
も
う
一
つ

は
不
生

―
―
つ
ま
り
生
を
否
定
す
る
説
で
、
不
生
不
死
、
無
生
無
死
を
説
く
。
不
死

永

生

の

ほ

う

は

仏
教

以

前

で

も

バ

ラ

モ

ン
教

で

主
張

し

て

い

る
と

こ

ろ

で

、

不
死

生
天

思

想

、
あ

る

い

は

生

天

思

想

が

そ

れ
で

あ

る

。

こ
れ

を

仏

教

は
方

便

説
と

し
て

取

り

入

れ

た

の

で

あ

る

。

バ

ラ

モ

ン
教

の

場

合

は
そ

こ

に
階

級

制

が

あ

り

、
最

高

階

級

で

梵

行

（
ｂｒ
ａ
ｈ
ｍ
ａ
-ｃ
ａ
ｒ
ｙ
ａ
）
を

修

す

る
。
バ
ラ

モ

ン
は

死

ね

ば
天

に
生

ま
れ

て

不

死

の

生

活

を

送

る
。

そ

れ
以

下

の
階

級

は
再

び

人

間
界

に

も

ど

っ
て

く

る
。

さ

ら

に

は

地

獄

へ

も

堕

ち

る
。

い

わ
ゆ

る
輪

廻

転

生

で

あ

る
。

す

な
わ

ち

、

現

実

社

会

の

営

み

に
携

わ

っ
た

武

士

・
王

族

や

庶

民

は
善

業

（
ｐ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
-ｋ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
）

に
よ

っ
て

一

度

は
天

界

に

の

ぼ

る

が

、

改

め
て

人

間

界

に

再

生

す

る
と

考

え

ら
れ

、

奴

隷
以

下

の
存

在

や

悪

業
（
ｐ
ａ
ｐ
ａ
-

ｋ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
）

の
者

は
人

界

か

ら

地

獄

に

ま

で

輪

廻
転

生

し

て

い

く

と

み

な

さ

れ

た
。

こ

う

し

て

、

釈

迦

出

現

の

頃

に

は

、
生

天

・
再

生

・
転

生

の
思

想

が

出
そ

ろ

う
こ

と

に
な

る

。

こ

れ

に
対

し

て

、

仏

教

は

階

級

差
別

を
断

乎

拒

否

し

て

、

逆

に
善

を

す

す



め

る

方

便

と

し

て

こ

れ

を

用

い

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

い

か

な

る

人

間

で

も

善

業

、

善

き

行

為

を

す

れ

ば

天

に

生

ま

れ

る

、

悪

業

を

な

せ

ば

地

獄

に

陥

る

、

と

説

い

た

。

善

を

す

す

め

悪

を

抑

え

る

の

で

あ

る

。

も

う

一

つ

重

要

な

こ

と

は

、

仏

教

で

は

、

天

に

生

ま

れ

る

と

し

て

も

、

そ

の

天

界

を

も

輪

廻

転

生

の

中

に

入

れ

て

し

ま

う

。

つ

ま

り

、

不

死

生

天

思

想

は

絶

対

で

な

く

、

相

対

的

な

考

え

方

と

み

な

し

、

天

界

と

い

う

の

も

相

対

的

な

世

界

で

あ

る

、

と

す

る

の

で

あ

る

。

か

か

る

不

死

に

つ

い

て

は

、
「

不

死

の

境

」
（
ａ
ｍ
ａ
ｔａ
ｐ
ａ
ｄ
ａ

甘
露
道
、
『
法
句
経
』
二
一
、
一
一
四
）
、
「
不
死
の
門
」
（
ａ
ｍ
ｒ
ｔ
ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｒ
ａ
甘
露
門
、

