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τ

語
り
え

な
さ

に

耐
え
る

1
水

俣
病
事
件
が

も

た

ら

し

た

倫
理

と

宗
教
の

回
路

ー

萩
　
原

　
修

　
子
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〈
論
文
要
旨
〉

　
不
知
火
海
沿

岸
の

人
々

は

水
俣
病
事
件
に

よ

っ

て

底
知
れ
ぬ

苦
し

み

を

強
い

ら

れ
た

。

事
件
の

公
式
確
認
後、

す

で

に

五
〇
年
を
超
す

　
歳
月
が

流
れ
た

が
、

事
件
が

入
々

の

心

身
に

刻
ん
だ

爪
痕
は

今
な

お

深
い

。

事
件
に

よ

っ

て

影
響
を
受
け

た

人
々

に

共
通
す
る

の

は、

倫
理
的
困
難
へ

　
の

直
面
で

あ
る

。

そ

の

超
克
を

模
索
す

る

過
程
に

お

い

て、

当
事
者
あ
る
い

は

支

援
者
と

と

も
に
、

実
に

豊
か

な

思
想
が

紡
ぎ
だ

さ

れ

て

き

た
。

本
稿

　
は

「

本
願
の

会
」

と

い

う

患

者
有
志
に

よ
る

ゆ

る
や

か

な
会
が

湧
出
し

つ

づ

け
る

思
想
に

つ

い

て

考
察
を

試
み

る

も

の

で

あ
る

。

会
の

主
要
メ

ン

バ

ー

　
に

よ
る

著
作
か

ら
、

彼
ら
の

倫
理

的
困

難
を
超

克
し

よ

う
と

す
る

実

践
を、

今
日
の

倫
理
と
宗

教
の

微
妙
な

関
係
を

示
す
一

例
と

し
て、

分

析
し

た

　
い
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
水

俣
病
事
件、

倫
理、

宗
教

、

語
り
え
な

さ、

本
願
の

会
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は

じ

め

に

祈
る
べ

き

天

と

お

も
え
ど

天
の

病
む

　
　
　
　

　

　
　
　
　

T）

（
石
牟
礼
道
子

、

一

九
七
四

年）

水
俣

病
は

、

よ

く
知
ら
れ
る

よ

う

に

チ
ッ

ソ
工

場
が
も

た

ら

し

た
環

境
汚
染
を
介
し

た

不
知
火
海
沿
岸
住
民
へ

の

甚
大
な

健
康
被
害

（577）

で

あ
る

。

し
か

し
、

自
然

・

身
体
・

地

域
社
会
を
破

壊
さ

れ

た

被
害
者

自
身
と

そ

の

支

援
者
の

闘
い

に

よ
っ

て

し

か
、

問
題
究
明
と

救
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2

済
が

開
か

れ

な

か
っ

た

と
い

う

点
に

お

い

て
、

さ

ら

に
、

そ

れ
が

公
式

発
見
後
五

〇

年
以
上
を

経
た

今
も

続
い

て

い

る
と

い

う
点
に

お
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い

て

「

事
件
」

で

あ

る
。

不

知

火
海
沿
岸
の

人
々

の

受
難
は

底
知
れ

な
い

。

右
の

石
牟
礼
道
子
の

歌
は
、

当
時
の

倫
理

的
困

難
の

極
北

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　ソ

を

彷
彿
さ

せ

る
。

例
え

ば
、

救
済
を

求
め

た

運
動
に

お

け

る

そ

れ

は
、

「

人
間
的
道
理
の

実

在
す

る
」

「

村
共
同
体
の

倫
理
」

が

通
用
し

な
い

、

責
任
を
認
め

な
い

チ
ッ

ソ

と

行
政
で

あ
り

、

そ

れ

を

追
及
す
る

手
段
が

訴

訟
で

し

か

な
い

こ

と

を

近

代
社
会
か

ら

突
き

つ

け
ら

れ

た

こ

と

だ
っ

た
。

　

こ

れ

ら

の

倫
理
的

困
難
と

向
き

合
っ

た

多
く

の

支
援
者
や

当
事
者、

さ

ま

ざ
ま

な

立

場
の

人
々

に

よ
っ

て

実
に

豊
か

な

思
想
と

実
践

　

　
　
　

　
　
　

　戸
3）

が

導
き

だ
さ

れ

て

き

た
。

な
か

で

も
、

熊
本
近

代
文

学
館
長
の

久

野
啓
介
は

、

「

水

俣
で

は
、

｝

部
の

患
者
た

ち

を

中
心
に

、

数
年

前

か

ら

こ

れ

ま

で

の

公
害
運

動
と

は

全
く

異
質
の

新
た

な

動
き

が
起
こ

っ

て

い

た
。

…

そ
の

患
者
た
ち

が

『

人

間
の

罪
に

対
し

て
、

自
分

の

罪
に

対
し

て

祈
る

』

と

言
い

出
し

た
。

か

つ

て

告
発
の

対
象
で

あ
っ

た

チ
ッ

ソ

や

行
政
に

対
し

て

も

『

全
部
許
す
』

と

言
い

出
し

た

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　　
　ね

と
い

う
の

だ
」

「

『

本
願
の

会
』

と

名

乗
る

患

者
有
志
は

、

闘

争
と

し
て

の

水

俣
病
が

役
割
を

終
え

よ

う
と

し

て

い

る

今
こ

そ
、

『

終
わ

る
こ

と

の

で

き

な
い

水
俣
病
』

を

引
き

取
り
、

そ

の

魂
の

帰
還
を

埋

立
地
の

野

仏
の

も

と

で

図
ろ

う

と

呼
び
か

け
て

い

る
。

ま

さ

に

時

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
5）

代
の

構
造
が

つ

く
り

出
し

た

『

世
紀
末
の

苦
患
』

を

自
ら

背
負
い

な

お

す
こ

と

を

誓
い

合
っ

た
」

と

い

う
。

　
「

本
願
の

会
」

と

は
、

患

者
有
志
に

よ

っ

て
→

九
九
五

年
に

発
足
し

た

会
で
、

野
仏
を

彫
り

、

そ

れ

を

埋

立

地
に

祀
る

と
い

う
活

動

を

行
っ

て

い

る
。

自

分
の

身
代
わ

り

と

し
て

の

野
仏
を

仲
立
ち

に

し

て
、

埋

立
地
は

未
生
の

者
と

死
者
と

生

者
が

交
流

す
る

場
と

な

る
。

以
下
は

会

発
足
の

挨
拶
文
の
一

部
で

あ
る

。

　

　
「

終
わ

る

事
の

で

き

な
い

水
俣

病
」

を

引
き

と
っ

て
、

苦

海
に

沈
む

命
（

魂
）

の

叫
び

を

共
に

聞
き

、

対
話
し

、

我
が

痛
み

と

し

　

　
て

引
き

受
け

て

ゆ

く

事
こ

そ

祈
り

で

あ

り、

人
と

し

て

の

命
脈
を

保
つ

事
と

心
得
ま

す
。

さ

ら

に
、

そ

の

事
が

水
俣
の

意
味
を

次

　

　
代
に

伝
言
し

続
け

、

悲
願
で

あ
る

甦
り

へ

の

道
筋
で

あ
る

と

存
じ
ま

す
。

水

俣
の

埋
立

の

地
は

嘆
き

悲
し
み

の

魂
た

ち

が

集
う

場

〔578）　　290
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語 り え な さ に 耐え る

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
た

ま
し
い

い

し

　
　

で

あ
り

、

せ

め

て

草

木
の

な

か

に

野
仏
さ

ま

（

魂

石）

を

祠
り

、

限
り
な

く
い

つ

く
し

み
、

終
生

帰
依
の

念
を

も
っ

て

祈
り
続

　
　

け

た

く

思
い

ま

す
。

私
ど

も
は

、

事
件
史
上

の

あ
る
い

は

社
会
的
立

場
を

超
え
て

、

共
に

野

仏
さ

ま

を

仲
立
ち

と
し

て

出
会
い

た

　
　
い

、

そ

の

根
本
の

願
い

を

本
願

と

す
る

も
の

で

ご

ざ
い

ま

す
。

近

代
文
明
日
本
の

縮
図
と

し

て

の

水
俣

、

こ

の

地
よ

り

魂
の

帰
還

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
〔
6）

　
　

を
心
底
か

ら

呼
び
か

け
、

こ

こ

に

本
願
の

会

発
足
を

宣
し

、

多
く

の

皆
様
方
の

参
加
同
行
を
謹
ん

で

お

願
い

申
し

上
げ
ま

す
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
で

る

　

そ

の

後、

会
は

石

牟
礼

道
子
に

よ

る

鎮
魂
と

再
生
の

表
現

、

新
作
能

「

不
知

火
」

の

「

奉

納
す
る

会
」

の

中
核
と

な

り
、

「
『

不
知

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
8）

火
』

は

ま

さ

に

表

現
そ

の

も

の
、

祈
り

の

表
現
で

あ
り

、

そ

の

奉
納
は

『

生

命
受
難
の

記
憶
と

祈
り

の

表
現
運

動
』

で

あ

る
」

と

し
、

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
£

「

（

能
の

奉
納
は
）

歴
史
の

問
い

へ

の
、

現
代
を
生
き

る

私
達
の

応
答
」

と

表

現
し

た
。

水

俣
病
事
件
五

〇

年
を
、

行
政
に

よ

る

和
解

な
ど

で

は

な

く
、

ど

う
引
き

取
る

か
、

そ

の

応
答
と

し

て

自
ら

の

活
動
を
位

置
づ

け

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

水

俣
病
事
件
を

加
宝

呈
貝

任
の

追
及
で

は

な

く
、

ど

う
応

答
す

る

か

の

表
現

と

し

て

捉
え

て

い

る

こ

と
。

そ
し

て
、

魂、

命、

野

仏
と

い

っ

た

言
葉
に

託
さ

れ

た

こ

の

よ

う

な

思
想
と

実
践
は
、

私
自
身
水

俣
を

学
ぶ

上
で

大
い

に

示

唆
を

受
け
た

し
、

倫
理
や

社
会

・

政
治

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
10）

な

ど

の

諸
分
野
の

研

究
に

お

い

て

も

注
目
さ

れ

て

い

る
。

こ

う
し

た

思

想
と

実
践
が
い

か

に

し

て

生

起
し

た

の

か
。

こ

れ

を

理

解
す
る

た

め

に
、

会

発
起
人
の
一

人
で

あ

る

緒
方
正

人

氏
（

以
下、

敬

称
略）

の

思

想
と

実
践
を

、

「

常

世
の

舟
を

漕
ぎ
て
』

二

九
九
六

年）
、

『

チ

ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

（
二

〇
〇
一

年
）

な

ど

の

彼
の

著
作
や

そ

の

他
の

言
説
を

通
し
て

、

私
な
り

の

考
察
を

試
み

た
い

。

　

彼
は

後
に

述
べ

る

よ

う
に

、

「

宗

教
」

と

距

離
を

お

き

な

が

ら
、

独
自
の

表

現
を

行
っ

て

い

る
。

彼
に

と

っ

て

「

宗
教
」

の

意

味
す

る

何
を

拒
絶
し
な

が

ら
、

ど

う
い

う

境
域
に

お

い

て

倫
理

的
困
難
を
超

克
し

よ

う

と

し

て

い

る

か
、

そ

の

点
か

ら

「

宗
教
」

と

倫
理
の

関
係
性
の

現

代
に

お

け

る
一

例
を
示
し

た
い

。
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責
任
11
応
答
可
能
性
［

周

窃
宮

琶
霞
凶

琶

　
1
　
「

チ
ッ

ソ

は
私
で

あ
っ

た
」

　
こ

の

言
葉
を

発
し

た

の

は

被
害
者
で

あ

る

患

者
・

緒
方
正

人
で

あ
る

。

白
分
も

ま

た
一

人
の

チ
ッ

ソ

で

あ
っ

た
、

と

い

う
こ

の

言
葉

に
、

彼
が

た

ど

り
着
く

ま

で

の

過

程
は

ど

の

よ
う
な

も

の

だ
っ

た

の

か
。

　

