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こ

で、

先
端
医
療
技
術
（
生

命
操
作
）

、

例
え
ば

脳
死

判
定
や

脳
死

臓
器

移
植
の

問
題
に

対
し
て、

各
々

の

文

化
に

お

け
る
死

生
観
に

関
す
る

本
質

的
な

議
論
で

あ
る
自
ら
の

生
と

死
を
ど
の

よ

う
に

捉
え
る

の

か

に

つ

い

て

検

討

す
る

。

周
知
の

よ

う
に
、

我
が

国
で

二

〇
〇

九
年
七

月
十
三

日

に

「

脳
死
は

人
の

死
」

と

い

う
臓
器

移
植
法
案
が

可
決
さ

れ

た
。

こ

の

法
律

に

よ

っ

て

ド

ナ

ー
（
臓
器

提
供
者）

の

生
き

る

権
利
や
い

の

ち

の

尊
厳
が

奪
わ

れ
、

脳
死
を
人
の

死
と

し

な
い

考
え

方
を

抹
殺
す
る

方
向
へ

と

突
き

進
ん

で

い

っ

た
。

「

脳
死
は

人
の

死
」

で

あ
る

と

は

科
学
的
に

立

証
で

き

て

い

な
い

こ

と
、

厳
密
な

脳
死
判
定

後
に

も
長
期
脳
死
の

実
例
が

あ
る

こ

と

な
ど

そ

れ

ら

の

最
も
重

要
な

事
実
が

無
視
さ

れ、

脳
死

臓
器

移
植
に

急

ぐ

改
悪
案
が

成
立
し
た
の

だ
っ

た
。

ド
ナ

ー
と

レ

シ

ピ

エ

ン

ト
（
臓
器
受

容

者）

の

「

生
き
る

権
利
」

の

狭
間
の

中
で

、

い

の

ち

が

隠
蔽
さ

れ

て

い

る
。

生
と

死
の

教
育
・

い

の

ち

教
育
の

現
場
で

教
材
と

し
て

活
用
さ

れ
て

い

る

『

隠
さ

れ

た

風
景
ー

死

の

現

場
を

歩
く

』

（
福
岡

賢
正
）

を
手
が

か

り
に

、

「

い

の

ち

と
は

何
か

？
」

を

考
え
た
い

。

著
者
は
、

人

間
の

勝
手

な

都
合
で

不
要
と

な

っ

た

ペ

ッ

ト
（
犬、

猫
）

を

処
分
し

て

い

る

現
場

（
動
物
管
理

セ

ン

タ
ー）

と

肉
を
つ

く
る
た

め

に

家
畜
を

処
理
し

て

い

る

屠

殺
場
な

ど

社
会
か

ら
隔

離
さ

れ
た

「

死
の

現
場
」

で

の

ル

ポ

（
取
材）

を

通
じ
て

、

生

き
る

こ

と
の

本
当
の

意
味
を

世
に

伝
え

る
。

「

現

代
と

い

う

時
代
は

『

死』

が

隠
蔽
さ

れ、

い

の

ち
が

と

て

も

見
え

に

く
く
な
っ

て

い

る

時
代
で

す。

そ

れ
は
生
き
て

い

る

と

い

う

実
感
が

乏
し

い

と

い

う
こ

と
で

も

あ

り
ま

す。

だ
か

ら
こ

そ

こ

の

社
会
は

今、

事
実
を
き

ち

ん

と

伝

え
て、

ま

っ

と

う
な
こ

と
を
主

張
し

て

く
れ
る

こ

と

を

待
っ

て

い

ま

す
」

（

二

二

〇

頁
）

「

人
が

生
き
る

た

め

に

他

者
の

生
き

物
の

い

の

ち
を

も
ら
う

こ

と

は

『

殺
す
』

こ

と
で

は
あ

り
ま

せ

ん
。

自

分
の

中
で

『

生
か

す
』

こ

と
で

す
」

（
二
一

七

頁）
。

「

死
の

現

場
」

で

あ
る

動
物
管
理
セ

ン

タ

ー
や

屠
殺
場、

（
脳
死）

移
植
医
療
の

現
場
に

共
