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っ

て
、

精
神
医
学
と

宗
教
の

治
療
や
癒
し
の

対
比
を
み
て

み
た

い

。

　
精
神

療
法
に

お

い

て

は
、

一

般
に

あ
る

種
の

心
的

境
地
を
獲

得
す
る

こ

と
（
洞
察
と
呼
ば
れ

る

こ

と
が

あ
る
）

が
、

治
療
的
な

効
果
を
も
た
ら

す

と
さ

れ
る

。

臨

床
の、
言

葉
で

表
現
す
れ

ば
、

「

今
ま
で

見
え
て

い

な
か

っ

た

も
の

が
見
え
て

き
た
」

と

い

っ

た
、

ご

く
平
易
な

言
語
表
現
を
と

る．、

同
じ

こ

と
は

も
ち
ろ

ん
宗
教
で

も
起
こ

る

が
、

獲
得
さ
れ

た

心
境
は

よ
り

練
ら
れ
た
言
葉
で

語
ら
れ
る

で

あ
ろ

う
。

　

し
か
し、

さ
ら
に

よ

く
精
神

療
法
を

考
え
て

み
る

と、

そ
う
し
た

洞
察

を

自
ら

獲
得
す
る

体
験
の

基
礎
と
な
る

対
話、

さ
ら
に

は

対
話
の

中
で

声

を

出
す
こ

と
（
そ
こ

に

は

叫
び
や

泣
き

声
も

含
ま
れ

よ

う）

に

治
療
的
な

機
序
が

大
き
く
関
連
す
る

と

考
え
ら

れ

て

お

り
、

精
神
療
法
で

は

重

視
さ

れ

る
。

そ
し
て

こ

の

体
験
は
筆
者
的
に

は

優
れ
て

ゾ

ー

エ

ー

的
な
性
質
を

持
つ

と

考
え
る

の

で

あ
る

。

　

精
神
医

学
は

、

生
の

ビ

オ

ス

的
側
面
の

発
展
を
第
一

に

口
指
す
領
域
で

は
原
理
的
に

は

な
い

。

あ

く
ま
で

ゾ
ー

エ

ー

と
し
て

の

生
を

大
事
に

す
る

こ

と
が

基

本
姿
勢
で

あ
る

。

一

方
人
間
は

自
ら
の

価
値
・

目

的
を

持
っ

て

生

き
る

こ

と
、

す
な
わ

ち
ビ

オ

ス

的
に

生

き
る

こ

と
を

も
ま
た

目

的
と

す

る
。

こ

の

二

つ

の

生
を

前
提
に

し、

治
療
と

癒
し

と
い

う
共
通
の

場
か

ら

宗
教
と

精
神
医
学
を
考
え
て
い

く
こ

と

が、

今
後
の

「

視
点
」

の
一

つ

に

な
り

う
る
と

考
え
る

。

プ

ラ

グ
マ

テ
ィ

ズ

ム

と

し
て

の

専

修
念
仏

菱

木

　
政

　
晴

　
一
　

高

木
顕
明
の

『

余
が

社
会
主

義
』

　

大
逆
事
件
に

連

座
さ

せ

ら

れ

て

獄
死
し
た

高
木
顕
明
が

『

余
が

社
会
主

義
』

と

い

う
一

文
を

残
し

て

い

る
。

本
発
表
は
、

こ

の

『

余
が

社

会
主

義
』

の

テ

キ
ス

ト

解
釈
に
プ

ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

思
想
を

活
用
し
よ

う
と

い

う
試
み

の
一

端
を

紹
介
し
よ

う
と
い

う
も
の

で

あ
る

。

　
ニ

　
プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

　

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ

ム

は
、

宗
教

的
な

問
題
に

つ

い

て
、

た

と

え
ば
、

神

の

存
在
の

有
無
と
い

う
よ

う
な

問
題
に

つ

い

て
、

そ
れ

を
観
念
論
的
に

論

ず
る

の

で

も
な

く、

科
学
的
実
証
主
義
に

よ

っ

て

論
ず
る

の

で

も
な
い

。

生

活
の

う
え
で

の

有
用

性、

思

想
の

道
具
と

し
て

の

有
用

性
か

ら

論
ず

る．、
　

三

　
プ

ラ

グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

と

し
て

の

専
修
念
仏

　