　
言
葉
に

す
れ

ば
た
っ

た

の

三

文

字
の

水
俣
病
に

、

人
は

恐
れ

お

の

の

き
、

逃
げ

隠
れ

し
、

狂
わ

さ

れ

て

引
き

裂
か

れ
、

底
知
れ
ぬ

　

　
深
い

人

間
苦
を

味
う

こ

と

に

な
っ

た
。

そ
こ

に

は
、

加
害

者
と

被

害
者
の

み

な

ら

ず、

「

人

間
と

そ

の

社
会

総
体
の

本

質
が

あ

ま

　

　
す
と

こ

ろ

な

く

暴
露
さ

れ

た
」

と

考
え

て

い

る
。

つ

ま

り

「

人
間
と

は

何
か
」

と
い

う

存
在
の

根
本

、

そ

の

意
味
を
問
い

と

し

て

　

突
き
つ

け
て

き

た

の

で

あ
る

。

私
自
身

、

そ

の

間
い

に

打
ち

の

め

さ

れ

て

八

五

年
に

狂
っ

た

の

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

「

責
任
主

体

　

　
と

し

て

の

人

間
が

、

チ
ッ

ソ

に

も

政
治

、

行
政

、

社
会
の

ど
こ

に

も
い

な
い
」

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た
。

そ

こ

に

あ
っ

た
の

は
、

　

　
シ

ス

テ
ム

と

し

て

の

チ
ッ

ソ
、

政
治

行
政

、

社
会
に

す
ぎ
な

か

っ

た
。

そ

れ

は

更
に

転
じ

て
、

「

私
と

い

う

存
在
の

理

由、

絶
対

　

的

根
拠
の

な

さ
」

を

暴
露
し

た

の

で

あ
る

。

立

場
を

入
れ

替
え

て

み

れ

ば
、

私
も

ま

た

欲
望
の

価
値
構
造
の

中
で

同
じ

こ

と

を
し

　

　
た
の

で

は

な
い

か
、

と

い

う

か

つ

て

な
い

逆
転
の

戦
慄
に

、

私
は

奈
落
の

底
に

突
き

落
さ

れ
る

よ

う
な

衝
撃
を

覚
え
狂
っ

た
。

】

　

体
こ

の

自
分
と

は

何
者
か

。

ど
こ

か

ら

来
て

ど
こ

へ

ゆ

く
の

か
、

で

あ
る

。

そ

れ

ま

で

の
、

加
害
者
た

ち

の

責

任
を
問
う
水

俣
病

　

　
か

ら

自
ら

の

「

人
問
の

責
任
」

が

問
わ

れ

る

水

俣
病
へ

の

ど

ん

で

ん

返

し

が

起
き

た
。

そ
の

と

き

初
め

て
、

「

私
も

ま

た

も

う
一

　

入
の

チ
ッ

ソ

で

あ
っ

た
」

こ

と

を

自
ら

に

認
め

た

の

で

あ
る

。

そ

れ
は

同
時
に

、

水
俣
病
の

怨
念
か

ら

解
き

放
た

れ
た

瞬
間
で

も

　

　

　
〔
11）

　

あ
っ

た
。
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語 りえな さ に 耐え る

　

緒

方
は

不
知
火
海
の

漁

師
で

あ

る
。

一

九
五
三

年
に

芦
北
・

女

島
で

二

〇
人
き
ょ

う
だ
い

の

末
子

と

し

て

網
元

の

家
に

生
ま

れ、

彼

を

た

い

そ

う
か

わ
い

が
っ

た

父

親
を

六

歳
の

と

き

に
、

水
俣

病
で

亡

く
し

た
。

自
主

交
渉
の

グ

ル

ー
プ

で

患

者
運

動
を

積
極
的
に

行
っ

て

い

く

が
、

途
中
で

運
動
を

離
脱
し
、

認

定
申
請
を

取
り
下
げ
る

。

そ

の

後
、

独
自
の

活
動
と

表
現
を

行
っ

て

い

く
。

　

上

述
の

文

章
は
、

水

俣
病
に

よ
っ

て

極
限
の

倫
理

的
困

難
と

対
峙
し

た

結
果、

い

か

な

る

形
で

自
分
が

今
の

自
分
に

な
っ

た

か

の

「

自
分
自
身
の

説
明
」

で

あ
る

。

「

私
と
い

う
存
在
の

理

由
、

絶
対
的

根
拠
の

な

さ
」

＝

体
こ

の

自
分
と

は

何
者
か

。

ど

こ

か

ら

来
て

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
12）

ど

こ

へ

ゆ

く
の

か
」

が
、

「

認
識
の

限

界
」

の

覚
知
で

あ

る

と

す

れ

ば
、

そ
こ

で

激
し

い

「

狂
い
」

を

経
て

「

説
明
」

の

大
転
換
に

至

る
。

　
「

自

分
自
身
を

説
明
す
る
こ

と
」

と

倫
理

の

関
係
性
を

考
察
す

る

バ

ト
ラ

ー

に

よ

れ

ば
、

倫
理

的
に
一

貫
し

た

透
明
な

自
己

、

一

貫

し

た

説
明
が

可

能
な

自
己

で

あ
る

と

私
た

ち

は

自
ら

を
想

像
し

が

ち

で

あ
る

が
、

実
際
は

そ

う
で

な
い

。

な
ぜ

な

ら
、

私
た

ち

は

「

私

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
13）

自
身
に

対
し

て

常
に

遅
す

ぎ
る

仕
方
で

到
来
す
る
」

が

ゆ

え

に
、

自
分
が

い

か

に

し

て

存
在
し

て

い

る

の

か

そ

の

出
現

の

条
件
を
知
ら

な
い

か

ら
で

あ

る
。

そ

の

た

め
、

私
た

ち

は
、

自
分
を
超
え

る

何
か

を
、

そ

も

そ

も

存
在
の

条

件
に

お

い

て

含
み

込

ん
で

い

る

と

い

え

る
。

　

緒
方
が

ぶ
つ

か

っ

た

「

認

識
の

限
界
」

を

超
え

る

も

の
、

自
分
を

超
え

る

何
か

を

こ

こ

で

は
、

「

語
り

え

な

い

も

の
」

と

呼
ん

で

お

こ

う
。

そ

れ

を

模
索
し

、

表

現
し

て

い

く
過

程
に

お

い

て

生

ま

れ

た
一

つ

が
、

「

私
も

ま

た
一

人
の

チ
ッ

ソ

で

あ
っ

た
」

と
い

う
言

葉

で

あ
ろ

う
。

そ

の

過
程
は

い

か

な

る

も
の

だ
っ

た

の

か
。

　
2
　
責
任
・

主
体

・

倫
理

　

緒
方
が

そ

も
そ

も

狂
い

に

至
っ

た

の

は
、

「

責
任
」

を
め

ぐ
っ

て

で

あ
る

。

「

私
は

運
動
の

中
で

そ

う
い

う
責
任
と

い

う

も
の

を
追
っ

293 （581冫
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か

け

て
、

チ
ッ

ソ

や

国
や

熊

本
県
に

押
し

掛
け
て

い

く

わ

け

で

す
け

ど

も
、

そ

う
い

う
制

度
の

顔
し
か

見
せ

て

く

れ

な
い

。

対
応
し

な

い
。

県
知
事
だ

と

か

部
長
だ

と

か

課

長
だ
と

か
、

チ
ッ

ソ

に

行
っ

て

も
、

役
所
に

行
っ

て

も
そ

う
だ
っ

た

で

す
。

人

間
に

会
い

た

か

っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　（
14）

た

と
い

う
こ

と

に
、

ま

あ
、

十
年
前
に

気
づ

く
こ

と

に

な

り

ま

し

た
」

。

水

俣
病

事
件
の

責

任
の

追
及

を

行
っ

て

い

た
が

、

ど

こ

ま

で

い

っ

て

も

応
答
し

て

く

れ

る

責
任
主
体
が
み

え

な
い

。

　

　

い

ろ

ん

な

所
に

行

動
を

起
こ

し

て

い

く

闘
い

の

中
で

、

そ

の

問
い

を

受
け

て

く
れ

る

相
手
が
い

つ

も
コ

ロ

コ

ロ

入
れ

替
わ
っ

て
、

　

　

相
手
の

主

体
が

見
え

な
い

わ

け
で

す
。

そ

し

て

投
げ
か

け

た

も

の

を

受
け

取
っ

て

く

れ

る

相
手
が
い

な
い

も
ん

だ

か

ら
、

逆
に

自

　

　

分
の

所
に

跳
ね

返
っ

て

き

て

し

ま
う

。

跳
ね

返
っ

て

き

た

も

の

が
、

た

く
さ

ん

た

く

さ

ん

溜
ま
っ

て

き
て

、

そ

の

問
い

に

自
分
が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
｛
15）

　

　

押
し
つ

ぶ

さ

れ

ん

ば

か

り

に

狂
っ

て

し

ま

っ

た

わ

け

で

す
。

「

お

前
は
ど

う
な

ん

だ
」

と

問
わ

れ

た

ん

だ
ろ

う
と

思
い

ま

す
。

　

応
答
し

な

い

「

責
任
」

へ

の

問
い

が

自
問
と

な
り

、

狂
い

に

至
り

、

自
分
の

中
に

チ
ッ

ソ

を

見
い

だ

す
。

こ

の

過
程
は

、

注
意
深
く

読
む

と
、

そ

の

ま

ま

で

は

理

解
し
が

た

い

跳
躍
が

あ
る

。

加
害
責
任
を

問
い

つ

づ

け
た

緒
方
に

と

っ

て
、

責
任
主
体
と

し
て

誰
も

応

答

し
な

い

状
況

は
、

責
任
そ

の

も
の

の

意
味
が

宙
づ

り

に

さ

れ

て

い

る

状
況
で

あ
る

。

そ

の

責

任
の

意
味
を

自
分
で

背
負
う
と

い

う
転
換

は
、

行
為
の

結
果
に

因
果
関
係
と

し
て

の

責
任
を

と

る

と
い

う
一

般
的
な

意
味
で

の

「

責
任
」

で

は
な
い

。

　

な

に

ゆ

え

加
害
者
で

は

な

く
、

被
害

者
が

責
任
を

負
う
の

か
。

そ

の

跳

躍
を

読
み

解
く
た

め

に
、

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

「

責

任
は
、

迫

害

す
る

者
に

で

は

な

く
迫
害
を

受
け
る

も

の

に

生
じ

る
」

と

い

う

責
任
ー

主

体
論
を
こ

の

事
例
に

引
き
つ

け

て
、

以

下
の

よ

う
に

理

解
し

て

考
察
し

て

み

よ

う
。

　
レ

ヴ
ィ

ナ

ス

が

閊
題
に

す
る

「

責
任
」

は
、

主

体
の

生

成
条
件
と

し

て

の

「

責
任
」

で

あ

る
。

主
体
の

生
成
に

遅
れ

て

く

る

私
た

ち

に

と
っ

て
、

生
成
の

条
件
と

は
、

存
在
に

先
立

つ

「

存
在
の

外

部
」

に

あ

る
。

そ

の

外
部
か

ら

強
迫
し
て

く
る

も
の

に

応

答
す

る
こ

と

（582） 294
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語 りえな さ に 耐 え る

が

主

体
生

成
の

条
件
で

あ
る

。

し

か

し

な
が

ら
、

強
迫
し

て

く

る

も

の

は
、

知
に

還
元
で

き

な
い

主
題

化
不
能
な

外

部
性
で

あ

る

た

め
、

フ

ー
コ

ー

の

よ

う
に

呼
び
か

け
に

応
え

る

と

い

う

形
で

の

主
体
生
成
と

い

う

よ

り
、

選
択
の

余
地
な

く

た

だ
感
受
す
る
、

そ

の

徹

底
し

た

受
動
性

、

そ

の

傷
つ

き

や

す
さ

が

主

体
生
成
の

場
で

あ

る
。

こ

の

受
難
と

も
い

う
べ

き
一

方

的
な

「

迫
害
」

に

応
答
す

る
11

責

任
を

負
う
こ

と

に

よ
っ

て
、

外
部
性
す
な

わ

ち

他
者
の

「

身
代
わ

り
」

と

し

て

の

主

体
形
成
が

な

さ

れ

る
。

他
者
の

身
代
わ

り
と

は
、

「

他
人
の

場
に

自
己

を

置
く
こ

と
」

と

い

っ

た

心
理
学
的

出
来
事
で

は

な

く
、

主
体
の

生

起
す
る

条
件
に

お

い

て
、

主
体
に

す
で

に

他

者
が

占
め

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り、

主
体
は

、

前
存
在
論
的
に

他
者
に

関
係
づ

け
ら
れ

て

い

る

と

い

え

る
。

そ

し
て

、

存
在
の

外
部
か

ら

の

迫

害
を

私
が

引
き

受
け

る

と
い

う
こ

と
、

他
な

ら
ぬ

私
が

引
き

受
け

た

と
い

う

特
性
が
、

私
を

存
在
一

般
か

ら
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

（
16）

か

け

が

え

の

な
い

代
替
不
可
能
な
一

者
に

す

る

の

で

あ
る

。

　

