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大乗本生心地観経に い う母の徳の保育上の 意義

藤　　岡　　匡釜　男

《序》

　か つ て F ．W ，　 Nietzscheが．仏教 は衛生学 の
一．体系だ と い っ た が ，特に 精神衛生 との 関連 が強 い

　 ．　　　　　　　　 （1）
よ っ に 思 わ れ る．

J

　 　 　 　 　 　 　 　 （2 ）

　大乗本生心地 観経 　に 父 母の 恩を説 い て ．父 に 慈 恩 あ り，母 に 悲 恩 あ りと 説き，そ の 母の 悲愚 に

っ い て ，大 地，能生，能正，養育，智 者 、荘厳，安隠，教授．教誡，与業 の 10種が あ ると い う。

　私は こ こ に 説 くと こ ろ の 父母の 恩，殊 に 母の在 り方を通 じて ，現代に 於 け る子 ど もの育て 方に つ

い て 考察 して み た 。

　　　　　　　　　　　　　　　 《 大 地 の 徳》

　 　 （z ）

　経 　に ，母胎中 に 於て所依 とな るが故 に．とあ る 。 胎児が 母胎内に あ る時，栄養，排泄等 を母 体

に 依存 して い る こ とは 勿論 で あ る が ．母の 生 即的 ス ト レ ス が 胎児 に 影響 を与え て い る こ と は ，す で

に い ろ い ろ と 、沚明され て い る とこ ろ で あ る。ま た情動的 ス ト レ ス が ，妊娠経 過 や 胎児 に影響 を 及 ぼ

すと い う科 学的立証 も銀告 され て い る u

　L．W ．　 S〔〕ntag は，個 人 の 生 理，心 理 的 特 微 の 多 くは 遺伝子 に よ ．．・て 決定 され ると同 じ程度に，

胎内牛活に おけ る い ろ い ろな環境 の 影響 を受け るもの で あ る と い い ，胎児 はす で に原始的な情動感

受性 を も っ て い る と考え ，胎児 をと りま く環境 因子 の 一
つ に，母親 の 情動 を考え て い る 。 N ．Fries

，

T ・B・ ・ ed ・ k も・ほ ぼi嚇 ・・こ とを酷 して い る
〔9’ また M ．　B 。、呂 ・ よ ると．臆 深 、・婦人 たちは，

妊娠時，胎 動は妊婦 の 情緒的興禽の 影響を い ち じる しく受け，ほん の わずか で も驚 い た りす る と，

胎 児が異常に 長 い 間 ひ っ そ り と 動か な くな る こ と を感ず る と い う例を報告 して ，以上 の 考え を立証

して い る 。

　か つ て 前漢の 劉向 （77〜 6BC ） は r烈 女伝 」 の 中に ， 周公 の 母 の 妊娠時 の 生活態度 を範 と して 胎

教を説き，妊婦 は 目に 邪色を見ず，耳 に 淫 声 を聞か ず．自 ら行を謹 しみ，心 を正 し くす れば ， 胎中

の 児 も 艦 そ 螺 彡響綬 け，立派 な人 とな る と して ，妊婦 の あり方を鱒 した13” ‘5 ’

わ が国で は 兀 禄

3 年 q ・300年）稲生 ・［耡 ・ 「螽斯 IJe
’
・：」 で こ れ を論 じて 脈 ，ひ ろ く民衆の 中に 伝 わ 。 て い 漕 力i，

最 近 は か え っ て こ の よ う な考え 方は次 第 に うすれ て き て い るよ うで ，残 念 な こ と で ある 。

rrij・L て大方獣 鰯
6
 d ま，妊 婦が仏 ・法 ・僧の 三 宝 に 晴畩 する と沁 果 もに 健 全 で 訊 。 尊敬

され る子 が生 まれ る とあ り， こ れは恐 らく，金光 明経
（7）

に い うよ うに ，三 宝 に帰依す る こ と に よ 一
、
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・1

　　　　　　　　　　　　 大乗本生心 地観経 に い う母 の 徳 の 保 育 ヒの 意義

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （u ）

て ，そ の 人の 身 ・口 ・意業が清浄とな るか らで あ ろ 臥 ，過去 現在 因果経 　に も，妊娠中の 母親の情

緒的在 り方が，生れ て く る子 どもに影響する こ とが 説かれ て い る。

　然れ ば 母親の 存在 が大地 に た とえ られ て あ るの は，子 ど もは生れる以前の 大事 な時期か ら，そ の

胎内に 於て す で に依存 し，意識する と否 と に か かわ らず，そ の 影 響を人き く受け て い る の で ある か

ら，当然 の こ とで あ ろ う。

　而 して K ．Jaspersは，「自分を自分 自身 の ．ヒに だ け築 く人 間 存 在は 地盤を喪失す る。人 間が 人間

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （9 ）

に な る の は ， 何時 も自己を他者に ゆだね る こ とに よ っ て で ある 」　と い っ て い るが ，こ れ は 真宗で い

う他力本願に も通 ず る考
’
え方 の よ う に 思 われ る 。

　す なわ ち，人間の存在は 何時も何か に支え られ，そ して そ の も の に 依存 して 成 り、匠っ て い る もの

で あ る。たとえ ば30cm四方の 板が あれ ば，我々 は そ の ．上 に 立ち， 30　cm ほ ど の 幅 の 板 が あれば，そ

の上を歩けるよ うに 思 う。も しそ うな らば 30cm 四 方の 板を テ レ ビ 塔の 1．に 置き， 30cm幅 の 板 を ピ
’

ル の 屋上か ら屋 k に 橋渡 しを して ，そ の 上 に 立て ，そ の 1．．を歩け と言われ た ら，は た して 何人 の 人

が そ れ を 出来 る で あ ろ うか。我々 が気づ く気づか ぬ は別 と して ，立 ち，そ して 歩 け るの は，我々 を

支え て くれ て い る こ の 大地 が あ っ た の で あ り，そ れ を依 りど
’
こ ろ と して い た の で あ る．そ して そ の

依 りど こ ろ とな るもの が ，よ り大きけ れば大 き い ほ ど，そ の Lに 立っ 人間の 存在 は よ り確か な もの

と な る の で あ ります。

　仏智 の 所照 す な わ ち光明 に よ っ て 無限 に 広が る光明無 景 の 大地 に 攴え られ て，真の 安定感が あ り，

そ の 大地 は永遠 に続 く，す なわ ち寿命無量 に 裏づ け ら れ て ，真 の 安 らぎが あ る の で あ る 。 こ れが す

なわ ち浄土 と い う理 想 の 大地 で あ ろ う 。 そ して こ の 光明無 量 ・寿 命無量 の 本体，こ れ が 人格化 さ れ

た もの が 阿弥陀仏 で あ り，そ の 本願 は理 想 で あ り，目標 で あ り，依 り ど こ ろ な の で あ る。

　か くして 我 が国で 盛ん に な っ た浄 L教 は ，そ の 母性原理 を大地 と して ，庶民 に ひ ろ く受け 容 れ ら

れ て い っ た もの と思われ る 、、

　　　　　　　　　　　　　　 《能 生 の 徳》

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 “ o）
　 　 （2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に も 「始め受　　　に は ，衆苫 を経 歴 して 而も能 く生む が ゆえ に ，能生 と名 つ くと い う 。 観経疏　経

