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雲

棲
株
宏
の

不
殺
生

思

想

西

　
村

玲

　

中
国
・

明
末

高
僧
の
一

人
で

あ
る

雲
棲

株
宏
（

一

五

三

五

1

＝
2

五）

は
、

念
仏
・

戒

律
・

禅
を

融
合
し

た

穏
和
な

宗
風
に

よ

っ

て、

広
く

僧
俗
へ

の

教

化
を

行
い
、

高

く
崇
敬
さ
れ

て

い

る
。

誅
宏
の

著
作
は

、

日

本
で

も
同

時
代
の

近
世
に

出

版
さ

れ

て
、

近

代
に

至
る

ま
で

大
き
な

影
響

を
及
ぼ

し
た

。

株
宏
は、

近
世

東
ア

ジ
ア

に

お
け
る
宗
教
思
想
史
に

お
い

て、

時
代
的
な
特
徴
を
示
す
一

人
で

あ
る

。

近
世
日
本
に

流
布
し
た
不
殺

生
の

思
想
に

お
い

て、

そ
の

直
接

的
な
起
点
と
な
っ

た

株
宏
の

不
殺
生
を

考
察
す
る

。

　

中
国
撰
述
経
典
で

あ
る

梵
網
経
で

は、

動
物
や

虫
魚
を

殺
す
こ

と

は
、

輪
廻
に

よ

っ

て

そ
れ
ら
に

生

ま
れ

変
わ
っ

て

い

る
自
分
の

父

母
ら

を
殺
す

こ

と
で

あ
る
、

と

し
て

殺
生
を

禁
止
し
た

。

こ

の

不
殺
生
の

原
理
は
、

イ

ン

ド

由

来
の

輪
廻
説
と

中
国
社
会
に

お
け
る
孝
道
が
一

体
化
し

た

も
の

で

あ

り
、

儒
教

や
道

教
と

あ
い

ま
っ

て

発
展
し
た

。

明
末
の

仏

教
に

お
い

て

も、

動
物
を

殺
す
こ

と

を

戒
め
（
戒
殺
）

、

捕
ら

え

た

鳥
獣
魚
類
を

放
ち

生
か
す

放
生
と
し

て
、

不
殺
生
は

広
く
実
行
さ

れ

て

い

た
。

　
十
六
世
紀

末
か
ら

始
ま
っ

た
キ

リ

ス

ト

教
の

中
国
布
教
に

お
い

て
、

中

心
人
物
と
な
っ

た
マ

テ

オ
・

リ
ッ

チ

（

一

五

五．

丁
⊥

六
一

〇
）

は
、

そ

の

教
理
書

『

天
主

実
義
』

に

お
い

て
、

輪

廻
と

孝
道
に

よ
る

不
殺
生
の

不

合
理
性
を
批
判
し、

仏
教
の

説

く
戒

殺
放
生
を

愚
か
し
い

無
意
味
な
行

為

で

あ
る

と

全
否
定
し
た

。

リ
ッ

チ
自

身
は

、

聖

書
『

創
世
記
」

を

根
拠
と

し
て、

人
間
が
動
物
を
殺
す
こ

と
は
天
主
か

ら

与
え
ら
れ
た

恩
恵
で

あ
る

と

主

張
す
る

。

　