『
法

華

経

』
化

城

喩

品
第

七

）
な

ど

と

説

か

れ

て

い

る

。

仏

教

の

説

で

は

、

不

死

生

天

に

対

し

て

不

生

不

滅

の

涅

槃

界

と

い

う

も

の

を

加

え

る

に

い

た

っ

た

。

不

死

生

天

説

に

お

い

て

は

い

ま

だ

生

と

死

と

が

相

対

し

て

お

り

、

い

ま

だ

生

に

執

着

し

て

い

る

。

不

死

生

天

説

は

死

を

否

定

し

て

生

を

採

り

、

い

ま

だ

生

に

執

着

し

て

い

る

。

仏

教

は

、

か

か

る

不

死

生

天

説

を

、

前

述

の

ご

と

く

、

方

便

説

と

し

、

そ

の

上

に

不

生

不

滅

の

絶

対

界

を

加

え

た

。

こ

れ

が

仏

教

の

真

実

説

で

あ

る

。

不

死

と

い

う

よ

り

も

不

生

と

い

う

の

で

あ

る

。

仏

に

つ

い

て

し

ば

し

ば

「

生

は

尽

き

た

」

と

い

う

。

生

の

滅

尽

、

生

を

先

に

否

定

す

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

死

を

加

え

る

と

、

不

生

不

死

、

無

生

無

死

で

あ

り

、

そ

れ

が

仏

の

境

涯

、

涅

槃

界

、

涅

槃

の

絶

対

界

で

あ

る

。

か
か
る
不
生
に
つ
い
て
は
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
生
は
尽
き
た
」
（
ｋ
ｈ
ｉ
n
ａ

ｊ
ａ
ｔ
ｉ
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
八
二
等
）
、
「
生
の
滅
尽
」
（
ｊ
ａ
ｔ
ｉ
ｋ
ｋ
ｈ
ａ
ｙ
ａ
同
五
一
七
、

『
法

句

経

』
四

二

三

）
な

ど

と

説

か

れ

て

い

る

。

不

死

永

生

の

天

界

と

不

生

不

滅

の

涅

槃

界

の

特

色

を

比

較

し

て

み

る

と

、

不

死

生

天

と

は

天

界

に

生

ま

れ

る

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

の

天

界

も

輪

廻

転

生

に

入

る

。

そ

れ

は

天

へ

の

横

の

超

越

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

不

生

不

滅

の

涅

槃

界

は

縦

の

超

越

で

あ

る

。

生

と

死

の

現

実

を

縦

に

超

越

す

る

の

で

あ

る

。

く

り

か

え

し

て

述

べ

る

と

、

仏

教

に

お

い

て

不

死

な

い

し

不

死

永

生

は

方

便

説

で

あ

り

、

不

生

な

い

し

不

生

不

滅

は

真

実

説

で

、

後

者

こ

そ

が

仏

教

の

死

生

観

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

も

と

よ

り

不

生

と

か

不

生

不

滅

は

バ

ラ

モ

ン

教

で

も

説

か

れ

て

は

い

る

。

た

だ

し

、

バ

ラ

モ

ン

教

で

は

、

不

死

の

天

界

は

再

生

・

転

生

を

越

え

た

世

界

と

い

う

こ

と

で

不

生

と

言

っ

た

り

、

ア

ー

ト

マ

ン

な

い

し

プ

ル

シ

ャ

は

常

住

・

不

変

で

、

生

じ

た

り

滅

し

た

り

し

な

い

と

い

う
こ
と
で
。
不
生
不
滅
が
説
か
れ
て
い
る
。
（
『
カ
ー
タ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

二
・
一
八
、
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
』
二
〇
二
〇
）
無
我
・
空
を
立
場
と
す
る

仏

教

は

、

そ

れ

と

は

反

対

に

、

主

体

と

し

て

の

仏

の

心

境

に

つ

い

て

言

っ

た

も

の

で

、

さ

き

に

不

生

の

説

を

例

示

し

た

が

、

不

生

不

滅

の

説

の

場

合

も

同

様
で
、
「
生
死
の
彼
岸
に
達
し
た
」
（
ｊ
ａ
ｔ
ｉ
-
m
a
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
　
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ｕ
　
『
ス
ッ
タ
ニ
パ

ー
タ
）
三
二
）
、
「
生
死
を
超
越
し
た
」
（
ｊ
ａ
ｔ
ｉ
-
m
a
ｒ
ａ
ｎ
ａ
ｍ
　
ｕ
ｐ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
ｔ
ｔ
ｏ
同
五
二
〇
）