胎 して よ り 10ヵ 月を終 る まで ，行 ・住 ・坐 ・臥に もろ もろ の 苦悩 を受 くる こ とは，とて も口 で 言い

得 る もの で は な く，欲楽，飲食，新 しい 衣 服 よ りもた だ子 の こ と を憂 い て ，心 は常 に 休 まる こ とが

無い 。 また 出産が近 づ くと次第に 苦痛は げ し く，昼 となく夜 とな く愁 い 悩む。 若 しお産 が重い 時は ，

百千 の 刄 で 屠 り割 くが 如 く，或は時 に そ れ で 死 ぬ こ と もあ る 。 而 して お 産が すん で 苦悩が去 る と，

喜びは 尽き る こ とな く，そ れ は 恰度貧女 が 如意珠 を得 た よ う で た と え よ う もな く．そ の 子 が 産ぶ 声

を発す るや ，妙 な る音楽を 聞く よ う に楽 しくな るもの で あ る 1と い う 。

　妊娠は生理 的な もの で は あ るが ，時 と して 肉体的 に 異常 を伴 う こ と が あ り，出産 に は 苦痛 はつ き

もの で あ る ，， そ れ らの 危険 や 苦痛 に耐え て ，能 く生ん で くれ る。 い や それ が 本来当然 の こ ととして ，

わが国 の 母 は受けい れ て きた の で ある 。

　それ ば か りで は な い 。妊 婦 に は強度 の 内向性 と外向性 とが ．まぜ合わぜ に な っ て 同時に存在す る
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’25

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 藤　岡　隆　　
／
」］

と い う独特 な 現 象が み られ．積極的で 楽大的な rg
’
iiと消極的で 悲 観的な面 とが あり，妊 婦 の 感情生酒

は．こ れ らを両 極と して 絶 え ず移動 し，不安定で 変 化 しや す い もの で あ ると い う 。 こ の よ うな 肉体

rl勺，精 神的，不安．苦痛に 耐え て ，能 く生 ん で くれ る の で あ る 。

C

　
3 ）

い や ，この ような け受が あ るか ら

Newton も着 っ て い るよ う に ．母親は 臼分の 予ど もを初め て 見た瞬 間か ら非常 に よ ろ こ ぶ の で あ ろ

う二
1D

　　　　　　　　　　　　　　　 《能 正 の 徳》

　 　 （2 ）

　経 　に は ，母手 を以 て 五 根 を i⊥1！む る が 故 に ，とあ る J 五 根 とは眼 ，耳，鼻 ， 舌，身で，外界 の 対

象を と らえ ，ま た 心 内に 五 識 ql上憂識．耳識，鼻識，舌識，身識） の 認識作用 を ひ きお こ す こ とに お

い て 勝 れ た は た らきが あ るか ら根と い い ，そ れが 五あ るか ら五根 とい う 。 理 はお さむ，玉 を お さ め

磨 くこ とで あ り，転 じて 広 く治め 【Eす 義で あ る 、、

　各年令の 発達段 階 に 応 じて ，個 々 の 子 どもの 個性 に 応 じた適切な保育方法が行わ れ る な らば， i巳

常な 発達が確保 され ， 時 に 不 適応の 状態 に 陥 る こ と が あ ると して も，全体 と して しだ い に い ろ い ろ

の 状 況 に適応 して い く もの で あ る。

　最近の 研 究に よ れは，子ど もはすで に新生 児期に お い て ，母親の や さ しい 語 りか け に 反応 す る と

い う 。 精神発達 を とげ さぜ る手段は ，乳幼 児期に は知的刺激で は な い 。家庭の 母親 に よ る f どもの

世話，愛情あ る接触 や交歓 を とお して な さ れ る の で あ る。特 に こ の 時期の 子 ど もは ， 五 根の 感覚刺

激 など の 学習体験を 母 の 手 で ．すな わ ち直接与 え ら れ ，経験す る こ と に よ っ て，い ろ い ろ の 精神機

能が 発達 して い くもの で あるli”

　　　　　　　　　　　　　　　 《養　 育　 の 　 徳》

　 　 c2）

　経　に は ，四 時の よ ろ しき に 随 い て能 く長養す る が ゆえ に ，とあ り， また，母 の 懐 を寝処 と し，

左右 の 膝 の 上は い つ も遊び場 とな り，乳房か ら 目
’
露の 母乳を出 して 与え ，ま こ と に 長養 の 恩 は天に

あまね く・臘 の 徳 は広 大に して 比 べ もの が無 ，とあ り，騨 ，琉
1°
｝・ も，L腱 後 3年間は 常に 子

どもの 糞便 の 中 に眠 り，ふ とん も衣 服 もきれ い で あ る こ とが な い・と あ る 。

　ロ シ ヤ の こ とわ ざ に 「母親 がた だ で して い る こ と は ，お 金を出 して 頼 ん で もや っ て もらえない 1
（11）

とい うの が あるが，こ れ は 母親 の そ の 子 に 対す る強い 愛着 attachment に よ っ て な され るもの で あり，

こ の 関係 は独特の 性格を持 っ て い る 。 まず生 まれ る前 まで 子 どもは 母親 の 体内で 育 まれ 、そ して 生

まれ た の ち．そ の 子 ど もが 母親 に 全面的 に 依存す るか ぎ り，母親 は そ の 子 の生存 を守 り通すの で あ

る 。 こ の 独特 の 強 い Eitttichmetlt が，乳児 の 牛 存 と成 長 発達 に と 一
・ て ，決 定的 な 意味を もつ もの で

あ ると い う。こ の 愛着 の 力は非常に 強 く，夜 とな く昼 とな く汚れ た おむ つ を替え た り，泣 き声 に 心

を配 っ た り，危 険か ら保 護 した り．眠 くて や りきれ な い よ うな夜 中 で も授乳 して ，自分の 子ど もの

齲 に・腰 孅 牲 な らば ， あえ て い とわ な い と い うi” 〉

ま た A ．H、M 。、1。wl ・ よ れば， 「人 間の欲求

は
一

般 に ド等 な欲求か ら高等 な欲求 に 配列で きる ，、 生 理 的動機が充足され なけれ ば他の 動機は派生

N 工工
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　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 人乗本生 心 地 観 経 に い う母 の 徳の 保育上 の 意義

しな い し，充足な どは問題 に な らな い 、．，しか し母性愛 は 違 う ， 燃 え さ か る炎の 中の 我 が 子 を 助 け に

行こ うとす る．こ こ に 人間 の 自己実現 の 欲求の 優位惟が あり ，
こ の 欲求 が理 想的 な母親を うみ 出 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （12）
て い ると考え られ る 」　と い っ て い る。