株
宏
は

、

出

家
す
る

前
か

ら

動
物
を

祭
祀
の

犠
牲
と

す
る

こ

と

を
止
め

て

お

り
、

僧
侶
と

な
っ

て

か

ら
は

魚
類
の

た

め

に．
一
つ

の

放
生

池
を

作

り、

禽
獣
に

は
山

中
の

放
生

所
を

設
け
て

い

る
。

不
殺
生
を

畢
生
の

信
念

と

し

た

株
宏
に

と
っ

て
、

リ

ッ

チ

の

殺
生
の

言
は

耐
え
難
い

も
の

だ
っ

た

ろ

う
。

株
宏
は

、

「

親

殺
し
の

阿

闍
世
や
隋
の

煬
帝
は

、

今
生
の

父

母
を

殺
し

た
だ
け
で

あ
る

が
、

人
の

若
い

時
か
ら
老

年
に

至
る
ま
で

動
物
を

大

量
に

殺

す
こ

と
は、

過
去
世
の

父

母
を
無
限
に

殺
す
こ

と
」

（
竹
窓
随
筆）

で

あ
り、

よ

り
罪

深
い

こ

と
で

あ
る

と
主

張
す
る

。

な
ぜ

な
ら、

「

儒

教

や

道
教
は
現
世
の

こ

と

を
語
る
に

止
ま
る

が
、

仏
法
は

前
世
を
論
じ
る

。

す
で

に

無
限
の

過
去
世
を
生
き
る

中
で

、

我
々

は

六
道
を
巡
っ

て

き
た

。

六
道
の

衆
生

は

皆、

我
父
母
で

あ
る

こ

と

は

当
然
」

（
梵
網
経

義
疏
発
隠）

だ
か
ら

で

あ
る

。

キ

リ
ス

ト
教
に

対
し
て

は
、

梵
網
経
に

も
と

つ

い

て、

「

殺
生

は
動

物
を

殺
す
こ

と
で

は

な

く、

自
分
自

身
の

慧

命、

魂
を

殺

す

こ

と

だ
」

（
竹
窓

随
筆）

と

結
論
し
た

。

不
殺
生

の

思

想
は
、

現
世
一

生

の

閉
塞
か

ら

無
限
の

過
去
世
と

未
来
世
へ
、

人
の

現
身
か

ら

六
道
の

多
種

多
様
な

存
在
へ

と
、

魂
を
ひ

ら
く
回
路
で

あ
る

。

　

株
宏
は
、

こ

の

信
念
に

も
と
つ

い

て

『

戒
殺
放
生

文
』

や

『

自
知
録
』

を

著
し
、

多
く
の

著

作
や

手
紙
に

お

い

て

も
、

不
殺
生
を

倦
む

こ

と

な
く

説
き
続

け
た

。

『

戒
殺
放
生

文
』

の

戒
殺
篇
で

は
、

誕
牛

日
や
祖
先

祭
祀

、

婚
礼
や

宴
会
に

お
け
る

肉
食

、

祈
檮
や
生

業
に

お

け
る
殺
生
を

禁
じ
る
。

放
生

篇
で

は、

「

い

ず
れ
は

な
く
な
る

無
常
の

世
財
で

あ
る

金

銭
を
、

放

生
に

よ
っ

て

福
徳
と

い

う
堅
財
に

換
え
よ
」

と
よ
び
か
け
る

。

す
べ

て

の

生

物
は
成
仏
し
う
る

と
い

う
大
乗
仏

教
の

前

提
に

立
っ

て
、

動
物
の

肉
体

を
救
う
放
生
は

世
間
の

善
心
で

あ
る
が、

そ
の

魂
を
救

う
こ

と

は
出

世
間
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の

大
菩
提
心
で

あ
る
と

す
る

。

そ

の

た

め
に、

放
生
す
る

動
物
に

は
、

阿

弥
陀
仏
の

名
前
と

経

文
を

聴
か
せ

て
、

来
世
で

西
方
浄
土
に

往
生
さ
せ

る

こ

と
を
勧
め
て

い

る
。

　
日

本
近
世
に

お
い

て

は
、

ま
ず
は
律
僧
を
中
心
と
し
て

誅
宏
の

著
作
が

出

版
さ
れ

て

お

り、

不
殺
生
の

思

想
も
律

僧
を

中
心
に

受
け

止
め

ら
れ

た
。

た

と
え

ば
、

株

宏
は

「

百

千
万

億
の

蚕
の

生

零
を

熱

湯
に

入
れ
て

殺
」

（
由
房
実
録
・

論
虫）

し
て

作
る

絹
の

禁
止

を
呼
び
か

け
た

。

自
ら

の

善
悪
の

行
為
を

数
で

計
算
し
て

自
省
を
促

す
「

自
知
録
』

で

は
、

養
蚕

業
の

廃
止
を
五

善
と

し
て

い

る
。

こ

の

絹
の

禁
止
の

主

張
は
、

庸
代
の

道

宣
の

主

張
を

論
拠
と

し
な
が
ら、

近
世
か

ら

明
治
時
代
ま
で

の

口
本
の

律

僧
に
よ

っ

て
、

広
く
実
行
さ
れ
た．、

「

ア
ヒ

ン

サ
ー

」

の

実
践
を

め

ぐ
る

　

チ
ベ

ッ

ト

仏
教

僧
と

漢
民
族
信
徒
の

関
係

別

所

裕

介

　