第
一

の

レ

ベ

ル

と
し

て
、

浄
土

教
は
仏
教
の

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ッ

ク

な

展

開
だ
と

考
え
ら
れ

る
。

『

余
が
社
会
主
義
』

に

は、

「

余
は
極
楽
を
社
会
主

義
の

実
践
場
裡
で

あ
る

と

考
へ

て

居
る
」

と

あ
る

が、

仏
教
を
昔
悩
の

解

決
法
と

し
て

考
え
た

場
合、

浄
土
教
は
、

個
人
の

内
面
に

平

和
と

平
等
を

達
成
す
る

の

で

は

な
く、

平
和
と
平

等
の

功
徳
に

満
ち
た
阿
弥
陀

如
来
の

願
の

酬
報
と

し
て

立
て

ら

れ
た

極
楽
世
界
へ

往
け
ば、

そ

の

よ

う
な
功
徳

が
備
わ
る

と

考
え
る

。

こ

れ
は、

効
果
を
重

視
す
る

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク

な
態
度
で

あ
る

。

た
だ
し、

こ

の

レ
ベ

ル

に

お

い

て
、

現
実
社
会
の

平
和

と

平
等
に

た
だ
ち
に

有
効
な

方
法
は

見
出
さ

れ

な
い

。
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第
二

の

レ

ベ

ル

と
し
て

、

方
便
法
身
と
し

て

の

阿

弥
陀

如
来
と

い

う
考

え
方
が
、

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ッ

ク

で

あ
る

。

顕
明
は、

「

尺
（
釈
）

尊
等
の

人
師
の

教

示
二

依
て

理
想
世

界
を

欲
望
し、

救
世
主

た
る
弥
陀
の

呼
び

聲

を

聞
」

く
と

言
う
が、

釈
迦
も
ま
た
、

超
人
と

し
て

神
格
化
さ
れ

た

仏
陀

で

は

な
く

、

他
の

人
師
と

同
列
の

同
志
扱
い

な
の

で

あ
る

。

一

方、

方
便

法
身
と
は

、

私
た

ち
の

間
に

確
か

に

あ
る

と

し

か

言
い

よ

う
の

な
い

平
和

と

平

等
へ

の

希
望
を

説
明
す
る

た
め
に

、

説
明
の

手
立
て

（
方
便）

と
し

て

立
て

ら
れ
た
も
の

に

す
ぎ
な

い
。

私
た

ち
は

、

こ

の

方
便
法
身
に

対
し

て

だ

け
信
従
の

態
度
を

取
る
こ

と
に

よ
っ

て
、

教
祖
を
含
む

具
体
的
な
他

人

を
主
と

し
て

追
従
す
る

こ

と

や
、

何
に
も
希
望
を

持
た

な
い

よ

う
な
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

か

ら
ま

ぬ

が

れ

る
こ

と

が
で

き
る

の

で

あ
る
。

方
便
法
身、

報

身
と
い

う
概
念
を

徹
底
す
れ

ば
、

歴

史
上
の

釈
迦
は

、

ま

さ

に

釈
迦
そ

の

入
の

時
代
に

そ
う
で

あ
っ

た
、

「

以
前
に

も

多
数
出

現
し

て

き

た、

ま
た

こ

れ
か
ら
も
出
現

す
べ

き

無
数
の

仏
陀
（
目

覚
め
た
人）

の
一

人
」

と
い

う
本
来
の

位
置
に

も
ど

り、

釈
迦
も
ま
た
超
越
的
存
在
で

は

な
く、

私
た

ち
を

励
ま
す
先
輩
に

す
ぎ
な
く
な
る

。

た
だ

し、

こ

の

レ

ベ

ル

に
お
い

て

も
、

方
便
法
身
と
い

う
「

真
理
」

が
他
の

現
実
的
な

真
理
と
の

関
係
で

十

分
に

有
効
と
ま
で

は

言
え

な
い
。

　