　Mc　Brydeは Duke　Universltyで ，母子 「司室制 を闘始 した と こ ろ，母乳哺育の増加 と，電話｝こ よ

る不安の 相談の 減少 をみ た と い う。 また Greenberg らの ス ウ ェ

ー
デ ン で の 実験 で は，無作為的 に 指

定 して 母子 同 室制を と らせ た母親は，同室制 を と らなか っ た 母親よ り自信を持ち，育 児 に 関 して は

自分が適 して い る と感 じ，さ ら に 自分の 子 ど もの 泣き声 に対 し，よ り鋭 い 感 受 性 を示 した と い う 。

Lind の 推論に よ れば，生後数分間 およ び数時間の う らに ，親子の 愛着 に と一．
・ て 最適 な時期で あ る感

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （11 ）

受期 （　sensiti 　ve 　 period ｝が存在する と い う。

　こ の よ う に して 母とチの 愛着が で きた子 どもは ，母親 の 膝を依 りど こ ろ と して ，活発な探索行動

をする よ うに なる と い う 。

　と こ ろ が 乳児院や養護施設 の よ うなと こ ろ で ，親か ら分離 して の 生活 が，子 ど もの 心 身の 発達 に

好 ま しくな い 影響 の あ る こ とが 指摘さ れ て い るが，H ．　Bakwin に よ れ は
1
，施設 で 生 活 して い る乳児

は ，家庭児に 比 較 して 微笑 も少 な く，喃語 も乏 しく， 落 ち着 きが な く．そ れ で い て 周囲に 無 関心 で

幸福そ うな表情が なく， 家庭児 と同 じ熱 量 を摂取 して い る に もか かわ ら ず，体重 の 増 加 も悪 い と い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （13）

う。併 しこ れ らの 子 どもも，家庭 に帰 ると，い ずれ も急 速に 圃復 した と い う。

また R．Sp1謬氤 施 設 乳 児 の 発達の 遅 滞が 9 − 12胡 で 購 で あるが，こ a ・
，ま母親不在 1・よ る

母性 的養護 の 喪失 ma しernal 　 deprivationに よ ると考 え られ る が ．未婚の 母親 に よ っ て 保 育 され て い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 “ 5 ）

る施設児 の 場 合，発達指数 の 低 ドは認め られ て い な い と い う 。 こ れ につ い て J．Bowlby 　は．母性 的

愛 情あ ふ れ た養護が あ る か ，な い か が問題な の で ある と い っ て い る。

　最近で は
一

般 の 家庭 で も，現代 社会の 生活不安 か らくる精神生活⊥ の 母 ∫
吃
分 離が起 こ りうる 、， す

なわち母 性喪失で あ る 。 母r関係 の 成 立 は，は じめ か ら本能 と して 固 定 して 存在す る もの で はな く

母とr一の 日常 の 具 体的な接触行動 の 中で つ くりあげ られ て い く 。 乳児 期に 母親 の 働 きか け　　感 覚

的，知覚的，言語 的刺激
一一

母 と子 の 感情的交流が なければ，子 ど も の 精神発達 や 情緒に 障害 を も

た らす こ と に な るとい う謡
且3 ）

　Theis や Simonsenに よ る と，親に よ っ て たえずなんらか の 形で 子 ど もとの 接触行動 を通 して ．感

情交流が な され て い れ ば，社会 的 に 不良 な家庭で あ っ て も． い わ ゆ る良 い 施設に まさ る と い い ， r一

ど もを不良 な家庭環境か ら良 い 環境の 施設 へ と救済 して も．そ の 努力は 大抵む だ に 終 ると い っ て い

る 。

（15）

　StQckh（）Em ’

s　 Home 　for　 Dehnquent　 Childrenの G．　Jonss〔m は，非 行 を犯 した少年の 処置と して

両 親 と少 年 を
一単位 と考え，家族と

一
緒 に 公共病院に 住まわせ る こ と に よ っ て ，更生 さ ぽ よ うと い

う努力を して い る。こ の 際 ス タ ッ フ の メ ン バ ー
は，とき ど き家族的 な臨床 医師 と して ふ る まうよ う

に して い る と い う．
〈16 ）

こ れ は親が そ の 少年 との 接触 を密にする こ と に よ っ て ．失 われた親子 関係，殊

に 母性愛 の 喪失 を と りもどそ うと して い る の で あ ろ う。

　W ．Healy ら も，家庭 環 境 殊 に 親 の 養 育態 度 の 重 安 性を 1，忍め て い る。而 し て 出生 直後 の 愛情飢餓
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 7）

状態 は，そ の 子 の 将来に 及 ぼす影 響が大 で あ る と い う。
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　 Leo　 Kanr］cr も，親の 養育態 度が そ の 子 の 人格の 発達を左 右す る と い い ，　 Ferencziは歓迎 され な

い 赤ん 坊は ，望 まれ て 生 れた 赤ん 坊 に み られ る よ うな生盾 と成長 に 対 す る意愁が少 ない とい う。 Be−

nder は早 期 の 愛情欠乏に よ っ て 生 じた性格や 行動 の 変化 と，器寅的な脳損傷 に よ っ て 生 じた そ れ ら

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 にユ8 ）
の 変化と が ，非常に よ く似 て い る と い っ て い る、、

　 G．Klilllanに よると．所 謂小児 の 微細脳障害 miTlmmal 　 brain 〔lysfunction　Syndrome が ，そ の 子

の 乳 児期に お け る 母親の うつ wこ態か ら生ず るの で は な い か と誰 論 して い る鯉

　M ．Mead に よ れ ば．ニ ュ
ー

ギ ニ ア で ，一一
つ は 徹底的 に fど も を かわ い が り．常に 乳房を ふ くませ

て い る 部 族 で ，そ の 中で 育 っ た 男た ちは協調的で，支配欲が な く，戦争 をき ら い ，ワ ナ に 獲物が か

か る ま で 待つ と い う 。 また 別 の 部族 の 母た ち は ， r ど もを好 まず，授乳 も 、

’
L っ た ままで する し，

−
r一

ど もが 満 足 しな い うち に 1ヒめ て しま う 。 こ の よ う に して育て られ た男た ちは好戦的 に なるとい う響
）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2 ）