緒
方
に

お

い

て
、

加
害
者
の

責

任
追

及
を

し

て

い

た

と

き

は
、

被
害
者
（

原
告

・

患

者
）

と

し

て

の

主
体
で

揺
ら

ぐ
こ

と

は

な

か
っ

た
。

し

か

し
、

一

般
的
な

意
味
で

の

「

責
任
」

が

宙
づ

り
に

な
っ

て

い

る

状
態
で

「

押
し
つ

ぶ

さ

れ

ん

ば

か

り

の

問
い
」

に

迫
ら

れ

た

こ

と

は
、

彼
に

と
っ

て

主

題
化
不
能
な

強
迫
を

感
受
し

た

と
い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ

れ
を
水

俣
病
事
件
だ

と

す
れ

ば
、

そ

の

迫
害
に

応

答
す

る
N

責
任
を

引
き

受
け

る
こ

と

が
、

彼
に

と
っ

て
、

被
害

者
と

し

て

で

は

な
い

、

新
た
な

主

体
を

生

成
さ
せ

た
と

言
え

る

の

で

は
な

い

か
。

　

緒
方
が

「

狂
い
」

の

間
に

幻
視
し

た

と
い

う
「

鬼
が

島
」

で

発
し

た
こ

と

ば
は

示

唆
的
で

あ
る

、

緒
方
は

チ
ッ

ソ

に

乗
り

込

ん

で

い

っ

た

先
に

人

間
を

喰
ら
っ

て

い

る

鬼
た

ち

を

見
る

。

そ
こ

で

追
い

か

け
て

き

た

鬼
た

ち

に

対
し
て

、

そ

れ

ま
で

声
を
失
っ

て

い

た

は

ず

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　（
17〕

の

緒
方
が

発
す
る

こ

と

ば

は

「

お

ら
、

人

問
ぞ

！
」

で

あ
る

。

「

い

ま

ま

で

は

『

緒
方
正

人
』

と

か

『

患

者
』

と

か

『

患
者
家
族
』

と

か

『

被
告
」

と
か

『

原
告
』

と

か
、

そ

ん

な

ん

で

通
用
し
て

い

た

わ

け

で

す
よ

。

し
か

し

そ

れ

じ
ゃ

あ
通
用
し

な
い

と
こ

ろ
へ

ぶ

ち

あ

295　　（583）
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箆）

た
っ

て

し

も

う
た
」

。

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

躑

　
「

人

間
」

を

喰
ら

う
「

鬼
」

が
、

緒
方
に

強
迫

し
て

く
る

主

題
化
不

能
な

水

俣
病
事

件
だ

と

す

れ

ば
、

そ

の

強
迫

す
る

「

鬼
」

に

天
間
L

と

し
て

緒
方
が

応
え

た
こ

と
・

こ
7

」

で
・

緒
方
に

お

い

て

加
害

／

馨
の

裂
超

〉

禿

天
間
L

と

し
て

の

主

体
が

生
起
し

醐

た
と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

そ

れ
は

必
然
的
に
、

「

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
」

を

含
み

込

む

主

体
だ
っ

た

と
い

え

る
。

そ

し

て
、

そ
の

主

体
は

、

問
い

に

応
え

る

責
任
を
引
き

受
け

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

後
に

言
及

す

る

が
、

患

者
一

般
や

被
害
者
】

般
で

は

な
い
一

者
た

る

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
19）

主

体
と

な

り
、

水
俣
病
一

般
も

、

緒
方

自
身
の

代
替

不
可
能
な

「

固
有
の

水
俣

病
」

と
い

う

言
葉
で

表
現
さ

れ

る
よ

う
に

な

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
20）

　
「

本
来

、

責

任
と

い

う

の

は

痛
み

の

共

有
だ
と

思
う

ん

で

す
」

。

責
任
と

は

何
か

、

と

問
い

続
け

る

緒
方

の

こ

の

言
葉
は

、

受
難
の

耐

え

難
さ

を

共
通
の

痛
み

と

し

て

受
け

取
る

こ

と

が

責

任
で

あ
り

、

そ

れ

こ

そ

が
、

前
存
在
論
的
に

関
係
づ

け

ら

れ
て

い

る

他
者
と

の

関

係
11

倫
理
の

表

現
だ

と
い

う
こ

と

だ

ろ

う
。

「

責
任
が

と

れ

る

と
い

う
幻

想
か

ら

自
由
に

、

い

わ
ば

責
任
が

と

れ

な

い

と
い

う
現

実
に

向
き

合
っ

て

生
き

る
。

罪
に

向
き

合
っ

て

生
き

る
。

責
任
が

と

れ

な
い

と
い

う
こ

と

の

痛
み

に

う

た

れ
て

生
き

る
。

こ

う

し

た

生
き

方

と

関
係
の

な

い

と

こ

ろ

で

い

く
ら

謝
罪
や
反

省
の

こ

と

ば
を

重
ね

、

補
償
と

か

救

済
と

か

の

手
を

う
っ

た

と

し

て

も
、

そ

れ
は

空
し

（
21）い

」

。

　
こ

こ

に

至
っ

て
、

緒

方
の

「

責
任
」

は
、

行

為
の

因
果
関

係
に

よ

る

責
任
で

は

な

く
、

「

果
た

さ

れ

れ

ば

果
た

さ

れ

る

ほ

ど

増
大
し

　

　〔
22〕

て

ゆ

く
」

と

い

う
レ

ヴ

ィ

ナ

ス

の

肯
定
的
な

「

責
任
」

の

地

平
へ

と

連
な

る
。

こ

の

よ

う
に
、

緒
方
に

お

け

る

新
た

な

「

責
任

ー
主

体
」

の

位

相
が

、

「

被

害
者
が

責
任
を

負
う
」

と
い

う

跳
躍
を
可

能
に

し

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

緒
方
の

「

認
識
の

限
界
」

を

超
え
た
、

主

題
化
不
能
な

水

俣
病
事

件
の

感
受
に

よ
っ

て

果
た
さ

れ

た
と

い

え

る
。

　
こ

う

し

て
、

責
任
ー

主
体
の

関
係
を

通
し
て

、

、

自
分
自

身
の

説
明
」

が

転
換
し

た
。

「

『

私
』

は
、

倫
理

的

規
範
や
、

葛
藤
を

孕
ん

N 工工
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語 り え な さ に耐 え る

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
23）

だ

諸
々

の

道
徳
的
枠
組
み

と

い

う

支
配
的
基

盤
か

ら

独
立
し

て

い

る

わ

け

で

は

な
い
」

ゆ

え

に
、

自
分
自
身
の

説
明
の

転
換
は

、

支
配

的
基

盤
へ

の

批
判
を

含
む

倫
理
的

熟
慮
の

表
れ

と

な

る
。

そ

れ
は

点
に

彼
を

連
れ

出
し
、

別
の

境
域
へ

導
こ

う
と

し
て

い

る
。

二

　
命

、

魂

、

「

村
共
同

体
の

倫
理
」

と

近

代
社

会
の

倫
理

な

ど

が

交

錯
す
る

地

　
「

一

体
こ

の

自
分
と

は

何
者
か

。

ど
こ

か

ら
来
て

ど
こ

へ

ゆ

く
の

か
」

。

こ

れ

は

自
ら
の

存
在
の

条
件
を

問
う

問
い

で

あ
る

。

そ

の

語

り
え

な
い

存
在
の

条
件
を
、

私
た

ち

は

例
え

ば
、

「

輪
廻
」

や

「

贖
罪
」

な
ど

の

宗
教
的
言
説
に

求
め

た

り
、

不

可

知

と

し

て

問
い

を

や

め

た

り

す
る

。

　

緒
方
は

、

そ

の

答
え

の

ヒ

ン

ト

と

し

て
、

水

俣
病

事
件
に

お

け

る

特
徴
的
な

三

点
を
あ

げ

る
。

第
一

に

患

者
た

ち

は
、

「

伝

染
病
」

と

か

い

わ

れ

な

が

ら

も
魚
を

食
べ

る

の

を

や
め

な

か
っ

た

こ

と
、

第
二

に

胎
児

性
患

者
が

生

ま

れ
て

も
、

第
二

子
、

三

子
と

生
み

続
け

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
（
24）

た

こ

と
、

第
三

に

チ
ッ

ソ

に

い

く

ら

殺
さ

れ

て

も
、

こ

ち

ら

か

ら

は
一

人
も
殺
さ

な

か
っ

た

こ

と
、

で

あ

る
。

こ

れ

は
、

ど

う
い

う
こ

と

だ

ろ

う
。

第
一

の

点
で

、

魚
を

食
べ

続
け
た
と

い

う
こ

と

は
、

チ
ッ

ソ

を
憎
ん
で

も

魚
や

海
を

憎
ま

な
か

っ

た
、

命
の

連

関
を

絶
た

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

第
二

に
、

こ

れ

も

生
ま

れ

て

く
る

命
を

選
ば

な
か

っ

た
、

ど

の

命
も
抱
き

し

め

て

き

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

第
三

に

殺
生

を
し

な
か

っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

つ

ま

り
、

こ

れ

ら
か

ら
、

患

者
た

ち

の

方
が

「

命
へ

の

向
か

い

方
が

よ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
25）

り

本
源
的
と

い

い

ま

す
か

、

根
源

的
と
い

い

ま
す
か

、

人
間
的
だ
っ

た

ん

だ
ろ

う
と

思
う
わ

け

で

す
」

。

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
26）

　

水

俣
病
事

件
の

問
い

の

核
心
と

は
、

つ

ま

り
、

「

命
の

尊
さ

、

命
の

連
な

る

世
界
に
一

緒
に

生
き

て

い

こ

う
と

い

う

呼
び
か

け
」

だ

っ

た

の

だ

と

緒
方
は
い

う
。

緒
方
は

、

狂
い

の

最
中
に

、

草
木
や
カ
ニ

や
エ

ビ

た

ち

と

話
し

、

心

を

通
わ
せ

る
。

そ

れ

ゆ

え、

食
事
も

297 （585）
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涙
を

流
し

な
が

ら

と

る
。

心
を

通
わ
せ

る

生
き

物
の

命
を
も

ら
っ

て

生
き

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

実
感
す
る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
嬲

に
、

自
然
の

命
と

自
己

と

の

つ

な

が

り

を

身
体
で

感
じ

る
一

方
で
、

死

者
た

ち

と

の

つ

な

が

り

も

感
じ

る
。

；
な

が

り

と
い

う
こ

と

で

蕃
教
え

ら

れ
た

の

は
・

や

は

り
・

死

者
と

募
が
つ

な
が

・

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

す
・

程
に

お

鵬

い

て

は

み

ん

な
死

者
と

は

切
り

離
さ

れ

て
い

る

と

思
っ

て

る
。

で

も
、

本
当
は

そ

う
で

は

な

く

て

魂
は
つ

な

が
っ

て

い

る
。

俺
の

ま

わ

り
に

は
い

つ

も
彼
ら

が

お

っ

た

で

す
か

ら

ね
。

も

ち

ろ

ん
、

も

の

の

存
在
と

し

て
お

っ

た

と
い

う
こ

と

で
は

な
い

け

れ

ど
、

心
は

た

し

　
　