な

ど

と

説

か

れ

て

い

る

。

こ

こ

に

、

真

実

説

と

し

て

の

仏

教

特

有

の

死

生

観

が

う

か

が

い

知

ら

れ

る

。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
仏
教
に

お

け

る

不

生

な

い

し

不

生

不

滅

の

説

は

、

一

般

に

い

わ

れ

る

不

死

永

生

の

考

え

方

に

対

す

る

批

判

と

も

な

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

不

死

永

生

の

考

え

は

、

い

つ

ま

で

も

生

き

て

い

た

い

と

い

う

生

に

た

い

す

る

執

着

の

産

物

で

あ

り

、

そ

こ

か

ら

死

を

否

定

し

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、



仏
教

は
、
死
の
超
克
は
生
に
た
い
す
る
執
着

を
断
つ
こ
と
、
つ
ま
り
生
の
超

克

に
あ

る
と
し
て
、
生
の
ほ
う
を
否
定

し
、
不
生
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
不
死
永
生
説
に
お
い
て
は
、
否
定

さ
れ
る
死
と
肯
定
さ
れ
る
生
と
い
う

こ
と
で

、
死
と
生
と
が
二
元
対

立
し
て
い
る
。
こ

の
点

に
つ
い
て

は
、
二
元

分
別
的

な
考
え
の
突
破

・
超
越
と
い
う
こ
と
で

、
生
と
死
の
再
否
定
・
両
超

越
、
一
口
で
い
え
ば
不
生
不
滅
が
説
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
原
始
経
典
に

お
い
て

は
、
生
と
死

の
二
元
対

立
の
超
越
が
、
し
ば
し
ば
現
世
と
来
世
、
人

界
と
天
界
な
ど
の
二
元
対

立
の
超
越
と

並
べ
て
説

か
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

大
乗
経
典

に
な
る
と
、
生
死
と

も
に
空
と

い
う
こ
と
か
ら
、
改
め
て
不
生
不

滅
が
強
調
さ
れ
た
。
『
維
摩
経
』
で
は
、
空
を
関
係
の
上
か
ら
「
不
二
」
（
入

不
二
法
門
品
第
九
）
と
称
し
た
が
、
こ
れ
を
生
死

に
あ
て

は
め
る
と
、
生
死

不

二
（
一
如
）
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
内

部
で
問
題

が
生
じ
た
。
一
つ

は
、
死
後
の
生
存
の
問

題
で
あ

る
。
仏
教
で
は
、
本
来
、
死
後

の
生
存
と

い
う
よ
う
な
死
を
横
へ
延

長

す
る
こ
と

は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
釈
迦
は
「
如
来
は
死
後
存
す
る

や
否
や
」
と
い
う
よ
う
な
質
問

に
対
し
て
答

え

な
か

っ
た

。（
捨
置
記
答
）

し

か
し

、
一
般

に
は
そ
れ
で

は
済
ま
な
く
な

っ
て
、
一
種
の
方
便
説
と
し
て
、

不

生
な
い
し
輪
廻
転
生
説
が
、
仏
教
に
お
い
て

主
要
な
位
置
を
占
め
る
に
い

た
る
の
で
あ
る
。
直
接
に
は
無
我

・
空
で
あ
っ
て
、
霊
魂
を
立
て
る
こ
と
は

で
き

な
い
。
そ
こ
で
間

接
に
、
プ
ド

ガ
ラ
、
つ
ま
り
業
に
よ

っ
て
死

後
も
ま

た
転
生
し
て
い
く
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
過
去
・
現
在
・
未