　また授乳に つ い てで あ るが．経 　に もあ るとお り，母乳栄養は 当然の こ とと考 え られ て い た の で

あるが ．合理 的な 考え方 の 滲透 と．人工 乳 の 過 人宣伝等に刺激されて ．一．・時減少 した 母乳栄 養 も，そ

の 価 値が 再認識 され て ，増加 しつ つ はあ るの だが，往 時に比 べ 未だ しの 憾が あ る。母乳 は栄養的 に

も，消化の上 で も乳児 に 最適 の 状 態 に あ り．また 免疫体や各 種 の 酵素 等を含ん で い る と考 え られ て

お り，また 母親 の 健康 維持に も利点が ある。か つ Skinshipを通 して ．母子 の 精神 の 安定 に もす ぐれ

た効 果が あ る と考え られ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c．21〉

　Mary 　 rmogeHe 　Bassett　Hos1）ita［の A ．　S．　Cunningham は，母乳 で 育 った 児 は ，特 に 出生 後数

ヵ 月に わ た っ て 羅 患率が か な り低 く，母乳 の 防禦 作川 は 母乳栄養 の 期間 と程度 に比例 して 強ま り，

軽 い 疾患 よ り重 い 疾患 に 対 して ，よ り強 く作用 す る 。 そ して こ の 傾向は生 後 12ヵ月で も依 然 と して

存在 して い て ，こ れは そ の 他諸々 の 環境 因子 とは関係が な い よ う だ
’
と い っ て い る、，

　こ れ ら の こ と は．乳幼 児期 に おける 母親の 養 育態 度が，そ の
．
チ に 及 ほ す影響の 大な る こ とを物

語 っ て い よ うc

《智 者 の 徳》

　 　 （2 ）

　経　に は，能 く方便を以 っ て 智慧を生 ず るが故 に智者 と名つ く，と い う。智慧 と は 文殊 の 智慧 で

代 表 され る よ う に，不二 の 智 慧 で あ ろ う、、 人 は 善悪．正 邪，美醜，貧富，男 女を分別 して こ だわ る

もの だ か ら不安定 に な り，争 い 合 うの で は な い で あ ろ うか 。 E．　Fromr甘
22 ）

も 「人閻を光栄に 導 び い

た 埋 性は また同il寺に 彼の 呪詛 で あ る。何故な ら理 性 （分”llす る心 ）は，一
質 して 人間 を解決不可能

の ：：分性の 問題 を，強 い て 解決 しよ う とす るの で ，ど うして もさけ が た い 不均衡の 状態に お と しい

れ る 1 と い ．
） て い る 。 こ れ らは本来根本的に そ の よ うな 差別 が あるもの で は な い の で あ っ て ，役割 ，

おか れ て い る 立場の 差 で はな い で あ ろ うか 。

　た とえ ば か つ て 女 囚 で あ っ た人が ，道路一L事中片側 通孑了の た め交通整理 を して い た と しよ う 。 そ

こ え 刑務所 長 の 車 が通 りか か り．彼女 の
一

時停 ILの 制ILに あ
一．

・ た．とき，そ の 所 長は すなお に そ の 女

の 指 示 に 従 い ．あた た か い 願をか け こ そす れ，卑窟な差別 感情 をそ こ で い だ くで あ ろ うか n そ こ に

は 男 女，貴賎，貧舘等の 差別 は な く，あ る の は 立場だ け で あろ う。
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　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 大乗本生心地観経 に い う母の 徳の 保
．
育 ヒの 意義

　 　 　 　 〔z3）

　徳崎好夫　 も言 っ て い るよ う に ，や や もすれ ば女性 が 家 庭 に 1ヒま り，育児 や 家事に 専念 す る こ と

が ，つ まらぬ 仕 事で あ り，あ たか も男女差別 で あ るか の よ うな考えが あ るこ と が 問題 な の で あ る 。

む しろ育児 や家事は重 要な仕 事な の で あ る 。

　近 時生活の 科学化が進 む に つ れ て ．経済生 活一L，社会生 活一Lの 調整 に失敗 した 母親，特 に若 い 母

親 が精神的動 揺を来 た して 病的 とな り，子殺 しや 母子心 中が増え て い る。また価値感 の 多様化 か ら

母親蒸発 に よ る父子家庭が ふ え て き て い る 。 そ の 結果， fの 養育 を親 よ り引き離 し，専門的集団的

保育施設で育 て る傾向が ある が，か つ て は施設で の 集団生 活 は子 ど もに発達 の 遅滞 や，さま さまな

精神的不健康 を もた らす ばか りで な く，身体II勺に もい ろ い ろと影響を及 ぼす こ とが知 られ て お り，

こ れ は hospita］iSm と呼ばれ て い る。

　施設で 育て られ た子 ど もは，他 人に対す る根本的な 信頼感か 養わ れ て い な い 。また 社会 的関係 は

皮 相的 で あ っ て ，青年期ま で 持続す る 社会 的，情 緒 的 不適応 は，彼 らの 初期 の ｝業境 の 激 しい 涸渇 と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （24 〕

情緒r1勺無反応 の 結果 で あ ると い う 。

　併 しこ の 欠点が 指摘され ， 適 切で 1−・分な物的環 上；琶と母性的 養護が あ れ ば、避 け られ る も の と考 え

られ ， 今は こ α）よ うな old 　 type の h⊂｝SPItallsm は な くな っ て きた。 こ れ に 対 して 精神面 の 遅滞や 異

常 は new 　 type　 hospitalismと い われ て い るが，保 育内容 の 向 Lにつ れて 減少 して い る。

　 しか し乳児 院，養護施設の 経験を した 少 年の 退 所後 の 社 会生 活 が，必 ず しも容易 に 適応 Lて い る

とは言え な い の で は な い で あ ろ うか 。 東京都 シ ビ ル ミ ニ マ ム 研究資料に よ ると，乳児院，養護施 設

で 成長 し，中学を卒 業す ると II二ll時に 印刷工 場1こ 勤め るよ う に な っ た或 る少年は，初め て の 給料で ，

か ね て よ り欲 しか っ た ト ラ ン ジ ス タ
ー

ラ ジオ を 買 っ て しま っ た。少年 はそ の 日．独身寮の 賄 い 婦 に

得意 気 に それ を 見ぜ た と こ ろ ，あ と 1 カ 月 の 間 ，次 の 給料 日 ま で ど うする っ もりな の か と，きび し

く叱責された と い う。そ うい え ば残金 は い く ら もな か っ た そ うで あ る。「今 に な っ て 考え て み る と，

金 と い う もの が よ くわか らなか っ た 1 と，彼 は当時を思 い 出 しな が ら語 っ た と い う。家庭 で は子 ど

もの こ ろか ら母親 が家計 の や りく りに 苫労 して い た り，急 な出費 の 際 に は ，両 親の 口 論 の ひ とっ や

ふ た っ に は 出合 うの で は な い か。 しか し施 設 で は こ の 種の 出来事に．身近 か に 接す る こ と は まず な

い 。

　と こ ろ で こ の 問題 は，何 回か の 失敗を通 して ， や が て 身に つ け る こ とが で き る 。 しか し 1ど う し

て 働か なけれ ば な らな い の か 」 と い う疑 問が わ き一ヒっ てきて，ど うに もな らなか っ たそ うであ る 。

ど う して 働か なけ ればな らな い の か と い う疑問は，ど う して 生 きなけ れは な らな い の か と い う命題

に もかか わ る悶題 で ，欠勤が 2度， 3度 と重 な り，結局そ の 工場を や め て しま っ た とい う 。

　こ の 少年 に 対 して 知能検査や 性格検査 を実 施 すれ ば，こ と に よ る と．数概念 や 時間 と空 間 の 概 念

形成が 劣 っ て お り，か ん し ゃ くを起 こ しや す く，攻撃的 で ，注意力に 欠け ，人間関係 に 浅 薄 で あ る

と い っ た 施設児 に 特徴 的だ と い われ る結果が で る か も知れ な い 。

　併 しこ の 青年 は そ の 後多 く の 苦労 を経 て ，最後に ア フ タ
ー

ケ ア 施設 の 施 設長に 偶然の 機会に 出会

い ，立ち直 り，そ して 彼は 「生 まれ て 始め て 親 と い う もの ，愛情 と い う もの が わか っ た よ う に思 う」

　 　 　 　 　 　 （13）

とい っ て い る 。

　すな わ ち施設は 改 善され．hospitalismは可成 り解消され た ようで は あ る が，まだ 多 くの 収 り残さ
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れ た問題 が あ る の で あ る 。