　

　
　

　

　
〔
27）
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

へ
28V

か

に

通
い

あ
っ

て

い

た
」

。

幻
視
し

た

鬼
が

島
で
、

緒
方
を

助
け

て

く
れ
た

の

も
、

「

親
父

や

亡

く

な
っ

た
村
の

人

た

ち
」

だ
っ

た
。

　
こ

こ

で

看
て

取
れ

る

の

は
、

語
り

え

な
い

自
分
の

存
在
の

条
件
を

探
る

手
が

か

り

に

し

て

い

る

の

が
、

「

命
」

へ

の

つ

な
が

り
、

あ

る
い

は

「

魂
」

と
い

う
言
葉
な
の

で

あ
る

。

緒

方
に

よ

れ

ば
、

「

魂
と

は

生

命
の

記
憶、

命
の

記
憶
の

こ

と
」

で

あ
り

、

「

今
魂
が

記
憶

喪
失
の

状
態
な

ん

で

す

ね
。

…

魂
が

甦
る

た

め

に

は
、

や

は

り
母
な

る

世
界
と

交
信
す
る

、

対
話
す
る

、

交

感
す

る
こ

と

が
必
要
」

と

　（
29V

い

う
。

そ

こ

で

は
、

草
木
や

魚
、

さ

ら
に

は

死

者
と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン
、

つ

ま

り
、

言
語
を

介
し
て

は

語
り

え

な
い

も
の

と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

前
提
と

な
っ

て
、

自
分
の

存

在
の

条
件
を

説
明
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

三

　
宗
教
と

倫
理

　
1
　

語
り

え
な

さ
を
探
る

手
が
か

り

　
こ

れ
ま

で

考
察
し

て

き

た

「

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
」

と
い

う

逆
転
と
、

「

命
、

魂
」

と

の

つ

な

が

り

と

は
、

倫
理
的

困
難
に

お

け

る

「

語
り

え
な
い

も

の
」

の

模
索
に

よ

っ

て

つ

き

あ
た
っ

た

言
葉
で

あ
る

。

　
ま

ず
、

「

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
」

と

い

う
こ

と

は
、

そ

れ
を

含
み

込
む

人

間
と

し

て

の

責
任
主

体
の

白
覚
に

至
っ

た

と

い

う
こ

と

N 工工
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語 りえな さ に耐 え る

で

あ
る

、

一

方
の
、

「

命、

魂
」

と

の

つ

な

が

り
を

実
感

す
る

と
い

う
こ

と

は
、

私
の

存

在
の

条
件

、

私
を

超
え

た

何
も

の

か
、

語
り

え

な
い

何
も

の

か

に
、

こ

れ

ら

の

語
彙
を
あ
て

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

自
然
や

死
者
と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー
シ

ョ

ン

を

通
し

た
つ

な

が

り
に

宗
教
的
要
素
を

見
い

だ

す
こ

と

は

可

能
で

あ

る

し
、

「

本
願
の

会
」

と

い

う

語
彙
そ

の

も

の

に

も

示

さ

れ
る

よ

う
に

、

き

わ

め

て

宗
教

的
要
素
が

強
く

感
じ

ら

れ

る

会
で

は

あ
る

。

ま

た
、

そ

も

そ

も
の

「

狂
い
」

の

経
験
自
体

、

彼
の

語
り

を
聞
き

構
成
し

た

辻

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
〔
30）

信
一

は

北
米
イ
ン

デ

ィ

ア
ン

の

「

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

・

ク
エ

ス

ト
」

に

た

と

え
、

彼
を
現

代
の

シ

ャ

ー
マ

ン

と

見

う
る

可
能
性
も

語
る

。

　
こ

の
よ

う

に
、

彼
の

言

説
は
、

一

見、

宗
教

的
で

あ

り、

ま
た
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

と

連
動
し

て

い

る
よ

う
に

も

思
え

る
。

超
越

的
な

（

あ
る
い

は

自
己
内

在
的
な
）

存
在
や

力
と

の

つ

な

が

り
に

よ
っ

て
、

自
己
変

容
を
も

た

ら

す

体
験
や

意
識、

感
覚
を
ス

ピ

リ

チ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　〔
31）

ユ

ア

リ
テ
ィ

の

機
能
的
定

義
と

す
る

な

ら

ば
、

緒
方
の

思
想
を
そ

の

流
れ

で

位
置
づ

け

て

み

る
こ

と

も
可
能
で

あ
ろ

う
。

し
か

し

な
が

ら
、

本
稿
で

は

彼
（

ら
）

に

お

け

る

「

宗
教
」

へ

の

態
度
か

ら
、

彼
ら
に

よ
っ

て

「

宗
教
」

と

は

異
な

る

と

さ

れ
る

境
域
を

考
察
す

る
に

と

ど

め

た
い

。

以

下
、

緒
方
の

宗
教

的
背
景
や

宗
教
観

、

狂
い

へ

の

言

及
を

み

て

い

く
。

　
2

「

宗
教
」

へ

の

態
度

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
〔
32）

　

彼
の

住
む

地
域
五

十
六

〜
五

十
七

世
帯
に

は
、

漁
師
村
だ
か

ら

恵
比

寿
さ

ん

は

多
い

が
、

神

社
も

な
い

し

お

堂
と
か

お

宮
も

な
い

。

　
　
こ

の

辺
は

西

本
願
寺
系
が

多
い

ん

で

す

が
、

住
民
の

方
で

は
こ

れ
を

葬
式
仏
教
と

割
り
切
っ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

死
ん

だ

時
か

ら

　
　

し

か

世
話
に

な
ら
ん

も

の

だ

と
。

一

方
、

寺
の

方
で

も
生
き

て

病
ん

で
い

る

者
に

は

何
ひ

と

つ

し

な
い

。

四

〇
年
間、

水
俣
病
に

　
　
つ

い

て

知
ら

ん

顔
で

と

お

し

て

き

た

ん

だ

か

ら

す
ご
い

。

そ

れ

で

も

住
民

は

逆
ら
い

は

し

な

い
。

以

前
は

特
に

寺
を

大
事
に

し

と

　
　
っ

た

そ

う
で

す
。

し

か

し
、

じ
ゃ

あ
そ
こ

に

信
を

置
い

て
い

る

か

と

い

う

と
、

そ

う

で

は

な

い
。

子

ど

も
が
い

や

い

や

授
業
を

聞

　
　
い

て

る

よ

う
な
も
ん

で

し
ょ

う
か

。

仏

教
の

他
に

エ

ビ

ス

さ

ん

や

山
の

神
さ

ん

が

あ
っ

て
、

日

常
生
活

で
は

こ

ち

ら

の

方
が

ず
っ

299 （587）
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（
33）

　

　

と

大

事
で

す
。

そ

し
て

、

い

ろ

ん

な

も

の

が

積
も

り
重
な
っ

て

で

き

た

層
の
一

番
下
に
、

ち
ゃ

ん

と

魂
を

置
い

て

い

る
。

　

こ

こ

に

あ
る

よ

う

に
、

仏
教
は

あ
る

が

日

常
生

活
に

密
着
し

て

い

る

の

は

「

エ

ビ

ス

さ

ん
」

や

「

山
の

神
さ

ん
」

、

ま

た

「

ふ

な
だ

ま

さ

ん
」

で

あ
り

、

根
底
に

は

「

魂
」

が

置
い

て

あ
る

。

自
然
の

中
で

ア
ニ

ミ

ズ
ム

的
な

宗
教
観
が

そ

こ

に

は

見
い

だ

さ

れ

る
。

エ

ビ

ス

さ

ん

に

は

必
ず
毎
日

焼
酎
を

あ
げ
る

し
、

魚
を

獲
ら

せ

て

く
だ

さ
い

と

い

う

祈
り

の

気
持
ち

を

表
現
す
る

の

も
、

た

だ

「

エ

ビ

ス

さ

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
34）

ん
」

と

言
え

ば

心
が

落
ち

着
く

。

舟
の

魂
で

あ

る

「

ふ

な
だ

ま

さ

ん
」

に

は

怪
我
を
し

な
い

よ

う

に

と

祈
る

。

　

既

成
の

宗
教
に

対
し
て

は
、

か

な

り

辛
辣
で

あ

る
。

「

寺
の

方
で

も

生
き

て

病
ん

で

い

る

者
に

は

何
ひ

と

つ

し

な
い

。

四

〇
年
聞

、

水

俣
病
に

つ

い

て

知
ら

ん

顔
で

と

お

し

て

き

た

ん

だ

か

ら

す
ご

い
」

と

言
い

、

同
じ

「

本
願
の

会
」

メ

ン

バ

ー
で

あ
る

石

牟
礼
道

子

は
、

一

九
七
】

年
の

チ
ッ

ソ

株
主

総
会
参
加
に

お

け
る

患

者
た

ち

の

巡
礼
姿
に

言
及
し
て

「

信
仰
の

形
は

、

で

す
か

ら

何
で

も

よ
い

わ

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
（
35）

け
で

、

今
日

、

教
義
的
に

あ
の

よ

う
な

ひ

と

た

ち

を

済
度
し

う
る

既
成
宗
教
な

ど

は

な
ん

に

も

な
い

の

で

す
か

ら
」

と

書
い

て

い

た
。

　

ま

た
、

緒
方
は

「

本
願
の

会
」

に

つ

い

て

「

私
た

ち

は

決
し

て

宗
教

団
体
を
つ

く
ろ

う
と

し
て

い

る

の

で

も
な
い

し
、

い

わ

ゆ

る

組

織
仏
教
的
な

も
の

で

は

な
い
」

「

『

私
た

ち

は

絶
対
に

宗

教
教
団
組
織
を
つ

く
っ

て

は

な

ら

な
い

。

も
し

そ

ん

な
こ

と

を

や

る
ん

だ
っ

た

ら
お

れ

は

最
初
に

ぶ

っ

壊
す

』

…

『

八

代
の

麻
原

彰
晃
が

南
下
し

て

水
俣
に

出
て

来
た
』

な

ん

て

言
わ

れ

た

ら

た

ま

ん

な
い

か

ら
（
笑

い
）
」

と

い

う

よ

う
に

、

既

成
宗
教
と
→

線
を

画
し

て

い

る
。

と

は

い

え
、

「

私
の

中
に

仏
教
的
な

感
覚
が

あ

る

こ

と

も

確
か

で

す
。

し

か

し

狂
う

前
は

ま
っ

た

く

逆
で
、

こ

の

世
に

神
も
仏
も

い

る

も

の

か
、

と

思
っ

て
い

た

ん

で

す

か

ら
。

そ

れ
が

逆
転
し

て
、

命
の

営
み

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
36V

と

い

う

大

自
然、

そ

の

世
界
に

存
在
し

て

い

る
と

い

う

自
覚
が

信
仰
的
な

気
持
ち
に

な
っ

て

い

る

ん

で

す

ね
」

。

　

ま

た
、

緒
方
は

あ

く
ま
で

「

個
」

に

こ

だ
わ

る
。

「

水

俣
病
事
件
の

責
任
が

、

非
常
に

あ
い

ま

い

な

ま

ま

処
理
さ

れ

よ

う
と

し

て

い

る

動
き

の

中
で

、

患

者
そ

れ

ぞ

れ

に

と
っ

て

も
、

ど
こ

か

で
一

度
、

一

人

の

人
間
と

し

て

の

『

個
』

に

帰
る

と

い

う
こ

と

が

今
、

必
要

（588） 300
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語 りえな さ に耐 え る

な

気
が

し

ま

す
。

あ
る

意

味
で

組

織
化
さ

れ

て

き

た

患

者
が

、

そ

の

組
織
の

中
の

、

た

と

え

ば
『

原
告

番
号
何

番
さ

ん
』

『

原
告

代
表

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
へ
37）

誰
々

以

下
何
名
』

と

い

う
の

で

は

な

く
て

、

『

個
』

に

帰
る

と
い

う
こ

と

が
一

番
大
事
な

の

で

は

な
い

か
」

。

　