来

の
三
世

の
考
え
方
も
単
純
で
な
く
な
り
、
生
ま
れ
る
前
の
前
世

、
現
世

、

そ

し
て

死

ん
だ

後

の

来

世

と

い

う

よ

う

な
三

世

の

思

想

と

な

り

、
十

二

因

縁

（
無
明
・
行
・
識

・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
・
愛
・
取

・
有

・
生
・
老
死
）

も
三

世

常

住

の
因

果

と

さ

れ

、

前

世

・
現

世

・

来
世

に
分

断

さ

れ

る

。

も

う
一

つ

の

問

題

は
不

生

と

い

う
こ

と

で

あ

る

。

す

で

に
触

れ

た
よ

う

に

、

不

生

な

い
し

「
生

の

滅

尽

」

は
、

生

に
対

す

る

執

着

を
断

ち

、
超

越

す

る

こ

と

を
意

味

し

た

も

の

で

あ

っ
た

が
、

仏

教

の
内

外

に

お

い

て

、
そ

れ
が

生

き

る
こ

と

の
否

定

、

生

き

る
こ

と

を

止

め

る
、

生

き

る
こ

と

の
意

味

の
喪

失

、

と

い

う

よ
う

に

誤

解

さ

れ

た

。

現

実
社

会

に
お

い
て

活

動

し
て

い

た
大

乗

教

徒

た

ち

は
、

こ

の
点

を

弁

明

し

た

。
大

乗

の

在

家

仏
教

徒

た
ち

は
不

生

不

滅

の
死

生

観

を

な

ん
と

か

現

実

の

中

に

生
き

て

い

く

も

の
と

し

よ

う

と

し

た

。

内

部

で

も

、

い

わ

ゆ

る

小
乗

仏

教

は
現

実

か

ら

離
脱

す

る
、

よ

く

言

え

ば

超

越

だ

が
、

超

越

し

っ
ぱ

な

し

で

、
現

実

へ
も

ど

っ
て
現

実

の
中

で

生

き

て

い

く
こ

と

を
忘

れ

た

、

と

批

判

し

、

一
種

の
宗

教

改
革

が
生

起

し

た

。

か

く

し

て

、
大

乗

仏

教

徒

た

ち

に
お

い

て

は

、

生
死

の

超

越

か

ら
現

実

の

生

死

に

ち

ど

り

、
そ

の

中

を

生

き

て

い

く

こ
と

が

、
課

題

と

な

っ

た

。
生

死

即

涅

槃

と

い

う

タ

ー

ム
も

で

き

た

の

で

あ

る

。
現

実

の

生

死

に
即

し
て

、

涅

槃

の

絶

対

界

が
感

得

さ

れ

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

。
龍

樹

の

『
中

論

』

に

「
生

死

は

涅

槃
と

い

か
な

る

差

別

も

な

い

。

涅

槃

は

生
死

と

い

か

な

る

差

別

も

な

い

。」

（
一
九
偈
）
と

い

う

よ

う

に
、

生

死

に
即

し
て

涅

槃

が

あ

る
と

い

う

よ

う

に

説

か

れ

、
生

死

に
立

っ
て

生

死

な

し

、
涅

槃

に
立

っ
て
涅

槃

な
し

、

空

で

あ

る

、

生
死

も

な
け

れ

ば

涅

槃

も

な

い

、
と

い

う
考

え

、

積
極

的

に
い

っ
て

生

死

即

涅

槃

と

い

う

考

え

が

、

大

乗

仏

教

の
中

で

熟

し

て

い
く

の

で
あ

る

。



こ

の

よ

う

に
し

て

、
現

実

に

も

ど

っ
て

生

き

て

い

く

た

め

の
仏

教

の
面

が

ク

ロ

ー

ズ

ー
ア

ッ

ブ
さ

れ

て

く

る

と

、

そ

れ

は

た

だ

ち

に
現

代

の
切

迫

し

た

諸

問

題

と

直

接

に

か

か

わ

り

あ

う
こ

と

に

な

る
。

現

実

に

も

ど

る
と

、
現

実

に

死

ぬ

と

い

う

の

は
動

か

し

が

た

い
事

実

で

あ

る
。

そ

の
人

生

を

最

後

ま

で

生

き

ぬ

く

。

そ

こ

に

生

き
甲

斐

を
見

出

し

て

い

く

。

そ

れ

が
大

乗

仏

教

の
問

題

と

な

る

。

一

般

に

仏

教

の
現

代

の
問

題

と

な

る

の

で

あ

る

。

具

体
的

に

は

、
脳

死

、
安

楽

死

、

尊

厳
死

、

ホ
ス

ピ
ス

等

