
【

応
に

解

脱

を

求

む

べ

し

放

逸
な

る

こ

と

勿

れ

】

『

阿

毘

達

磨

倶

舎

論

』
（
『
大

正

新

修

大

蔵

経

』

五

世

紀

の

イ

ン

ド

に

登

場

し

た

仏

教

思

想

家

で

あ

る

世

親

（

せ

し

ん

）

別

名

∧

ヴ

ァ

ス

バ
ン

ド

ゥ

／

天

親
（
て

ん

じ

ん

）
∨

は
『
阿

毘

達

磨

倶

舎
論
（
あ

び

だ

つ

ま

く

し

ゃ

ろ

ん

）
』

と

い

う

書

物

を

著

し

ま

し

た

。

こ

の

書

物

の

第

八

章

「

定

品

（

じ

ょ

う

ほ

ん

）
」

の

最

後

に

は

、

論

書

を

締

め

く

く

る

文

章

の

一

節

と

し

て

標

題

の

こ

と

ば

が

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

解

脱

と

は

、

苦

し

み

の

超

克

を

意

味

し

ま

す

。

そ

れ

は

、

も

は

や

苦

し

み

を

苦

し

み

と

言

う

必

要

が

な

く

な

っ

た

こ

と

を

表

し

ま

す

。

放

逸

（

ほ

う

い

つ

）

と

は

、

ほ

し

い

ま

ま

に

楽

し

む

こ

と

を

意

味

し

ま

す

。

苦

し

み

の

超

克

を

求

め

る

者

た

ち

は

、

ほ

し

い

ま

ま

に

楽

し

む

こ

と

の

な

い

よ

う

に

歩

ま

ね

ば

な

ら

な

い

と

、

著

者

で

あ

る

世

親

が

書

き

記
し

て

い

る

の

で

す

。

ほ

し

い

ま

ま

に

楽

し

む

こ

と

の

な

い

よ

う

に

歩

ま

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う

表

現

は

、

釈

尊

の

こ

と

ば

と

し

て

知

ら

れ

て

き

た

も

の

で

す

。

初

期

経

典

の

『

大

般

涅

槃

経

（

だ

い

は

つ

ね

は

ん

ぎ

ょ

う

）
』

に

、

釈

尊

の

入

滅

に

つ

い

て

語

ら

れ

て

い

ま

す

。

鍛

冶

工

チ

ュ

ン

ダ

∧

純

陀

（

じ

ゅ

ん

だ

）

∨

が

用

意

し

た

食

事

を

と

っ

た

釈

尊

は

、

激

し

い

痛

み

に

お

そ

わ

れ

、

沙

羅

（

さ

ら

）

の

木

と

木

の

あ

い

だ

に

身

を

横

た

え

る

と

、
「

形

あ

る

も

の

は

滅

び

ゆ

く

も

の

で

あ

る

。

不

放

逸

に

努

め

な

さ

い

」

と

い

う

こ

と

ば

を

残

し

て

、

そ

の

生

涯

を

閉

じ

て

い

か

れ

ま

し

た

。
「

こ

れ

が

如

来

の

最

後

の

こ

と

ば

で

あ

っ

た

」

と

『

大

般

涅

槃

経

』

に

述

べ

ら

れ

て

い

ま

す

。

諸

行

無

常

を

説

き

、

死

す

べ

き

も

の

で

あ

る

と

い

う

苦

し

み

を

受

け

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う

真

実

と

真

正

面

か

ら

向

き

あ

い

、

ほ

し

い

ま

ま

に

楽

し

む

こ

と

な

く

道

を

達

成

し

な

さ

い

と

釈

尊
は

言

い

残

さ

れ

ま

し

た

。

人

間

は

苦

し

み

の

存

在

で

あ

る

。

こ

の

自

覚

が

仏

道

の

歩

み

の

出

発

点

で

あ

る

と

言

え

ま

す

。

し

か

し

、

な

か

な

か

こ

う

し

た

自

覚

の

上

に

立

つ

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

自

分

に

不

都

合

な

事

実

に

目

を

背

け

、

あ

る

い

は

そ

れ

を

覆

い

隠

そ

う

と

し

て

、

ほ

し

い

ま

ま

に

自

分

の

楽

し

み

を

ど

こ

ま

で

も

追

い

求

め

る

と

い

う

態

度

を

と

っ

て

し

ま

う

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

ど

こ

で

私

た

ち

は

苦

し

み

の

存

在

で

あ

る

と

い

う

自

覚

に

立

つ

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

た

と

え

今

ま

さ

に

命

を

終

え

よ

う

と

も

、

不

放

逸

に

努

め

る

こ

と

こ

そ

が

人

間

と

し

て

な

す

べ

き

こ

と

で

あ

る

と

、

仏

典

に

は

語

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。

苦

し

み

の

自

覚

に

立

っ

て

歩

も

う

と

い

う

姿

勢

を

保

ち

、

そ

の

位

置

に

踏

み

と

ど

ま

り

、
そ

こ

か
ら

決

し

て

撤

退

し

な

い

。
釈

尊
が

最

後

に

残

し

た

こ

と

ば

は

、

こ

う

し

た

歩

み

の

姿

勢

に

関

わ

る

こ

と

ば

だ

っ

た

と

受

け

と

め

て

お

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

そ

し

て

、

釈

尊

が

ま

さ

に

そ

の

生

涯

を

閉

じ

よ

う

と

い

う

時

に

語

ら

れ

た

こ

の

こ

と

ば

を

、

世

親

も

ま

た

『

阿

毘

達

磨

倶

舎

論

』

と

い

う

大

著

を

締
め

く

く

る

に

あ

た

り

用

い

て
い

る

の

で

す

。

老

病

死

の

苦

し

み

に

よ

っ

て

人

生

の

支

え

だ

と

考

え

て

き

た

も

の

が

崩

壊

し

て

疑

い

の

渦

中

に

投

げ

出

さ

れ

て

し

ま

っ

た

時

、

ほ

し

い

ま

ま

に

楽

し

む

と

い

う

こ

と

で

苦

し

み

か

ら

逃

れ

よ

う

と

す

る

の

と

は

別

の

態

度

が

あ

る

。

こ

の

こ

と

が

い
つ

も

仏

教

の

思

索

の

中

心

に

据

え
ら

れ

て

い

ま

す

。
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