そ

の

「

個
」

と

は

な

に

か
。

栗
原
彬
と

の

対
談
に

お

い

て
、

個
人
の

権
利
や

結
果

責
任
に

つ

な
が

る
よ

う

な
「

個
」

で

は

な
い

、

と

す

る
。

そ

う
で

は

な

く
て

、

自
分
と

は

何
か

を
つ

き
つ

め

て

い

っ

た

先
の

魂、

存
在
と

の

関
係
性
で

あ
る

総
体
と

し

て

の

普
遍
的
な

人

　

　

　
　（
38）

問
、

と
い

う
。

個
に

な

る
こ

と

を

主

張
す
る

と

同
時
に

、

多
数
で

あ
る

こ

と

を

拒

否
す

る
。

「

多
数
者
に

な

ろ

う

と

は

思
わ

な
い

で

す

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
39）

ね
。

だ
い

た
い

多
数
に

な
る
と

き

は

変
質
し

て
、

ろ

く

な

も
の

に

な
っ

て

な
い

か

ら
」

。

と
い

う
の

は
、

緒
方
に

と

っ

て
、

多
数
に

よ

る

社
会
変

革
は

「

救
い
」

と

は

捉
え

ら

れ

な
い

か

ら

で

あ
る

。

　

　

救
い

と
い

う

の

を

社
会
を

変
革
す

る
こ

と

と

い

う
ふ

う
に

考
え
な
い

方
が
い

い
。

俺
が

多
数
と
い

う
こ

と

に

関
心
が

な

い

の

は

そ

　

　

の

せ

い

で

す
。

「

人
」

が

救
わ

れ

れ
ば
そ

れ

で

よ

か

で

す

た

い
、

俺
は

。

社

会
変
革
と

か

多
数
と

か
へ

向
か

う
と

、

コ

ン

ト
ロ

ー

　

　

ル

し

よ

う
と
い

う
意
志
が

働
く
。

ひ

と

り
で

も

救
わ

れ

れ
ば
い

い

と

い

う

気
持
ち

に

徹
す

る
こ

と

だ
。

そ

し

て

ほ

ん

の

ひ

と

り
と

　

　

で

も

出
会
え

た

ら
い

い

と
い

う
思
い

が
、

俺
を
コ

ン

ト
ロ

ー
ル

と

は

逆
の

方
向
へ

と

運
ん

で

く

れ

る

だ

ろ

う
。

…

ひ

と

り

ひ

と

り

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
10）

　

　

に

出
会
う
　

結
局
こ

れ
し

か

な
い

ん

で

す
。

　

こ

の

よ

う
に

、

緒

方
に

お
い

て

は
、

多
数
で

あ

る

こ

と

を

拒
否
し
、

既
成
の

も
の

に

委
ね

る

こ

と

を

拒
否

し
、

個
と

し

て

問
い

に

向

き

合
い
、

一

人
一

人
に

向
き

合
う
こ

と

を
貫
く

こ

と
。

そ
れ

に

よ
っ

て
、

魂
や

命
の

回
帰
す
る

場
所
へ

つ

な
が
っ

て

い

く
、

と
い

う
思

想
が

看
取
で

き

よ

う
。

　

3

「

狂
い
」

と

「

悟
り

」

　

緒

方
が
三

ヶ

月
の

狂
い

の

最
中
で

経
験
し

た

も

の

は
、

彼
の

語
り

を

聞
き
、

構
成
し
た

辻
信
一

に

よ

れ
ば

「

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

・

ク
エ

ス
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ト
」

に

例
え

ら

れ

る
。

そ

れ

は
、

北

米
の

イ
ン

デ

ィ

ア
ン

の

伝
統
社
会
に

見
ら

れ

る

も

の

で
、

若
者
が

成
年
す
る

に

あ

た
っ

て
、

何
日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヴ

ィ

ジ
ョ

ン

も

ひ

と

り

で

荒
野
を

さ

ま

よ
っ

て

さ

ま

ざ

ま

な

試
練
を

く
ぐ
り

抜
け

、

疲
労
と

空
腹
の

極
地
で

白
日

夢
を
得
て
、

以
後

、

そ

の

ヴ
ィ

ジ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
リ

ョ

ン

に

導
か

れ

て

自
分
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

を

確
立

し

て

ゆ

く
と

い

わ

れ

る

と

い

う
も

の

だ
。

　
「

あ
ま

り
に

も

見
事
に

過

去
の

物
事
の

展
開
が

つ

な

が
っ

て

い

る

の

が

見
え

る
。

だ

け
ど

、

先
の

こ

と

は

わ

か

ら

ん

で

す
。

抜
け
道

が

見
え
な
い

。

も

う

抜
け
た
と

だ
ろ

う

と

途

中
で

何
遍
も

思
う
け

ど
、

抜
け

て

な
い

。

ま

だ
問
い

が

襲
っ

て

く

る
ん

で

す
。

そ

れ

ら
の

問
い

を

解
く
た

め

の

ヒ

ン

ト
が

も
の

す

ご
い

勢
い

で

俺
の

中
へ

入
っ

て

く
る

。

…

そ

れ
は

ま
る

で

し

り

と

り

歌
み
た

い

な

感
じ

で
、

色

か

ら

連
想
さ

れ

て

結
び
つ

く
こ

と

も

あ

れ

ば
、

形
や

音
か

ら

連
想
さ

れ

る

こ

と

も

あ

る
。

瞬
間
ご

と

に

い

わ

ば
小
さ

な

破
片
が

と

び
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　ハ
む　

ん
で

き

て
、

そ

れ

ら
が
パ

ズ
ル

の

よ

う
に

は

ま
っ

て
い

く
」

。

そ

の

読
み

解
き

の

最
中
に

、

先
に

述
べ

た

鬼
が

島
で

鬼
に

遭
っ

た

り
、

近

代
社
会
の

所
産
の
一

つ

で

あ

る

テ
レ

ビ

を

壊
し

た

り
、

信
号
機
に

嫌
悪
を
覚
え

た

り
、

心
配
し

た

友
人

た

ち
に

病
院
へ

連
れ

て

い

か

れ
た

り
。

そ

れ

が

峠
を

越
え

た

と

感
じ

て

か

ら
、

抜
け
る
と

き

は

あ
っ

さ

り
し

て

い

た
よ

う
で

、

短
い

睡
眠
の

あ

と

「

う

た

た

寝
の

、

開
眼

す
れ

ば
、

現
実
な

り
」

と
い

う

妙
な
五

七
五

み

た
い

な

文

句
が

入
っ

て

き

て
、

体
が

軽
く
な

り
、

現

実
に

か

え
っ

て

き

た

と

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
43）

う
。

そ
の

後
、

い

つ

も
は

じ

ま

る

問
い

が

は

じ

ま

ら

ず
、

や
っ

と

解
き

放
た

れ

た

と

感
じ

た
。

　

　

と

同
時
に

、

ほ

と

ん

ど

永
遠
と

も

感
じ

ら
れ

た

あ
の

狂
い

の

時
間
の

中
で

見
せ

ら
れ
た

も
の

の

総
量
を

思
っ

て
、

俺
は

呆
然
と

す

　

　

る

し

か

な
か
っ

た
。

ど

う
言
う
ん

で

し
ょ

う
。

人

類
史
上

す
べ

て

の

芸

術
的
名
作
を

、

た
っ

た

ひ

と

り

で

見
て

き

た

と

い

う
か

。

　

　

ど

こ

か

ら
、

何
か

ら

人

に

話
せ

ば
い

い

か
。

し
か

し
一

方
で

は
、

こ

げ
ん

こ

と

ま

と

も
に

う
っ

ち

ゃ

っ

て

（
と

り

あ
っ

て
）

く

れ

　

　

ん

じ
ゃ

ろ

う
な

、

と
い

う
気
も
す

る
。

恐
れ
も
あ
る
と

で

す
。

ま

た

始
ま

る
ん

じ
ゃ

な

か

か
。

い

っ

た
ん

見
そ

め

ら

れ
、

つ

か

ま

　

　
っ

た

か

ら

に

は
、

そ

う

簡
単
に

放
し

て

く
れ
ま
い

。

第
一

、

な

ん

で

こ

の

俺
が

睨
ま

れ

た

の

か
、

と
い

う
疑
問
も

残
っ

て
い

る
。
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　（
44）

　

　

そ

れ

は

複

雑
な

気
持
ち

で

す
。

　

周

囲
に

迷
惑
を
か

け

た
三

ヶ

月
で

あ
っ

た

が
、

よ
い

こ

と

も

あ
っ

た
。

「

ふ

と

地

下
か

ら

水
の

音
が

聴
こ

え
て

く
る

。

サ

ラ

サ

ラ

と
、

俺
に

語
り

か

け
て

く
る

ん

で

す
。

そ
れ

は
こ

と

ば
で

は

な
い

。

た

だ

気
持
ち

が

通
じ

て

い

る
。

そ

の

頃
ち
ょ

う
ど

近
所
に

ボ

ー

リ
ン

グ

を
し

に

来
て

い

た
人
に

、

俺
は

井
戸
を

掘
っ

て

み
て

く
れ

と

頼
ん

だ

ん

で

す
。

そ

り
ゃ

、

家
族
も

親
戚
も
心
配
し

た
。

こ

の

あ

た

り
じ

ゃ
、

こ

れ

ま

で

何

十
人

と
い

う
人
が

試
し

て

失
敗
し

て

い

る

ん

だ

か

ら
。

塩

分
が

強
い

ん

で

す
。

し

か

し

俺
だ

け

は

自

信
満
々

で
、

心

配
す
る
こ

と

は

な
か

、

必

ず
よ

か

水
が

出
る

、

と

言
い

張
っ

た
。

…

果
た

し
て

そ
こ

に

は

塩
分
の

な
い

豊
か

な

水

脈
が

あ
り

ま

し
た

。

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
45）

名
水
で

す

よ
。

こ

の

水
の

こ

と

で

は

感
謝
さ

れ

て

ま

す
」

。

　

こ

れ

ら
の

狂
い

は
、

確
か

に

シ

ャ

ー
マ

ン

の

幻
視
と

し

て
、

あ
る
い

は
一

種
の

「

悟
り

」

と

し

て

位
置
付
け
ら

れ
な

い

わ

け
で

は

な

い
。

「

緒
方
を

現
代
の

シ

ャ

ー
マ

ン

だ

と

言
え

な

い

わ

け

は

な

い

は

ず
だ

。

近

代
的

知
性
が

“

幻
想
”

と

し

て

軽
視
し

、

“

未
開
の

心

性
”

と

し
て

侮
り

、

あ
る

い

は

“

狂
気
”

と

し
て

封
じ

込

め

て

き

た

領
域
が

秘
め
て

い

た

は

ず
の

豊
か

な

可

能
性
に

つ

い

て
、

緒
方
の

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　〔
46）

語
り

は

ぼ

く
に

思
い

出
さ

せ

て

く

れ

た
」

。

　

た

だ

し
、

緒
方
自
身
は

こ

れ

を

宗
教
的
「

悟
り

」

と

は

決
し

て

位

置
づ

け
な
い

。

　

　
ひ

と
つ

断
っ

て

お

き

た
い

こ

と

が

あ
り
ま

す
。

あ
の

経
験
は

悟
り

で

は

な
い

で

す
か

、

と

言
わ

れ

る
こ

と

が

あ
る

ん

で

す
が

、

俺

　

　
は

そ

う
思
わ

な
い

し
、

そ

う
思
い

た

く
も
な

い
。

そ

の

後
も
上

り
下
り

、

浮
き

沈
み

は

続
く
ん
で

す
。

一

度
何
か

を

見
る

と
、

そ

　