々
の

諸

問
題

に

対

し

て

、
そ

の
解

決

策

が
仏

教

の

生

死

観

か

ら

出

て

く

る

の

か

ど

う

か
。

キ

リ

ス

ト
教

と

は
、

解

決

策

に
し

て

も

、

ま

た

そ

も

そ

も

発

想
法

に

し
て

も

、

相

違

す

る

こ

と

は
、

こ

れ

ま

で

述

べ

て
き

た

と
こ

ろ

か

ら

、

理
解

さ

れ
る

で

あ

ろ

う

。

最

後

に

、

こ

の

よ

う

な

仏
教

の
死

生

観

は
東

西

思

想

の

い

ず

れ

の

側

に
属

す

る

か
と

い

う
こ

と

で

あ

る

が
、

無

常

な

人

生

の

観

察

に
端

を
発

し

て

お

り

、

キ

リ

ス

ト

教

の

ご
と

く

、
死

を
人

間

の
罪

に
対

す

る
罰

と

み

な
す

よ

う

な
考

え
方

は

、

仏

教

に

は

存

し

な

い
こ

と

か
ら

す

れ

ば

、

仏
教

は
東

洋

思

想

の

中

に

包

含

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。（
キ
リ
ス
ト
教
が
西
洋
の
も
の

か
ど
う
か
も
問
題

で
あ
る
が
、
そ
の
伝
播
地
域

が
西
洋
で
あ
る
こ
と

は
明
ら

か
で
、
こ
の
意
味
か
ら
し
て

仏
教

は
西
洋

で
な
い
と

言
う
こ
と

が
で
き
よ
う

。）

た

だ

し

、

仏

教

は
真

実

説

と

し

て

生

死

超

越

、

現

実

超

越

の

思

想

を

、
方

便

説

と

し

て

不

死

永

生

、

輪

廻

転

生

の
思

想

を

、
有

し

て

い

る

。
こ

れ

が
中

国

や

日

本

に

伝

来

す

る

と

、

中

国
的

な
考

え
方

、
日

本

的

な

考

え
方

、
そ

の

現

実

主

義

、
現

実
中

心

の
立

場

か

ら

、
批

判

が

起

る

。
中

国

で

は

、
儒

教

と

仏
教
の
対
論
が
し
ば
し
ば
行

わ
れ
る
。
孔
子
の

『
論
語
』

に
、
生
さ
え

も
知

ら
ず
、
い
わ
ん
や
死

を
知
ろ
う
か
、
と
い
う
考

え
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。
仏

教

に
は
方
便
説
が
あ
る
の
で

、
死
後
の
存
続
に
つ
い
て
儒
教
と
論
争
を
起
す

の
で
あ
る
。
日
本
で

は
、
現
実
肯
定

の
考

え
が
支
配
的
で
あ
る
の
で
、
輪
廻

転
生
の
考

え
は
批
判

さ
れ
た
。
『
万
葉

集
』

の
大
伴
旅
人

の

歌

で

は
、
輪
廻

転
生
を
皮
肉

っ
て
、
し

か
も
酒
を
ほ
め
た
た
え
る
の
が
あ
る
。
こ

の
世
さ
え

楽
し
け

れ
ば

よ
い
、
死

ん
で
虫

に
な
ろ
う
と
、
鳥

に
な
ろ
う
と

、
気
に
し
な

い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し

。
後

に
は
、
輪
廻
転
生
説
も
日
本
思
想

の

中

に
浸
透
す

る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
仏
教
を
単
純

に
東
洋
思
想
の
中

に

一
括
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
次
の
拙

稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
鎌
倉
新
仏
教

に
お
け

る

生
死
観
」
仏
教
思
想
1
0
『
死

』
、
平
楽
寺

書

店
、
昭
和

六
三
年
。

（
た
む
ら
・
よ
し

ろ
う
、
仏
教
学
、
立
正
大
学
教
授
）

※
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
者
、
田
村
芳
朗
氏
は
三
月
十
二
日
、
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
本
誌
に
掲
載
し
た
氏
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
編
集

に
一
切
を
託
さ
れ
た
の
で
、
発
表
テ
ー
プ
、
要
旨
集
等
に
よ
り
記
述
し
、
氏
に

見
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
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