　 また Amerlcall　 Acaderny　 of 　Pediatricsの 会合で ． ジ ョ
ージ タ ウ ン 大学小 児精 神科 の L．　Cytryn

は ，米国 で 青少年 期 の 自殺 が 過 去 15年間 に 3 倍 に増加 して い ると い い ，こ の よ うな増加 は貧困 とか

人 口 過密 とか．失業 と い っ た 環境が 原因で はな い と い っ て い る。また ス カ ン ジ ナ ビ
1
ア で は ，経済状

態が 最低 の 階層で は 自殺はほ とん ど な い と い う。Cytrynに よ る と自殺 しよ うとす る若者 には い くつ

か の 共通 した 因 子 があ り，そ の
一・

っ に ， 12才以 卜
．
で は ほ とん どが離婚家庭 の 子 で あ り，彼 らは本当

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔25｝

に 孤独 な の だ と述 へ て い る 。

　 され ば貧 しく と も両親の い る家矼 で 育 て られ る こ とが，子 どもに と っ て は 最 も大切な こ と で あ り，

こ れに よ っ て生 きる智慧 も与え られ る の で は な い で あろ うか 。

　
一・
見平 和 で 何事 もな い よ う に み え る人間関係 も，　

．
歩間違 え ば恐ろ しい 地獄で あ る 。 親殊 に 母親

は．実際に 自分 の 具体的 な人 乏L経験，身 の 毛 の い よ だ つ ほ ど の 恐怖 或 は危険を経 ，
い か に 生 くべ き

か を傷だ らけ に な っ て 獲得 し た 智慧 を，日常の 会 話を通 して ，そ の 子に よ く教え て くれ る もの で は

な い で あ ろ う か 。

　 ま た 母匡D泉理 の 絶対 受容 の 精 神 は．如 何な る もの も許 し受 け容れ て くれ る こ と に 違 い は な い が ．

幼 な い 時 か ら何 が善で あ り，伺が悪で あ るか を父性 に よ っ て 教え こ まれ た 者が ，た また ま過 ち を犯

して ，そ の 罰を恐れ て い る時，そ の 者 を咎め る ど こ ろ か ，」．Macmurra ゾ
26 ）

も言 っ て い るよ う に，自

分 こ そ 許 されね ば な らぬ 人間で あ っ た と い う傷つ い た 心 を持 つ 母の 心 に ふ れ て ，却 っ て 懺悔は 深 ま

る もの で あ ろ う。

併 し，初めか 膳 悪を教え られ な い で ．自己・冊 II・丿嬬 て られ好 ど もに ，　 R 。9，，ぎ
27 ）

の い うよう

な Non 　Direct．ive　Counseling非指示的カ ウ ン セ リン グ で は，　 E．　A ．ル
ー

ミス もい ．
っ て い るよう に，「わ

れわ れ の 沈黙 や 寛容は ，相手に そ の 行為を承 認 した もの と して 理解 され るだけ で な く，そ れ ど こ ろ

か，時に は そ の 誤 まれ る行為を催促 して い る もの と して ，受け と ら れ る こ と が しば しばあ る」
鵬

送あ

ろ う。

　こ の ような絶対受容の 心 を持 ちな が ら．父性原理 を尊 亟すべ きこ とを教え育 て て くれ る もの が ま た母

の 智慧 で もあ る 。 そ れ は また浄
．
卜教 で い う阿弥陀仏 の 第 卜八願 の 抑 止文の ヒに ，現 われ て い る と思

わ れ る の で あ る。蝋 聖 人の 尊顎 像 銘文 砿 本 ） に12％ の 文 を註 して 雕 除 と い ふ は た だ の ぞ

くと い う こ と ば ui． ．ノ．1／逆 の つ み び とをきらい ，誹謗の お もき とが を しらせ むと 也。 こ の ふ た つ の っ

み の お もき こ とを しめ して ． 卜方の 衆生み な もれず往生すべ しと しらせむ とな り」 とあ り，如何 な

る子を も妥け容れ る母に も．罪は 罪 と して 知 らせ る そ の 智慧が なけれ ば な ら な い の で あ る，，知 らせ

る こ と と ， 許 し受け容れ る こ ととは矛盾 しな い の で あ る 。

　絶対の 受容 は勿論 璽要な こ と で は あ るが，た だそれだ け で は 救済は 現 実的 で は な い 、， む しろ訥さ

れ ざ る罪 の 自覚 があ っ て は じめ て そ の 受容 ・救済 が絶対的の もの とな り，す な お に 懺悔 は 深 ま る も

の で はな い で あ ろ うか 。

　 　 　 　 c30＞

　鈴木大拙　　　　　　も，自然法爾は我讎 勝 丁 と い うこ と で はな く，は か らい の な い 世界 が最 終の 目的で あ

る が．そ れ を達す るま で は．ど う し て も一べ ん 知 の 田：界を 通 らぬ は な らぬ 。知 の 世界，はか らい の

lll堺 を苦 しみ ぬ い て ．そ こ に は か ら い の な い 世界，自然法称 の lil：界が ひ らけ る の で あ る 。 イ1［崕…の 歌
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　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 人 乗本生 心 地 観経 に い う母の 徳 の 保育 Lの 意義

に もあ るよ うに 「よ しあ しの なか を 流 る る清 水か な」，葦の こ とをと こ ろ に よ りよ しともあ しと も

嵩 っ て い る が，善悪 の 世界をそ の ま ま に ，そ の あ い だを清水が流れ ると い う自然 の lll：界が展 開され

る の で あ る と い っ て い るが，．一．癇 か ら昌「

え ば，善悪をそ の ま まに 受け容れ る世界が あるの で ある 。

　　　　　　　　　　　　　　　 《荘　 厳　 の 　 徳》

　 　 （2，

　　　に は，妙 な る瓔賂を以 て 而 も厳飾する が 故に ，荘厳 と名つ く とあ る 。　経
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c31〕
　　　　　　　　　　　　　 に は，仏は能 く三 干大 ｝