本
論
は

、

仏
教
規
範
の

ひ

と
つ

で

あ
る

「

不
殺
生
戒
（
ア

ヒ

ン

サ

ー）
」

の

実
践
を

取
り
上

げ、

そ
の

実
践
を

媒
介
と

し

て

密
接
な
つ

な
が

り
を

構

築
し

て

い

る

現
代
中
国
の

チ

ベ

ッ

ト

仏
教

僧
と

漢
民
族
信
徒
の

関
係
の

特

質
を

捉
え
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る
。

　
こ

こ

で

事
例
と

し
て

取
り
上

げ
る

「

不
殺
生
」

の

規
範
は

ふ

た

つ

の

含

意
を
も
っ

て

い

る
。

ひ

と

つ

は
、

非
暴
力
・

不
服
従
運
動
の

父
で

あ
る

マ

ハ

ト
マ

・

ガ

ン

デ
ィ

ー

に

よ

る

示
唆
を

重

要
な
契
機
と

し、

現
在
の

チ

ベ

ッ

ト

亡

命
政
府
の

基

本
方
針
と

し
て

打
ち

出
さ

れ
て

い

る

．

理
念
的
規

範
”

と

し
て

の

そ
れ
で

あ
る

。

亡

命
政
府
の

首

長
で

あ
る

ダ
ラ

イ
ラ

マ

十

四
世
は

中
国
に

対
し

て

領
土
要

求
を

取

り
下
げ
る

代
わ

り
に

、

「

全
チ
ベ

ッ

ト
を

「

ア

ヒ

ン

サ
ー

』

の

理
念
に

基
づ

く

恒
久
的
な

自

然
保
護
区
と
す

る

こ

と
」

を

要
求
し
て

い

る
。

こ

れ
は
政
治

的
交
渉
の

産
物
で

あ
る

と

同

時
に

、

「

チ

ベ

ッ

ト
入
が

今
後、

ど

の

よ

う
な

仏
教
実
践
の

主

体
と
し

て

中

国
に

存
続
し

て

い

く
べ

き
か
」

と
い

う
、

ナ
シ

ョ

ナ
ル

な
レ

ベ

ル

で

の

民
族
の

あ
り
方
を

本
土

に

暮
ら

す
チ
ベ

ッ

ト

人
全
体
に
向
け
て

問
い

か
け

る

作
用
を

果
た
し

て

い

る
。

　

他
方
で
、

当
然
な
が
ら

本
十

チ
ベ

ッ

ト

の

生
活
社
会
で

は、

村
落
コ

ミ

ュ

ニ

テ
ィ

に

お

け
る

”

自
然
本
性
的
規
範
”

と

し
て

の

ア

ヒ

ン

サ
ー

が、

ナ
シ

ョ

ナ
ル

な
意
味
で

の

「

チ
ベ

ッ

ト

人
」

概
念
の

総

体
と
リ

ン

ク
す
る

こ

と

な
く
黙
々

と

実
践
さ
れ
て

き
た

。

そ
う
し
た

実
践
を
ロ

ー

カ

ル

な
レ

ベ

ル

で

体
現

す
る

の

は、

村
単
位
で

創
建
さ
れ
た

寺
院
を
束
ね
る

高
位
の

密
教
僧
で

あ
る

。

前
近
代
ま
で

の

伝
承
で

は
、

こ

う
し
た
村
レ

ベ

ル

で

尊

崇
を
集
め
る

宗
教
者
が、

山
の

神
や
水
の

精
霊
な
ど

、

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

サ
ブ
シ
ス

テ

ン

ス

に

か
か
わ
る
超
常
的
存
在
と
交

感
す
る

こ

と
で

、

村
人

が
過
剰
な
財
を

求
め
て

資
源
を
乱
獲
し
た
り、

野
生

動
物
を

無
為
に

殺
傷

し
た

り

す
る

こ

と

の

な
い

よ

う、

逸

脱
を

戒
め

る

役
割
を

果
た

し
て

い

た
。

　

本
論
で

は
、

こ

の

よ

う
な
ア

ヒ

ン

サ

ー

を
め

ぐ
る

ふ

た

つ

の

条
件
的
布

置
の

元
で

、

”

中

国
人
一

般
”

と
自

分
た

ち
と
を

隔
て

る

重
要
な
差

異
と

し

て

言
及
さ

れ
る

ナ

シ
ョ

ナ
ル

な

意

味
で

の

そ
れ

で

は

な
く、

実
体
と

し

て

の

「
殺
さ
な
い
」

と
い

う
自
然
本
性
的
規

範
が

他
民
族
・

他
社
会
と

の

接
合
面
に
お
い

て

共
通
の

実
践
基
盤
と
な

っ

て

い

る
事
例
を

取
り
上

げ、

そ
の

背
景
と

な
る

社
会
的
諸
条
件
を

整
理
し

た
。
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