通
し

て

み

ら

れ
る

の

は、

「

い

の

ち
」

の

隠
蔽
で

あ
る

。

現
代
社
会
は

犠
牲
と

な

っ

た
動
物
た

ち
（
現
場

に

関
わ
る

人
々
）

と

ド
ナ
ー

た
ち

（

そ

の

家
族
た

ち）

の

心
の

痛
み

（

悲

し

み
・

苦
し

み
∀

が

徹
底
し
て

見
え

て

こ

な

い

社
会
を
生
み

出
し

た
。

　
バ

イ
オ

エ

シ

ッ

ク

ス

教
育
の

課
題
は

、

あ

る
べ

き

技
術
に

対
し

て

の

「

是
非
を

問
う
」

の

で

も、

「

価

値
中
立
」

に

向
か

う
よ

う
仕
向
け

る
こ

と

で

は

な
い

。

失
わ

れ
て

し

ま
っ

た
（
奪
わ
れ

よ

う
と

し

て

い

る
）

い

の

ち

と

は

何
か

を

想
像
す
る

力
を、

各
自
身
に

問
い

か

け

る

こ

と
が
必
要
で

あ
る
。

「

生

と

死
の

教

育
」

と

は、

あ
ら

ゆ

る

者
が

当
事
者
で

あ
る

と

い

う
立

場
に

立
ち、

「

い

か

に

生
き

る
か、

い

か

に

死
ん

で

い

く
の

か
」

を

問
い

続
け
る
プ

ロ

セ

ス

の

中
で

、

互
い

に

い

の

ち
の

価

値
や
人
生
の

価
値

を

見
つ

め

直
す
共

同
作
業
で

あ
る

。

中
有
縁
起
と

現
代
的
い

の

ち

金

永

　
晃

　
仏
教
に

お

い

て

生

命
論
は
、

十
二

支

縁
起

（

業
感

縁
起）

に

よ

る
輪
廻

の

前
世
と

し
て

時

間
的
流
れ

を
説
明
す
る

。

特
に

四

有
思

想
は

、

一

切
の

生
死
を

相
続
す
る

と

こ

ろ

に

四
有
過
程
を
辿
る

と

い

う
。

　
四

有
と

は、

「

生
有
・

本
有
・

中
有

・

死

有
」

と

し

て

生

死
循

環
の
一

期
を
四
つ

に

分
け

て

説
明
す

る
。

本
有
は

出
生
か

ら

死
ま

で
一

生
を

意
味

し、

死
有
は

業
力
に

よ
っ

て

生
ま

れ
た

身
体
が

無
常
の

た

め

寿
命
が
尽
き
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る

の

で

あ
る

が、

そ

の

死
ま
で

刹
那
の

生
を

意
味
す
る
。

中
有
は

死
後
次

の

生

を
受
け
る
以

前
の

中
間
生
を
意

味
し、

生

有
は

中
有
の

生
が
父

母
の

縁
に

よ

っ

て

胎

内
に

託
胎
す
る

刹
那
の

生
を
い

う
。

中
有
思

想
は、

死
後

か

ら

来
世
に

生
ま
れ
る

ま

で

の

中
問
生
の

実
相
を

明
か

す
思
想
と
し

て

初

期
の

輪
廻
説
か

ら
大

乗
の

唯
識
学
の

輪
廻
説
と

し
て

発
展
す
る
媒

介
の

役

割
を
し
た

。

　

四

有
説
と

は
、

生
の

転

換
原
理

を
基
準
と
し
て

説
明
す
る
時、

死

有
と

生
有
は

刹
那
と

し

て
、

中
有
と

本
有
は

相
続
と

し
て

分
類
す
る
こ

と

が
で

き
る

。

四

有
思

想
の

中
で

中
有
思

想
は
、

死
後
か

ら

来
世
に

生
ま
れ
る
ま

で

中
間
生
命
体
の

実
相
を

明
ら
か

に

す
る

思
想
と

し
て

輪
廻
思
想
に

お

い

て

は

無
視
で

き

な
い

重

要
な
思
想
で

あ

る。

　