第
三
の

レ
ベ

ル

と
し

て
、

往
還
二

廻

向
の

考
え

方
が
、

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

で

あ
る

。

仏
教
の

目

標
は
、

自
ら

苦
悩
の

解
決
者
と

な
っ

て

他
の

人

び

と

の

苦
悩
の

解
決
を

助

け
る

者
に

な
る
こ

と

で

あ
る

。

前
者
を

「

自

利
」 、

後

者
を
「

利
他
」

と

い

う
。

浄
土

教
に

お
い

て

は
、

自
利
は

自
ら
の

往
生

浄
土
、

利
他
は

還
来
穢
国
し
て

利
他
教
化
す
る

こ

と
で

あ
り、

そ
れ

ぞ
れ

往
相
と
還

相
と

も
言
う

。

浄
土

へ

往
く
と

い

う
こ

と
が

現
実
に

ど

う

い

う
意

味
で

あ
る

か
と

い

う
こ

と
と

、

そ
の

平
和
と

平
等
を
ど
の

よ

う
に

他
者
に

伝
え

る
の

か
が
明
ら
か
で

な
け
れ

ば
、

プ

ラ
グ

マ

テ

ィ

ッ

ク
に

有

効
な
真
理
と
は

い

え
な
い

。

そ
れ

を

明
ら

か
に

す
る

の

が

往
相
還

相
の

測

方
が

同
時
に

阿
弥
陀
如
来
か
ら

廻
向
さ
れ

る

と
い

う
考
え

方
で

あ
る

。

行

者
が

実
際
に

行
う
こ

と
は
、

「

南

無
阿
弥
陀
仏
を

唱
え

る
」

と
い

う
こ

と

に

す
ぎ
な
い

が
、

そ
れ

が

本
人
の

意
思
に

か

か
わ

ら

ず、

自
利
と
利
他

、

往
相
と
還
相
を
実

現
し
て

し
ま

う
の

で

あ
る

。

こ

の

レ

ベ

ル

に

お
い

て
、

つ

い

に、

専

修
念
仏
は
現

実
の

社
会
に

お
い

て

有
効
な
真
理
と

な
る

。

　

顕

明
は
、

「

斯
の

如
く
し
て

念
佛
に

意

義
の

あ
ら
ん

限

り
心

零
上
よ

り

進
で

杜
会
制
度
を

根
本
的
に
一

変
す
る

の

が

余
が

確
信
し
た

る

社
会
主

義

で

あ
る
」

と

言
う
。

妙
好
人
浅
原

才
市
に

お

け
る

「

入

信
」

　

心
的
過
程
に

関
す
る
一

考
察

に

至
る

中

　
尾

　
将
　
大

　

浄
土

真
宗
に

お
け
る

在
家
の

篤
信
者
の

こ

と
を

妙
好
人

（

み

ょ

う
こ

う

に

ん）

と

よ

ぶ
。

こ

れ

ま
で

日

本
各
地
に

多
く
の

妙
好
人
が

出

現
し

て

い

る
。

そ

れ

ぞ
れ
の

妙
好
人
は

個
性
を
持
っ

て

い

た
が
、

「

真
宗
の

こ

法
義

を
あ
り
が

た
が

り、

仏
智
と

の

出
会
い

を
果
た

し、

こ

の

世
の

価
値

観
を

超
越
し
て

真
に

幸
福
な
人
生
を
歩
ん

だ
」

と

い

う
点
に

お
い

て

は

共
通
し

て

い

る
。

本

発
表
で

は

そ
の
一

人、

浅

原

才
市
（
…

八

五

〇
ー
］

九
三

二
∀

を

取
り
上

げ
る

。

浅
原
才
市
に

つ

い

て
、

藤
能
成
は

「

島
根
県
邇
摩

郡
温

泉
津
町
に

暮
ら
し

た
下

駄
職
人

で

あ

り
、

寺
院
で

の

熱
心
な

聴
聞、

日

々

の

念
仏
の

生

活
を

送
っ

た
。

下

駄
作

り
の

仕
事
を
し

な
が
ら

胸
の

奥
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