　
の

状
態
が

ず
っ

と

持
続
す
る

と

思
っ

て

ほ

し

く
な
い

。

還
っ

て

き

た

自
分
の

こ

れ
か

ら

は
、

手
探
り

。

悟
り

だ

な

ん

て
、

面
白
く

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
〔
奸“

　

　
な

か
っ

で

す
。

固
定
さ

れ
た

く

な
い

ん

で

す
。

俺
は
い

ま

で

も

上
り

下
り

、

不
安
定
な

も

の

で

す
。

　

こ

こ

で
、

「

悟
り

」

と
い

う

解
釈
を

拒

否
し

て
、

そ

の

後
も

問
い

と

の

格
闘
は

続
い

て

い

る
。

つ

ま

り、

彼
が

「

悟

り
」

と

し

て

捉
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え
る

の

は
、

問
い

の

答
え

を

見
い

だ

し

た

と
い

う
覚
知
で

あ
る

。

一

方
、

彼
は

問
い

を

問
い

続
け

る

こ

と
こ

そ

を

強
調
し
、

そ
こ

に

意

味
を

見
い

だ
し

て

い

る
。

「

本
願
の

会
」

の

用
語
も
そ

う
で

あ
る

。

　
　
「

本
願
の

会
」

と
い

う
の

は

“

本
願
と

は

な

ん

ぞ

や

と

い

う

課
題
を

抱
え

て

い

き

ま

す
”

と

い

う

表

明
を

し

た

の

で

あ
っ

て
、

本

　
　

願
と
い

う
こ

と

に

つ

い

て

解
き

明
か

し

た
と

い

う

ふ

う
に

は

さ

ら

さ

ら

思
っ

て

な
い

わ

け

で

す
。

本
願
と

は

何
か

と

い

う
こ

と

に

　
　

つ

い

て
、

何
千
回
で

も
何
万

回
で

も
繰
り
返
し

自
問
し

な

き
ゃ

い

か

ん

し
、

た

だ

課
題

と

し

て

宣

言
し

た
、

と

い

う
ふ

う
に

お

れ

　
　

　

　

　

　（
48）

　
　

は

思
い

ま

す
。

　
「

水

俣
病
事
件
の

責
任
と
い

う

と

き

に

は

計
り

知
れ

な
い

罪
の

深
さ

が

あ
っ

て
、

そ

れ

ゆ

え
に

計

算
で

き

な
い

ん

だ
、

と

思
っ

て

い

る

わ

け

で

す
。

つ

ま

り

秤
に

か

け

ら

れ

な
い

し
、

か

け

る

秤
も

な
い

ん

だ
、

無
量
な

ん

だ

と
。

・
−

そ
れ

で

終
わ
っ

た

な

ど

と

言
っ

て

は

な

ら

な
い

し
、

考
え
て

は

な

ら

な

い
。

計
り
知
れ

な
い

罪
と

し

て

向
き

合
っ

て

い

く

と
い

う
こ

と

を
忘
れ

な
い

で
、

繰
り

返
し

繰
り

返

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
磐

し

言
い

聞
か

せ
、

記
憶
し

な

き
ゃ

い

け
な
い
」

。

こ

れ

は
、

水
俣
病
の

記
憶
を

語
る

た

め

に
、

出

来
事
を
］

般

化
と
い

う
認

識
の

暴
力

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
50）

に

よ
っ

て

毀
損
す

る

こ

と

な

く

表
象
す
る
こ

と

は
い

か

に

し

て

可

能
か
、

と
い

う

問
題

に

通
じ

る
。

問
い

続
け

、

つ

き

あ
い

続
け
る

営

み

の

力

強
い

実
践

と

捉
え

ら

れ

よ

う
。

　
「

狂
い
」

を

契
機
に

、

彼
は

「

村
共
同

体
の

倫
理
」

と

近

代
社
会
の

倫
理
が

交
錯
す
る

地
点
か

ら
、

別
の

境
域
へ

一

歩
踏
み

出
し

た
。

そ

れ

が

命
、

魂
に

つ

な

が

る

普
遍

的
な

人
間
と

し

て

の

自

分
へ

の

覚
知
と

も

と

れ

る

が
、

そ
こ

で

問
い

を

止

め

た

の

で

は

な

く
、

振
幅

を

繰
り

返

し

て
、

問
い

つ

づ

け
て

い

る
。

つ

ま

り
、

］

語
り
え

な

さ
」

を

模

索
す
る

手
が

か

り
を

獲

得
し

な

が

ら
、

そ

の

語
り

え

な

さ

を
決
し

て

語
り
え

た

と

言
わ

な
い

、

い

わ

ば

「

語
り

え
な

さ
に

耐
え

る
」

境
域
に

自
ら

を

置
き
つ

づ

け

て

い

る

の

で

あ
る

。
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四

　
個
を
開
示
す
る

　

さ

ら

に
、

緒
方
に

見
ら

れ

る

思
想
に

お
い

て

も
う

ひ

と
つ

重
要
な

こ

と

は
、

命
や

魂
、

祈
り

な

ど

普
遍
性
を

志

向
し

た

語
彙
が

見

ら

れ
る

に

も

か

か

わ

ら
ず

、

そ

れ

ら

は

水

俣
と
い

う
風
土

、

個
々

人

の

身
体

性
を

介
し

た
、

抽
象
化
や
一

般
化
で

は

な
い

、

極
め
て

具

体

性
を

有
し

た

内
容
で

あ
る

こ

と

だ
。

　

　

俺
の

お

ふ

く

ろ

は
い

つ

も
、

「

イ

ヲ

ば

と

っ

て
、

う

ち

の

畑
で

カ

ラ

イ

モ

作
っ

て

野
菜

作
っ

て
、

そ

れ

を

食
っ

て

生
き

と

れ

ば
、

　

　

そ
い

で

よ

か

っ

た

い
」

と

言
い

よ
っ

た

も
ん

で

す
。

…

昭

和
六

〇
（
一

九
八

五
）

年
に

狂
う

中
で
、

俺
は

生
き

る
こ

と

の

意

味
を

　

　

考
え

直
す

こ

と

に

な

る

ん

で

す
が

、

そ

の

時
、

あ
の

母
親
の

こ

と

ば

が

も

の

す

ご

く
深
い

意
味
を

も
っ

て
い

る
こ

と

に

思
い

当
た

　

　

る

ん

で

す
。

…
だ

か

ら
、

東
京
の

方
な

ん

か

向
か

ず
に

、

こ

こ

で

と

れ

る

も

の

を
食
っ

て

生
き

て
い

け
。

こ

の

土

地
の

海
や

山
と

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
51）

　

　

し
っ

か

り

向
き

合
っ

て

生
き

て

い

け
。

恐

ら

く
お

ふ

く
ろ

は

そ

う

言
っ

て

い

た

ん

じ
ゃ

な
い

か
、

と
。

　

こ

の

よ

う

に
、

不
知
火
と

い

う

風
土

に

生
き

る

こ

と

の

具

体
的

身
体
感
覚
こ

そ

が
、

緒
方
を

狂
い

か

ら

も

救
い

出
す

。

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
い

お

　

　

も
っ

と

大
き

な

自
然
の

力
に

、

危
な

い

と
こ

ろ

を

助
け
ら
れ

た

ん

で

し
ょ

う
ね

。

私
が

小
さ

い

と

き
か

ら
海
で

遊
ん

だ
こ

と
、

魚

　

　

と

遊
ん

だ
こ

と
、

草
木
の

な

か

で

育
っ

た
こ

と
、

も

し

そ

れ
が

な

か

っ

た

と

す

れ

ば
、

狂
う
と

い

う
状
態
の

な

か

で

果
た

し

て

生

　

　

き

残
れ

た

か

ど

う
か

、

か

な

り
危
な

か

っ

た

と

思
う
ん

で

す
よ

。

…

狂
っ

て

い

く
過

程
で

支
え

に

な
っ

て

ヒ

ン

ト
を

く
れ

た

の

　

　

は
、

幼
児
体

験
で

あ
っ

た

り

草
木
で

あ
っ

た
り

、

魚
で

あ
っ

た

り

鳥
で

あ
っ

た

り

風
の

音
で

あ
っ

た

り
。

そ

う
い

う

も

の

か

ら

加

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　（
52）

　

　

勢
を

受
け
た
と

い

う

感
じ

で

す

ね
。

　

彼
を
救
っ

た

命
の

つ

な

が

り
、

魂
と

は
、

普
遍
性
を
そ

な

え

た

語

彙
で

は

あ

る

が
、

指
し

示

し

て

い

る

も

の

は
、

不

知
火
の

海
と

305 〔593〕
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山
々

、

天

草
の

島
々

、

そ

れ

が

中
心
で

あ
る

。

　

　

自
分
の

命
の

禦
ど

こ

に

あ
っ

て
・

ど

う
い

う
ふ

う
に

生
き

三
く
の

か
・

も

う
わ

か

ら

ん

孥
っ

て

し

も

う
た

そ
の

と

き

に
・

繝

　

　

生
ま

れ

育
っ

た

不
知

火
の

響
・

そ
こ

に

連
な

る

山
々

美
“
早

の

島
々

・

そ

の

連
な

る

世
界
の

中
に

・

自
分
が

ひ

と

り

連
な
っ

て

醐

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
〔
53）

　

　

生
か

さ

れ

て

い

る

と
い

う

実
感
を

と

も

な
っ

て

感
じ

た

と

き
、

本
当
に

生
き

て

い

る

と
い

う

気
が

す

る

わ

け
で

す
。

ま

た
、

魂
に

つ

い

て

も
、

そ

の

地
に

特

有
の

魂
で

あ
っ

て
、

普
遍

的
な

魂
の

意

味
で

は

な
い

。

　

　

魂
と

い

う
も
の

が

持
っ

て

い

る

力
の

及
ぶ

範
囲
と

い

う

も
の

が

あ

る

よ

う
な

気
が
す

る

ん
で

す
。

生
ま

れ

育
っ

た

場
所

、

自
分
の

　

　

家
と

か

村
の

中
で

は
、

生
ま

れ

育
っ

た

時
か

ら

根
づ

い

て

い

る

よ

う

な

力
が

働
い

て

い

る

よ

う
な

気
が

し

て

い

ま

し

た
。

そ

れ
か

　

　

ら

ど

ん

ど

ん

先
の

方
に

峠
を

越
え

て

出
て

行
き

、

遠
く
な

れ

ば
な

る

ほ

ど
、

そ
こ

に

引
き
つ

け

て

根
っ

こ

が

生
え

て

い

る

よ

う

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　
（
54）

　

　

な
、

磁
力
み

た

い

な

力
と
い

う
の

が

弱
く
な
っ

て

い

く
、

そ

ん

な

印
象
を

自
分
で

は

持
ち

ま

し

た
。

　

つ

ま

り
、

彼
に

と
っ

て
、

不
知
火
の

自
然
と

い

う
具

体
的
な

世
界
で

生

起
す

る

命、

魂
と

の

つ

な

が

り
こ

そ
が
、

彼
の

思
想
の

基

盤

で

あ
り

、

そ

れ

は

日

本
一

般
、

世
界
一

般
と

し

て

抽
象
化
さ

れ

た

も

の

で

は

な
い

。

そ

の

つ

な

が

り

は
、

具
体
的
に

そ

の

地
域
で

生

き

る

と

い

う

身
体
感
覚
を

通
し

た

も

の

で

あ
る

。

こ

れ

は
、

石

牟
礼
道
子
の

著
作
に

関
す
る

イ
バ

ン

・

イ

リ

イ

チ
の

次
の

言
葉
に

つ

な

が

る
。

　

　

あ
な

た

の

心
か

ら

語
り
出
す

も

の

は
、

日

本
語
で

は

な

く、

ひ

と
つ

の

ま
っ

た

く
特
殊
な

方
言
な

の

で

す
。

あ
な

た

の

心

は
、

こ

　

　
の

島
の

こ

の

地
域
の

よ

う
に

、

語
る

の

で

す
。

…
こ

の

人
は

、

日

本
を

代
表
し

て

語
っ

て
い

る

の

で

は

な

く
、

あ

る

ま
っ

た

く
具

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

靄）

　