一・
世界 の 華 香，樹 木，一・

切 0）土地を して ，皆　荘厳 に つ い て 大智度論巻 10

悉 く荘厳な ら しめ た ま い ，一
切 衆生 は皆 な悉 く和同 し．心 転 じて 善を なす とあ る 。

　家庭 は， fど もが 始め て 社会 関係 を結 ぶ も っ とも大
．
切な環境 で あ る、、子 ど もが最 も依存性と 可塑

性に富ん で い る時期 に，こ の家庭の 中で 養育 され，保護 され， しつ け られ，遊 び，社会 へ の 適 応 を

学び，人格 の 基本 が形成 され る。 した が っ て家 庭 に障害，例え ば欠損家庭，犯罪家庭 ，不道 徳家庭，

葛藤家庭，養育 E の 過誤 ，直困な どが あ る と，人格の 健 全 な発達 が妨 げ られ，犯罪 や非 f〕に 走る重

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （s2）

要 な原囚 に な りかね な い の で あ る 。

　環境 ，殊 に家庭 f景境を解決 し満 足す る，す なわち荘厳す る こ と に よ っ て ．子 ど もは 心 臼らあ らた

ま り， 善 い 行 い が で き るよ う に な る で あ ろ う 。 rfljして こ れ を能 く な し得 る もの は ，母親 で はな い で

あ ろ うか 。

　 　 　 　 　 　 　 　 （31 ）

　また大 智度 論巻 4　 に は t 身荘厳な らざれ ば 菩提心 は そ の 身中に住せ ずとあ る。

　身体 が健全 なら必ず心 が健全だ とは限 らぬ まで も．身体が健全 で なけ れば，｛建全 な心 が そ の r一に

そ なわ り難 い で あ ろ うか ら．身体 も健全に 育て る へ きで あ ろ う。

　また大智度論巻 4蓉
33 ）

に は，荘厳 につ い て ．「人の 遠 くに行 くに ・貢く資糧有る が如 く，また賊を破す

る に 諸 の 器杖 を備 う るが如 し。 煩悩賊 を破せ ん と欲す る が故 に 。諸 の 福 徳智慧 を集め ，以 っ て 資糧

と なす」 と あ る。

　親 の 願 と して ．そ の 子 に 遠大 な る 目的を達成 させ るため に は，社会 の い ろ い ろ な誘惑に 負け な い

よ うな智慧 と，人を感化せ しめ るよ うな仁徳，そ れ に 中途 で 挫折す る こ と が な い よ うな精神力を身

に つ け るよ うに，育て あげる こ と で あ りま しょ う、，

　大智度論巻 46331こは ， 誓願 を 名 づ け て 大荘厳 となす とあ り，親 の 願か そ の 子 に そ そ がれ ，そ の 子

に つ い て 離れ ず，能 く荘厳 と な っ て い る こ と で あ ろ う、、

また大 乗荘厳 経論
〔341

・ は，義を よ く矢［1。 て い る者が ．縦 な る 諜 ，無垢 な る蝉 を P／・ て 義を

明 らか に す る ，開示す る こ とが荘厳 だ と い う 。 親の 願が 本当に解 っ た f’ど もは，親 の 願を そ の 行 い

の ．上に 示 して ，能 く人を導き．人に尊敬 され る人と な る こ とで あろ う。

《 安 　 隠 　 の 　 徳》

　H ．F．　 Harlow の 研 究 に よれ ば，サ ル の 子 どもを使 っ た 実験で ．代 用 として の 針 金 で 作一
⊃ た母親 と，

テ リ
ー織 の 母親 と，い ず れ に よ り多 く接近 す るか を，両 方か ら餌を

’

手え られ る よ う に して 試み た と
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こ ろ．テ リ
ー
織 の 母親の 方 に よ り多 く しがみ つ くこ とが 明 らか に され， こ れ に よ っ て サ ル の チは ，

餌の 他 に 接触 に よ る愛情を求 め て い る こ とが わか っ た 。 また 恐 ろ しい 目 に あ わ せ る と，針金 の 母親

か ら乳を飲ん で 育 っ た子 ザ ル も．テ リ
ー
織 の 母親ザ ル の 方 に 走 ・

っ て い っ た 。 こ れは そ の 方が ，い っ

そ う安心 感を与え て くれ る た め で あ ろう。つ ま り触 覚 ll勺刺激は 生 まれ つ き動物 の 赤ん 坊に満足 を与
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3「J ），（36）
え ，そ こ に 安 らぎを得 るた め で あ ろ うと い う。

　 　 　 　 　 　 （37 エ

　 W ，Glasser に よれ ば， 母親 は わ が 子 を愛 し，そ の 子は 母親をよ りど こ ろ と して 慕 う，こ の 愛 し

愛 され る欲 求 と．自分は 自分 自身 に と っ て も，子 ども に と っ て も価 値ある存在 だと感ず る欲求 が，

母親 に と っ て も必要 で あ ると い う 。

　 人間 の 母親は ， 妊娠．ウ｝娩そ して 授乳を は じめ，養育行動 の 1」常的繰返 しの 中 で ，子 ど もに と っ

て も っ と も価値あ る存在 で あ る と い う自覚が で きあ が り，乳児 も また ，授乳，排 泄物の 除去，愛 撫

な どの 生 理的欲求の 充足を とお して，母親へ の 磧極的思慕を示す よ うに な る 。 子 ど もの 健全 な心身

の 発達 は こ の よ うな安定 した 母子 関係 の 中で 遂げ られ る。

　 こ の よ うに して 母子 関係 が安 定 して くる と．生後半 年 をす ぎ
’
る 頃か ら探索活動を は じめ るよ う に

な る が ．子 ど もは い っ も母親を安全基地 と して 確保で きて ．は じめ て 店発に行わ れ るよ う に な る も

の で あ る。す な才）ち母の もとで は， い つ で も受 け容れ て もらえ る と い う安 らぎ
’
が あるか らで あ る 。

　 1」本最初 の 精神分析医 とな っ た 古沢 平作は，1932 年 7月 ウ ィ
ー

ン の フ ロ イ ド宅 を訪 れ ，r阿闍世 コ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （38）

ン プ レ ッ ク ス 』 な る，i侖文 を提 出 した。　そ れ まで の 精神 分 析 学の上 で は，罪責感の 根本 に oedipus

complex が 存在 し，こ の 罪責感を免れ るた め に ，或 い は こ れ を鎮静させ るため に刑罰を望 む の で あ

り， こ の 罪 貢感 が 犯罪，非行に 先行 す ると考え られて い 浸12）

　Oedipusの 欲望の 中心 を なす もの は ， 母に対す る性愛 の ため に 父 を殺す とこ ろ に ある 。 然る に 阿

闍iitの 母に 対 す る殺意 は ， 母に対す る愛慾にそ の 原囚が ある の で は な くて ，当然母 に はゆ る さ れ て

い る筈 の 「1己 の 生命が ，そ の 母 に よ っ て 裏 切られ た と い う怒 りか ら発 して い る の で ある 。

　わが国の 子 ど もに と っ て ，親が 男 ・女で ある 現 実に直面 す る （．と，と りわけ そ れ ま で得 られ て い

た 母と子 の
一体の きずな をゆ るめ て ，母が女に な っ て しま う こ とは ，許 し難 い 裏 切 りで あ る 。 そ し

て こ の 時，母へ の 甘え は怨み に 変わ る が，母に 対す る こ の 甘え と怨み の ambivalence （反対 感情併

存） は ，実 は 日本人な ら誰で も，必 ずそ の 深層 心 理 に 抱 く根源的な萬藤で あ る 。

　 しか もわ が国の 場合，父 ・母 の 側 もま た ，自分たち に 向け られ るこ の 子 ど もの 怨み に対 して ，罪

悪感 をお こ しこ そす れ，自分た ち の 男，．女と して の 正当な権利 を，子 ど もた ちに 向 っ て 主張す る こ

とが で きな い 。

　と くに わ が 国 で は ，江戸 時代以 来の 間引 の 怨念 が現代 の中絶土 国 に ひ きつ が れ，ひそか な罪悪感

を もっ 母親が 多 い
。 怨みに 駆 られ た子 ど もたち は ， 親の側 の こ れz らの ひ そ か な 自責感 や う し ろめ た

さ を読 み とる こ と で．そ の よ うな親 ら しくな い 親を，徹 底的に 貢め 苛む こ と に な る。こ の 未生 怨 こ

そ 阿闍 世 コ ン プ レ ッ ク ス の 主題で あ る。阿閣世の 物語 を導 くもの は ，母と子 の 相 互関係 的な通 い 合

い で あ る。韋提希夫人が 自 己中心 II勺な 母か ら，ま こ との 母 へ と 心 理 的成 長を とげる そ の 推移 と の 柑

彑 関係 の 中で ．阿閣 世もまた 「母へ の 怨み
一

罪 悪感　　母 に ゆ る さ れ る体験　　懺悔心」 と い う

心 理 的な成 長 をとげ て ゆ く。 母と子 は互 い に 相互 関係的 ，相 互対応的 で あ っ て ，「性愛」とか 「憎 し
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大乗本生心 地観経 に い う 母 の 徳の 保育 E の 意 義