仏
教
に

お

い

て

生

命
は

、

一

連
の

連
続
的
流
れ
と

し
て

認
識
す
る

。

そ

の

点
に

お

い

て
、

一

般
的
に

衆
生
は

生
と

死
を

繰
り

返
し

と

し
て

認
識

し
、

輪
廻
の

流
れ
と

し
て

生
死
（
還
生）

を

繰
り

返
す

。

　
仏

教
に

お

け

る

生

有

縁
起
は、

「

個
別
的
生
の

縁

起
の

始
ま

り
」

の

現

象
で

あ
る

。

生
の

中
問
原
理
で

あ
る

中

有
は

唯
識
学
の

阿
頼

耶
識
の

生
命

観
に

影
響
を

与
え
る

。

唯

識
学
で

は、

中
有
の

概
念
を

識
の

転
換
と

し

て

阿
頼
耶
識
を
立
て

る
。

→

切

衆
生
は
、

死
後

前
世
の

業
が

阿

頼
耶
識
に

貯

蔵
さ

れ

て

次
の

生

侖
に

絶
え

間
な

く
続
く

。

　
仏
教
的
通
念
に

お

い

て

は
生
か

結
成
さ

れ
る

条
件
（

三

事
和
合）

と

し

て、

「

両
親
の

和
合
・

そ
れ

か

ら

中
有
の

下

降
・

母
親
の

適
切

は

条
件
］

を
立
て

る
。

こ

こ

で

中
有
は

前
世
と

後
生
の

媒
介
と

な
る

。

こ

の

中
有
の

概
念
に

包
括
さ

れ

て

阿
頼
耶

識
と
し
て

転

換
さ

れ
る

。

『

瑜
伽

師
地
論
』

に

は、

父

母
が

和
合
し
て

、

そ
こ

に
一

切
種
子

で

あ
る
阿

頼
耶
識
の

作
用

と

し
て

受

胎
が

成
し
遂
げ
ら

れ
る。

1
　
阿
頼
耶
識
は

人
間
と
し
て

生
ま
れ
る

た
め

最
初
に

生

気
を

与
え

る
。

2
　
阿

頼

耶
識
は

母

胎
で

生
ま

れ
る

時、

静
止

状
態
で

あ
る

の

で

は

な

　
く、

受
胎
す
る

と

す
ぐ
活
動
を
始
め
る

。

3
　
こ

の

時、

父
母
は

縁
に

な

り、

阿
頼
耶
識
は
因
と

な

っ

て

因
と

縁
が

　
和
合
し

て

胎
児
と

い

う
果
報
が

生
じ
る

。

4
　
誕
生
か

ら

始
ま

る

胎
児
は

業
力
に

よ

っ

て

成
長
す
る

。

父
母
の

精
血

　
で

あ
る

胎
に

阿
頼
耶
識
が
結
合
し

て

最
初
の

生
で

あ
る

カ

ラ

ラ

（
羯
羅

　
藍）

と

な
る

。

託
胎
の

瞬
間
中

有
は
な

く
な

り、

刹
那
に

生

有
を

過
ぎ

　
本
有
が
始
ま

る
。

こ

の

時、

阿
頼
耶
識
は

能
変
識
を

通
し

て

変

化
し
て

　
精
神
界
の

阿
頼
耶
識
・

未
那
識
・

六

識
と

し

て

変
化
さ

れ

て

行
く

。

こ

　
う
し
て

最
初
の

阿
頼
耶
識
が

変
化
を
通
し
て

精
神
と

肉
体
を

形

成
し
て

　
行
く

。

5
　
唯
識
説
で

は、

阿
頼
耶
識
は

常
識
的
な

意
味
で

の

記
憶
（

生

後
の

経

　
験
）

だ
け
で

は

な

く、

過
去
の

す
べ

て

経
験
を
貯
え
て

い

る

「

蔵
識
」

　
と

さ

れ
て

い

る
。

唯
識
説
に

お

け
る

阿

頼
耶

識
と

は
、

脳
を

含
め

た

　
「

前
身
」

と
考
え

ら

れ
る

。

仏
教
に

お

け
る

生
と

は

自
身
の

業
に

よ
っ

　
て

存
在
す
る

。

こ

の

業
の

力
に

よ

っ

て

三

事
和
合
と

し

て

生
が

始
ま

　
る

。

中
有
は
精
血
の

凝
結
体
の

中
に

下
降
し

て

生
が

始
ま

る

阿

頼
耶
識

　
の

別
の

姿
で

あ
る

。

中
有
と

は

過

去
の

個
別
の

生
が

作
る

業
と

し

て

生

　
有
縁
起
を

通
し
て

自
身
の

業
が

複
製
さ

れ

る
。

一

方、

現
代
生

命
科

学

　
に

お

い

て
、

各
個
人
の

遺
伝
子
の

構
成
は

生

涯
普
遍
の

も
の

で

あ
り、

各
細
胞
構
成
物
質
の

恒
常
不
変
を

保
つ

べ

き

働
き

を
す

る
。

阿

頼
耶

識

　
と

現
代
生
命
科
学
に

お

い

て

遺
伝
子
と

は
、

生
命
の

循
環
原
理
と

い

う

　
点
で

類
似
点
が

あ
る

。

518（16ユD）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