　

体
的
な

地

方
（

風
景
）

の

証
人
（

目
撃
者
）

と

し

て

語
っ

て

い

る

の

で

す
。

　
こ

の

よ

う

に
、

命
や

魂
が

具
体
的
な
生

活
空

問
で

の

身
体

性
を

通
し

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は、

自
然
の
一

部
で

あ

る

身

体
を

通
し

た

N 工工
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語 りえなさ に耐 え る

「

個
」

が

起

点
と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

原

告
や

患
者
と

い

う
一

般
化
で

語
ら

れ

る

人
間
で

は

な
く

、

「

個
」

に

な
る
こ

と
、

こ

れ

は

緒

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　
（
56）

方
が
］

貫
し

て

主
張
し

て

い

る
こ

と

だ
。

個
に

な

る

こ

と
、

こ

れ

は

顔
を

開
示

す

る

と

い

う
こ

と

で

も
あ
る

。

甥
の

緒
方
正

実
が

長
き

に

わ
た

る

苦
闘
の

す

え
に

認

定
を

勝
ち

取
り

、

本
を
出

版
し
た

際
に

次
の

よ

う

な
一

文
を

寄
せ

て

い

る
。

　

　

本
質

的
に

は

水
俣
病
と

い

う
三

文
字
を

本
人

が

背

負
い

、

課
題
と

し

て

の
ハ

ー
ド

ル

を
越
え
て

行
か

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

。

そ

の

　

　

と

き

立
ち

は

だ

か

る
、

最
も

大
き

な
ハ

ー

ド
ル

は

「

自
ら
が

名
前
も
顔
も

晒

し

た

上
で
」

そ

の

体
験
と

想
い

を

語
る

。

そ

の

様
に

　

　

固
有
の

人
生
の

中
に

あ
る

水
俣

病
を

、

一

人
の

存
在
の

軌
跡
と

し

て

告
白
す

る

中
に

こ

そ
、

普
遍
性
に

満
ち

た

感

動
的
な

メ

ッ

セ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

な
　

の

　

　

ー
ジ

が

あ
る

と

考
え
て

い

た

か

ら

で

あ
る

。

…

ま

さ

に

そ
の

時、

水
俣

病
を

隠
さ

ず
、

ま
た
こ

れ

に

隠
れ

ず
「

自
己
を

名
告
り、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
57）

　

　

自
己

を
開
示

し

続
け
る
」

こ

と

に

こ

そ
、

存

在
の

本
質
に

関
わ

る

主
体
の

発
見
が

あ

る

と

思
う
か

ら

で

あ
る

。

こ

れ

に

は
、

彼
の

主

張
、

他
者
と

の

関
わ

り

が

凝

縮
さ

れ

て

い

る
。

存
在
］

般
で

は

な

く
「

個
」

と

し
て

顔
を
さ

ら

し
て

、

自
己

を

開

示
し
つ

づ

け
る

こ

と
。

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

い

う
「

顔
」

に

通
じ

る
が

、

そ

れ

は

そ

の

顔
を

直
視
す
る

者
に

有
責

性
を

生
じ
さ
せ

る

も

の

で

　（
58）

あ
る

。

振
り
返
れ

ば
、

狂
い

以

前
に

加

害
責
任
を
追
及
し

に

役
所
へ

行
っ

て

い

た

お

り

「

人
問
に

会
い

た

か

っ

た
」

と

言
う

意
味
は

、

こ

ち

ら

の

「

顔
」

が

迫
る

有
責
性
を
負
う

「

顔
」

に

会
い

た

か
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

　

ま

た
、

そ

の

自
己
開
示

は
、

身
体
性
を

介
し

た

個
か

ら
の

具
体
的
メ

ッ

セ

ー

ジ

で

あ
る

に

も

か

か

わ
ら

ず、

他
者
へ

の

承

認
や

強
要

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
ヘ

　

　

ヘ
　

　

ヘ

　
　

へ

を

目

指
し

て

い

る

わ
け
で

は

な
い

。

そ

れ
が

「

開
示
し

続
け

る
」

と

い

う
こ

と

の

意
味
で

あ

ろ

う
。

「

語
る

こ

と
」

と

「

語
ら

れ

た

こ

と
」

を
分
け

て

論
じ

る
レ

ヴ

ィ

ナ

ス

に

お

い

て
、

「

語
ら

れ

た
こ

と
」

と

し
て
】

般
化
の

暴
力
に

曝
さ

れ

る

こ

と

を

免
れ

る

た

め

に
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
59）

「

語
る
こ

と
」

「

語
り

直
し

続
け
る
こ

と
」

こ

そ

が
、

必
要
な

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

自
己

開
示
が

向
け
ら

れ

る

先
は

目
の

前
の

ひ

と

り

ひ

と

り

で

あ
る

と

同
時
に
、

自
然
で

あ
り

、

死
者
た

ち
、

未
生
の

者
な
の

で

あ
ろ

う
。

307 （595）
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か
い

ぎ

ん

こ
ち

ど
ま

り（
60）

　

彼
が

「

緒
方
正

人
」

の

名

前
の

上
に

「

海

山
東

泊
」

と
い

う
表

札
を

掲
げ
る

の

は
、

身
体

性
を

通
し

て

不
知

火
の

海
や

山
の

自
然
に

あ
る
こ

と

の

表
現
で

あ
ろ

う
。

お

わ

り
に

個
と

し

て

の

「

人
聞
」

で

あ
る

私
が
、

そ

の

　
「

責
任
と

は

痛
み

の

共
有
の

こ

と

だ

と

思
う

ん

で

す
」

。

私
が

社
会

科
で

習
う

程
度
の

知

識
し

か

も
た

な
か
っ

た

水
俣
病
事
件
に

関
心

を

も

つ

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

緒
方
の

こ

の

言
葉
を

著
書
で

知
っ

て

か

ら

で

あ
る

。

「

責
任
」

に

つ

い

て

こ

れ
ほ

ど
、

自
分

に

響
く
言

葉
を

こ

れ

ま

で

私
は

知
ら

な

か
っ

た
。

考
え

て

み

れ
ば

、

こ

の

言
葉
が

私
に

問
い

を

発
し

、

そ

れ
ま

で

何
の

関
わ

り
も

な
か

っ

た

水
俣

病
事
件
が

迫
る

問
い

を

自
分
な

り

の

あ

り
方
で

表
現
し

た
い

と

思
う

き
っ

か

け

で

あ
っ

た
。

　

本
稿
の

直
接
の

問
題
意

識
は
、

水
俣
病
事

件
が
五

〇

年
を
過
ぎ
た

今
、

水
俣
か

ら

発
信
さ
れ

る

言
説
で

命
や

魂
、

祈
り

、

鎮
魂
と
い

う
、

一

種
の

宗
教

性
を

帯
び

た

言

葉
に

触
れ
る

機
会
が

増
え

た

こ

と

に

触
発
さ

れ

て

い

る
。

倫
理

的
困
難
を

超
克
す
る

た

め

に

そ

れ

ら

の

宗
教
的

言
説
が

、

ど

の

よ

う
に

用
い

ら
れ

て

い

る

の

だ

ろ

う
。

そ

れ

ら

の

問
い

か

ら
、

緒
方
ら

の

表
現

活
動
を

考
察
し

た

結
果

、

「

宗
教
」

と

距
離
を

お

く

自
覚
の

う
ち

に

あ
る

思
想
と

実
践
が

そ

こ

に

は

あ
っ

た
。

宗
教
的
言
説
を

用
い

な
が

ら
、

宗
教
と

は
→

線
を

画
す

あ
り

方
を

、

本
稿
で

は

「

語
り
え

な
い

も

の
」

と

い

う

視
点
か

ら

読
み

解
い

て

来
た

。

倫
理
的

困
難
に

直
面
し

て
、

「

語
り
え

な

い

も

の
」

に

ぶ

つ

か

る

こ

と

で
、

「

命
」

「

魂
」

「

死
者
」

な

ど

の

あ
る

種
宗
教

的
言

説
を
手
が
か

り
に

す

る

が
、

そ

れ

を

「

語
り
え

な

い
」

ま

ま
で

開
示

し

続
け
て

い

る
こ

と

が
、

彼
ら

の

実
践
の

核
だ

ろ

う
。

　
そ

し

て
、

そ

う
い

う

自
己
の

開
示
は

常
に

、

個
と

し

て

の

「

顔
」

を

晒
し
、

他

者
の

「

顔
」

に

向
き

合
う
こ

と

に

よ
っ

て
、

普

遍

化
、

一

般
化
に

よ

る

倫
理

的

暴
力
を

回
避
さ

せ

て

い

る

の

で

あ
る

。

多
数
と

い

う
こ

と

を

嫌
う

緒
方
が

「

宗
教
」

と

い

う
言
葉
に

よ

つ

（596） 308
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て

拒
絶
し

よ

う
と

し

た

の

は
、

こ

う
し

た

固
定
化
・

硬
直

化
し
た

普
遍
の

原
理
を

自
己
と

他
者
に

強

要
す

る

倫
理
的
暴
力
な

の

で

は

な

い

か
。

言
い

換
え
る

な

ら
、

緒
方
ら
の

知
る

「

宗
教
」

は

そ

う
し

た

倫
理

的
暴
力
を

有
す

る

危
険
性
を
孕
ん

で

い

る

こ

と
の

示
唆
で

あ

り
、

そ

の

手
前
の

硬

直
化
を

回
避
す
る

境
域

、

「

語
り
え

な
さ

に

耐
え

る
」

境

域
に

と

ど

ま
っ

て

い

る

倫
理

的
熟
慮
の

実
践

が

緒
方
ら

「

本
願
の

会
」

に

見
い

だ

さ

れ

た

と
い

え

る
。

こ

れ
が

、

倫
理

と

宗
教
の

関
係
を

示

す
一

例
と

し

て

本
稿
の

ま

と

め

で

あ

る
。

　

さ
い

ご

に
。

私
が

本
稿
の

出
発
点
と

し

て
、

あ
る

種
宗

教
的
言
説
あ
る
い

は
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

も
の

と

し

て

捉
え

た

も
の

も
、

緒

方
ら
に

従
え

ば
、

特
別
に

宗
教
的
な
も
の

で

は

な
い

。

彼
ら

の

具
体
的
な
風
土
の

身
体
性
を

有
し

た

語
彙
で

あ

る
。

そ

う
し
た
風
土

・

身
体

感
覚
を

備
え

た

具
体

的
な

語
彙
が

、

風
土
・

身
体
性
を

離
れ

た

「

私
」

の

認

識
と

な

る

と

き
、

そ

れ

は
一

般
化

、

普
遍
化
さ

れ

た

も
の

と

し

て

抽
象
的
言
語
に

昇
華
し

、

「

宗
教
的
」

言
語
に

見
え
た

と
い

う
こ

と
。

こ

れ

は
、

図
ら

ず
も

私
自

身
の

「

宗
教
」

に

つ

い

て

の

理

解
の
一

部
を

映
し

出
す
こ

と

に

な
っ

た
。

交
錯
す
る

宗
教
と

倫
理
の

回
路
が

ど
こ

へ

開
か

れ

る

の

か

は
、

ど

の

入
口

か
、

入

る

者
が

誰
か

に

よ

っ

て

も
ま

た
、

多
様
な
の

か

も
し

れ

な
い

。
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語 りえな さ に耐 える

注
（
1
）
　
石
牟

礼
道

子
編
『

天
の

病
む

　
　
実
録
水
俣

病
闘

争
』

葦
書
房、

一

九
七

四
年、

一

四
頁

。

（
2
）
　
渡
辺
京
二

『

渡
辺
京
二

評

論
集
成
H
　

新
編
　
小
さ

き

も

の

の

死
』

葦
書
房

、

二

〇
〇
〇

年、

七
六

ー

七
九
頁

。

（
3
）
　
石
牟
礼
道

子
や

渡
辺
京
二

の

著
作
（

注
1
）

（

注
2
）

参
照

。

ま

た
、

「

告
発
す
る

会
」

「

水
俣
病
セ

ン

タ
ー

相
思
社
」

の

活
動
な
ど

枚
挙
に

暇
が

な

　
　
い

。

原
田
正

純
の

「

水
俣
学
」

は

諸
思
想
の

結
節
点
だ
ろ

う
。

『

水
俣
学
講
義
』

（
同
二
、

三
、

四

集、

目
本
評
論

社
二

〇
〇
四
1→
、

○
〇
八

年）

ほ

か

　
　