み 」 とか 「罪 」 とか の ，実体化 さ れ た 何か に よ っ て 決定 さ れ な い 、、そ して こ の よ うな椙彑性は ，以

心伝心 に お 猛 い の 気持 をわ か り合 う日本的 な コ ミ．・ニ ケ
ー

シ ョ ン と表裏を な し，お互 い に 気心 の 通

じる者「司志 として ，臼然に 相手の 気持 を察 して 事を運 ん で い く，一
つ の Ll本的 な才能に もな っ て い る。

　占沢 に よ れば，子 の 「攻撃 一佳返 し」 を超え た こ の 母或は母 性愛 に よ る 「ゆ る さ れ 体験 1 こ そ が

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くヨゆ

真の 人倫の起 源で ある と考え ，そ して こ の ゆ るされ型 の 罪意識 を懺悔心 と呼ん で い る 。　 即 ち ．ゆ

るされ体験 に安 らぎ，「安穏」をおぼえ．自分 の 罪 業を 自覚する こ とが深 まる の で あ る。

　母性の 原理 は，包含す る機能 に よ っ て 示 さ れ る ， そ れはす べ て の もの を，良 きに つ け悪 しき に つ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3S 〕

け包 み こ ん で しま い ，そ こ で はす べ て の もの が絶対的 な
’
ド等性 を もっ 。

　親鸞に対す る救世菩薩の 夢告 に 「行者宿報設女犯　我成 玉女身被犯　
一生之問能荘厳　臨終 引導

生 極楽i40）

とあり，前 二 句 は女 犯 と い う破戒行為 の 善悪 な ど問題 に せ ず．徹底的 な受容に よ る救済

を誓 っ て い るの で ある 。こ れは勿論母性的 な愛情を代表す る もの で あ る。

　こ の 母性愛 がそ の 子 の 身に 到 り届 い た時，そ の 真実 の 愛を 讃嘆す る 心 が生 じ，こ の とき 自 ら懺悔

の 心 が 深 ま り，こ の 徹底 した懺悔 の 場 で すべ て の はか らい ，迷 妄の 心 が消滅 して ．そ こ に 本来 あ る

べ き自己が，本来 あ る べ き方向に 「司 っ て 現 われ で て く る の で ある。そ れ は真実 の 親 の 願 に か な っ た

人 間に な らねば な らぬ と い う 自覚 を持ち ，そ して 彼 自身 の 本来 の 1］的と，そ の 目的 に か な っ た精進

をす る姿とな 。 て現 われ る こ とで あろ う．そ して Frankd
（Za ）

もこ の 1−1・1
’
1勺と役 tiを持 つ こ と1・よ ・ て ノ、

は充足感 ・安 らぎを得 る こ とで あ ろ う と言 ．
っ て い る。

　しか し E．Neurnann に よ れ ば，子 ど もが勝手 に母 の 膝 ドを離れ よ う とす る と，母は子 ど もを 呑み

こ ん で しま う
一

面 を持 っ て い て ，か くて 母性原理 はそ の 肯定 1］勺な面 に お い て ．生 み 育 て る もの で あ

り，否定的 な面 に お い て は呑み こ み ， しが み つ き して 死 に 到 ら しめ る面を も っ て い る 。

　何 もの を も呑み こ む恐 ろ しい greaL− mother 太母像 と して は，牛 も荷車 まで も呑み こ ん で しまう

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （38 〉

よ うな山姥 の よ うな もの で あ り，また 鬼子母 などは 太 母の 二 面性 を如実に 示 して い るとい えよう 。

　Junffi
）
に よ れ ば，母性 の 本質 は慈 しみ育て る こ と，狂宴的な情 動 性 と暗黒の深 さが あると い う。

即 ち何 もの をも区別 しな い 平等性 と，すべ て の もの を呑み こ む恐 ろ しさを示 して い る と い う 。

　宝積経 巻 44
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たも，母も時 に 女 とな り，よ く女α）幻誑 の 術 を身 に っ け て ，男子 の 大志 を摧 くこ と

が あ る とい う。

　 で あ るか ら未熟な母の 愛は，一
歩誤 まると r一ど もを犠牲 に して しま うも の で あ る。

　而して こ こ で い う母親像は ，そ の 肯定 的な而 で あ る こ と は 勿論で ，そ こ に こ そ 真の 安穏が あ るの

で あ る。而 して こ の 母 親像の 舎定的 な面を抑制す るため，次の 教授．教誠 与業 の 徳が 説か れ て あ

るの で あ ろ う、、

《教 　　授　　の 　 徳》

　経12冫に は，善巧方便 して 子を導 引 す るが 故に 名づ け て 教 授 と い うとあ る 。

　前に 述 べ た とお り，親は そ の 生 活態 度 を通 して ，子に 如何 に 生 くべ きか を， い ろ い ろ と教 え て く

れ る もの で あ ろ う。
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　入倣 繼 押 に も淫 1函 購 を 示す銘 け て 説法となす と劫 ，智麟 翻
44