参
照

。

（
4
）
　
本
願
の

会
は
、

漁
師
の

杉
本
栄
子、

作
家
の

石
牟
礼
道
子

ら
の

会
員
が

お

り、

季
刊
誌
『

魂
う
つ

れ
』

が

あ
る

。

（
5
）
　
季
刊
『

魂
う

つ

れ
」

第
一

七

号、

二

〇

〇
四

年
四
月、

一

二

頁
。
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（
6

）

　

緒
方
正

人
語
り
・

辻

信
】

構
成
「

常

壁
の

舟
を

漕
ぎ
て

ー
水
俣
病
私
史
」

世
織

書
房、

】

九
九
六

年
、

二

二

八

−
二

二

九
頁

。

（
7）
　
新

作
能
「

不
知
火
」

は

二

〇
〇
四

年
八

月
に

水
俣
奉
納
が

実
現
し

た
。

（
8

）

　

前
掲

、

季
刊
「

魂
う
つ

れ
』

第
］

七
号、

六

頁
。

（
9

）

　
季
刊

『

魂
う
つ

れ
』

第
一

八

号
、

二

〇
〇
四

年
七

月、

一

二

頁
抜
粋

。

（
m
）

　
栗
原

彬
『

「

存
在
の

現
れ
」

の

政

治
　
　
水
俣
病
と

い

う

思
想
』

以
文
社、

二

〇
〇
五

年、

栗
原

彬
『

証
言

　
水
俣
病
」

岩
波
新
書、

二

〇
〇
〇

年
、

　
　
細
谷
孝

「

子

宮
は

環
境
か
」

（
「

中
央
評
論」

二

六
七

号
、

二

〇
〇
九

年
）

、

七
六

−
九
三

頁
ほ

か

参
照

。

（
11
）

　
緒
方
正
人

『

チ

ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

葦
書
房、

吐

○
〇
一

年、

八

頁
。

（
12
）
　
ジ
ュ

デ
イ

ス

・

バ

ト
ラ

ー
（
佐
藤
嘉
幸
・

清
水
知

子
訳）

『

自

分
自
身
を

説
明
す
る

こ

と
』

月
曜
社、

二

〇
〇
八

年、

八

〇
頁

。

冒
島
爵
　
bd
二冖
δ
き

　
　

禽
ミ
遷

晦

義

養

ム

象

ミ
ミ

駄

O
鳶
軌

鴇

緊
聞
o

昆
冒
Φ

ヨ

ζ

三
く
 

「

ω

津
《

即
¢
ω

G啄”

Z
Φ

妻

尾
o

芽

る
O

霸゚

（
13
）
　
同
前、

一

四

二

ー
一

四一、一

頁
。

（
14
）
　
前
掲、

緒
方
正

入
『

チ

ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』 、

四
一

頁。

（
15
）
　

同
前、

四一．一、
貝。

（
16
）
　
た

と

え
ば、

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル
・

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

（
合
田
正
人

訳
）

『

存

在
の

彼
方
へ

』

講
談
社
学
術

文
庫、

】

九

九
九
年、

四
ニ

ー
四

三

頁
、

二

三

ニ

　
　

ー
二

九
八

頁、

三

三
一

頁
ほ

か
。

国

唇
∋
四
コ

ニ
o
一

冖
価

く

ぎ
p5
。唱

出

ミ
瀁
瀁

§
艦

鴦、
勲
蕊

ミ

毳ー
ミ
ミ

§
へ 、
塁
の

§
ら

食

竃
聾

詳

冒

昜

Z
ご

子
o
訣

口
零
。。°

ま

た
、

　
　
レ

ヴ
ィ

ナ

ス

を

フ

ー

コ

ー

ら

と

比
較
し
て

い

る

前
掲、

ジ
ュ

デ
ィ

ス
・
バ

ト

ラ

ー
（
佐

藤
嘉

幸
・

清
水
知
子
訳）
「

自
分
自
身
を

説
明
す
る

こ

と
」

、

二

　
　

三

五

−
二

三

六

頁
ほ

か

参
照

。

　
　

前
掲、

緒
方
正
人

語
り
・

辻
信
］

構
成

「

常
世
の

舟
を
漕
ぎ
て

　
　
水
俣
病
私
史
』

、

＝

六
頁

。

　
　

前
掲、

緒
方
正

人
『

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

】

八

四

頁
。

　
　

同
前、

＝
パ

ー
一

七
頁

。

同 前 前 前 同 前
前 掲 掲 掲 前 掲

、 　 　 　 、 　 　 　 、 　 　 　 、 　 　 　 、 　 　 　 N

緒
方
正

人
語
り
・

辻

信
一

構
成
『

常
世
の

舟
を

漕
ぎ
て

　
　
水
俣

病
私
史
』 、

一

六

六
頁

。

】

七
一

頁
。

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル
・

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

（
合
田

正
人

訳）

『

存

在
の

彼
方
へ
」

、

四

三

頁。

ジ
ュ

デ
ィ

ス
・

バ

ト
ラ
ー

（

佐
藤
嘉
幸
・

清
水
知

子
訳）

『

白
分
自
身
を

説
明
す

る

こ

と
』 、

緒
方
正
人

『

チ

ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
L
、

六

〇
頁。

六
二

頁
。

一

六

頁
。
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語 りえなさ に耐 え る

範 耳§曾 聡 霸 石 爺 範 行 葡 i疹露 i曾蕊 露 盆 露 葩
） 　　） 　　） 　　） 　　）　　）　　V 　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

同 前 同 同 同 同 同 同 同 　 同 同 同 　 　 同 　 前
前 掲 前 前 前 前 前 前 前 掲 前 前 前 掲 　 前 　 掲

、　　　　　　、　　　　　　、 　　　　　　、　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

（

26
）
　

同並
剛

、

　亠
ハ

三

頁
。

（

27
）
　
前
掲

、

緒
方
正
入

語
り
・

辻

信
一

構
成
「

常
世
の

舟
を

漕
ぎ
て

ー
水

俣
病
私
史
』 、

一
一

四
頁

。

（

28
）
　

同亠
則

、

　一
一

六

頁
。

（

29
）
　
前

掲
、

季
刊
『

魂

う
つ

れ
』

第
一

八

号、

＝
二

頁
。

（

30
）
　
前
掲

、

緒
方
正
人

語
り
・

辻

信
一

構
成
『

常
世
の

舟
を
漕
ぎ
て−
1
ー

水

俣
病
私
史
』 、

二

四

五

ー
二

四
六

頁。

（
31
）
　
大

谷

栄
一

「

序

章
　
　
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

研
究
の

最
前
線
」

（
伊

藤
雅
之
・

樫
尾

直
樹
・

弓

山

達
也
編
［、
ス

ピ

リ

チ
ェ

ア

リ

テ
ィ

の

社

会
学

　

−
現

代
世
界
の

宗

教
性
の

探
求
」

世
界
思

想
社、

二

〇
〇
四

年）
、

一

四

頁
。

　
　
　
　

、

緒
方
正
人

「

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

】

九
七

頁
。

　
　

前
掲、

緒
方
正
人

語
り
・

辻
信
一

構
成

岡

常
世
の

舟
を
漕
ぎ
て

ー
水
俣

病
私
史
』

、

二

〇
七

頁。

　
　
　
　
u
、

一

八
ー
一

九
頁。

　
　

石

牟
礼
道
子
「

散

乱
放
逸
も

す
て

ら

れ
ず
」

（
石
牟

礼
道
子
編
『

水

俣
病
闘
争

ー
わ
が
死

民
』

現
代
評
論

社、

一

九
七一
．

年）
、

＝
二

二

頁
。

　
　

前

　、

緒
方
正
人

『

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

一

九
七

−

⊥

九
八

頁
。

　
　
　
　
、

六

九
頁

。

　
　
　
　
　

二

〇
五

−
二

〇
六

頁。

　
　
　
　

u、
　
二

〇
二

頁
。

　
　

前
　、

緒
方
正
人

語
り
・

辻
信
一

構
成
『

常
世
の

舟
を

漕
ぎ
て

　
　
水
俣
病
私
史
』

、

］

八
九
頁

。

二

四

五

−
二

四
六

頁。

一
一

二

…
一

＝
二

頁
。

「
一

八

ー

＝

九
頁

。

一
→

九
1

＝
一

〇
頁

。

一

二

ニ

ー
一

二一
二

頁
。

二

四
六

頁
。

一

二

〇
頁

。

緒
方
正

人

『

チ

ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

一

九

九
頁

。

　

九
七

頁。
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（

50V

　
萩
原
修
子
「

『

語
り

』

を

開
く

ー
1
永
俣
病
事

件
に

お

け
る
く

証
言
V

生

成
の

現
場
か

ら
」

（
「

九
州
人
類
学
会

報
」

第一．一
五

号、

二

〇
〇
八
年）
、

一

　

　
三

ー
二

九
頁

。

（
51）
　
前
掲

、

緒
方
正
人

語
り
・

辻
信
「

構
成

『

常
世
の

舟
を
漕
ぎ
て

　

　
水
俣

病
私

史
」

、

九
ニ

ー
九【、一
頁。

（
52）
　
前
掲、

緒
方
正
人
「

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

一

七
四

頁
。

（
53）
　
同

前、

七
一

頁
。

（
54）
　
同
前、

］

三

九
頁

。

（
55）
　
イ
バ

ン

・

イ
リ
イ
チ、

石

牟
礼
道
子

「

『

希
望
』

を

語
る
」

（
石

牟
礼
道
子
「

不
知
火

−
石

牟
礼
道
子
の

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー
ト

藤
原
書
店、

二

〇
〇
四

　

　
年）
、

　
二

四
六、
白
爪

。

（
56
∀
　
緒
方
正

実
は
、

一

九
九
六

年
か

ら
一

〇
年
に

わ
た

る

認
定
申
請
の

闘
い

の

後、

二

〇

〇
六

年
に

認
定
さ

れ

た
。

そ

の

記
録
が
、

注
（
57）
の

著
書
で

あ

　

　
る

。

〔
57
）
　

緒
方
正

人

「

自
己

開
示
す
る

孤
闘
」

（
緒
方
正

実
『

孤
闘

−
正

直
に

生
き

る
』

創
想

舎
、

二

〇
〇
九
年）
、

五

五
二

頁
。

（

58
）
　
前
掲、

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル
・

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

（
合
田
正
人

訳）
F

存
在
の

彼
方
へ
』
、

四一．一
頁。

ま
た

、

顔
を

見
る

こ

と

は

「

汝
殺
す

勿
れ
」

に

聴
従
す
る

　

　
こ

と

で

あ
る

。

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル

・

レ

ヴ
ィ

ナ

ス

（
内
田

樹
訳）

『

困
難
な

自
由
」

国
文

社
、

二

〇

〇

八

年、

二

五

頁
。

両

日

5
曽

雲
2
　
寂
乱
コ
p
ρ

　

b
§
鳥

ミ
ト
斡

富
試
簿

舘
¢

ミ
玩

羮
丶

誉
’
ミ
§
鍔

§跚
国

匪
二

8
≧
三
ロ

ζ凶
o
ゴ

o
厂

一
 
 
ω゜

（

59
）

　
前
掲、

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル
・

レ

ヴ

ィ

ナ
ス

（
合
円
正
人

訳）

「

存
在
の

彼
方
へ
』
、

三

〇
1

三
一

頁
。

（
60）
　

前
掲

、

緒
方
正

人
『

チ
ッ

ソ

は

私
で

あ
っ

た
』

、

二

〇
三

頁。
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