｛、は ， 説法 a、．

一
．

種あ っ て ．一
に は 口説法， 二に は身現 法 で あ る と い う e 身現 法 と は，身す なわ ち行動で 示 し導 くこ

とで あ り，入 楞伽経の 説法 に 通 ず る もの で ，言葉を用 い ずに能 く，導 び く こ と が で き る の は ， ふ だ ん

か ら信頼 関係 が で き て い る か らで あ ろ う。こ の 身現 法が す な わ ち こ こ で い う と こ ろ の 教授の 徳 で は

な い で あ ろ う か 、，

　 今，家 庭 内 で も，そ して 学校 内で も，暴 力問題 が重 大関心事 に な っ て い る 、， そ の 原因は い ろ い ろ

あるで あろうが．か つ て は家庭内に 於て も．学内 に 於て も，権 威 とい うもの が あっ た し，そ れ に対する

尊敬或は畏敬 もあ ．．
・ た。併 し今は そ れ が な い 。 む しろ権威 と権力とを混同 して ，そ れ に 反 抗す る傾

同が強 い こ とに ，そ の 原因 の
一・

つ がな い で あ ろ うか 。

　権威と して の 存 在 で あ る父親 は，妻 や r一が つ く りあ げ る 父 親イ メ ージ に ，うま くの っ か か る こ と

で あ り．妻子 が 父親に求 め る そ の 願望 に か な っ た イ メ
ー

ジ に な る術を身 に つ け る こ と，そ の 実力 と

い うか ，権威 を身 に つ け るこ と で あ る。そ して 母すなわ ち妻 は， f“どもに こ の 父親 イ メ
ージ を つ く

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c45）
る 役目を持 つ こ と で あ る。

経策 も 父に慈恩 あ りと い 。 て L・ るが．蹊 バ
6
｝・ も， 。 の 慈 の はた らきに つ い て ，　 t： だ い る

だ け で 相手 を畏敬せ しめ る作用で あ る と説か れ て い るが ， こ れ は こ の イ メ ージ に通 ず る もの で は な

い で あ ろ うか 。 また こ れ が私 の い う権威 で もあ る 。 而 して こ の 権威 も単な る幻影で あ っ て は な らな

い こ どは ，勿 淪 で あ る 。

　 　 　 c46）

　同経 　に ，我々 を守 っ て くれ る もの の
一

つ に禁戒が あ る と説 い て あ るが．こ れ は 権力 に よ る抑 ［ヒ

で は全 くな く て ．願か ら発す る もの で あ り，こ こ で い う権威 とは こ の願が そ の 人柄の ！t に 現 わ れ 出

た もの で なけれ ば な らな い 。

　
パ ウ ル ・

フ ェ ダ・一
ン に よ っ て 語 られた 「父親な き社会」 と い う言葉 は ，い つ の 間 に か現代社会の

心的 な特性を言 い 表わ す基本概念 の ，一
つ に な 一

・ て しま っ たt47）

　善悪 の 区別 が あ い まい に な り，自信 を失 い ．迷 い な が ら しか 子 供 た ち を指導 で きな い 父母や教 師，

罪と罰 の困果関係が拡 散 し、見 失わ れ ．価 値観 が 多 様化 しす ぎた た め に ，特定 の 規制原理 を相対的

な もの と して し か ，人 々 が 受 け と られ な くな っ て しまっ た 時代，何事 に も責任を廻避 し，当事者 と

な らな い 処 世術 が人 々 の 身に つ い て しま っ た社会生 活 ，個人の 感・情や利害を人権 の 名の ドに 優先さ

せ ．袿会秩序 や国家を軽ん ず る風 潮 ，こ の よ うなわ が 国 社会 の 現 代的な苦悩は ，第一
に

“
母 な る も

の Lk の 古来か らの よ き伝 統 を否定 し ， 父性原 理 で あ る西洋 の 規制原 埋 へ の 同
・
化 に 努力 し，そ の 結

果親子 関係 に おけ る r日本的 な もの 」 を見 失 っ て しま っ た こ とで あ る、，第 二 に ，こ の よ う に 高価 な

犠牲を払 っ て 達成 しよ うと した西洋化 へ の 努力が ，結局 は欧米 先進 国に共通 の ，現代 社 会に 特有な

父親 な き社会化 を，ひ きお こ して しま
一
丿 た こ とで あ る と い う238）

　また もう
一

っ の 原因は ，学 内 に 於 て も，家庭 内 に 於 て も，学業成 績 の よ い もの だ けが受 け容 れ ら

れ ，そ れ に つ い て い け な い もの は 「落 ち こ ぼ れ 」 と して ，受け容れ られ な い 傾向が あ る こ と に よ る

の で は な い で あ ろ うか。

　人 に は そ れ ぞ れ 智的 才能に 優 れ て い るもの もあ り．肉体労働に 向 い て い る もの もあ る 。 人間 の 価

値 は学業だ け で 決 ま る もの で は な い こ とは ， 社会に 出て みれ ばわか る こ と で あ ろ う 。
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i3 −f

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 大乗本生．心 地観経 に い う母 の 徳 の 保育上 の 意義

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （48）

　　　　　　　　　　　　　 は，過 激な学 牛運動 に 対 して ， 身体 の 行使 を軽視す る こ と は ，あ ら　 フ ラ ン ス の Robert　 Debfe

ゆ る角度か らみ て 極め て 遺憾 な こ と で ，多 くの 彼 らに つ い て ， homo 　sapiens （知 虻」人間 ）が homo

faber（工 作的 人間）を抑圧す る こ と は ， 浅慮以外 の 1・∫もの で もな い と警告 し，知的労働の 行き過 ぎ

の 結果，か き 乱 され た彼 らの 不均衡は ，彼 らの 生活の 中に ，工作 人と して ．或 は労 働 者 と して ，あ

る い は技能者 として の 訓練を織 り込 む こ とに よ っ て ，挽囘され る で あ ろ う と言 っ て い る 。

　如何 に 正 しい こ とで あ っ て も，権威，願 い に対す る信頼が失 われ て い る現 今 ，時に はや は り言葉

も，すなわち 忌
．
っ て 聞かせ る こ と も必 要であ る。こ れが次 に あげる教誡の 徳で は な い で あ ろ うか 。

《 教 　　誡 　　の 　 徳》

　 　 （z）
　　　に は ， 善き 言

．
辞 を以 っ て 衆悪 を離 る る が 故に と い う。　経

　仏説華手経149｝こ 「もし善か らぬ 考え を持 っ て い た ら．そ れ をす べ て 能 く知 りつ く して ，言葉を選

ん で ． 正 しい 道 に教え導 く。 時に は すすん で 教え 導 くが ，時 に は じ っ とそ の 時機を 待 つ 。人 に は考

え方 に差が ある こ とをよ く知 っ て ，それ に 応 じて 教え導 くの で ，よ く正 しい 道 に 導 き入 れ る こ と か

で き る 。 また時に は呵責す るが，ただが む し ゃ らに 呵貞す る の で な く，時に 応 じて 相手 の 意 見を よ

く聞 く。 如何に 善好 の 言 で あ っ て も，時宜 を得 な けれ ば聞 い て もらえ るもの で はな い 」 とある 。

　成実論
（50
｝こは また，人が業報 の ため に障え られて い るときは ．そ の 業報を尽 くさ しめ． しか る の

ち正 し い 道 を説 く，とあ る 。

　か く して は じ め て 諸の 悪
，

過 ちか ら離 れ しめ る こ とが で きる こ とで あ ろ う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5ユ）

　弥陀 の 本願 に ，得弁才智の 願 と い うの が あ るが．　 こ こ で 言う善き言 辞とは即ち弁 才 智，正 しい

智慧を以 っ て 以 ヒの こ とを よ くわ きま え ，あ ら ゆ る r一ど もに 碍 りな く説 い て 導 く言葉の こ と で あ ろ

う。また 正 しい 智慧 とは ，人は願 い 願われ て い る存在 で あ る と い うこ と，願 う以一ヒに 願わ れ て い る

存在で ある こ とを知 ら しめ る智慧で あ ろ う 。 どれ ほ ど価値感 が 多様化 して い よ う と ．こ の 願 こ そ は

永遠 の 真実で あ ろ う。 こ の 願 に よ っ て 人 は生 き，人は うまれ変わ る もの で は な い で あ ろ うか 。

　こ の願 は，こ の 世で 最高の もの で あ り，こ の 願に動か され な い もの はな い と信ず る が 故 に
， 私は

こ れ を こ こ で 権威 と い う語 で 説明 して い るの で ある 。

《 与　 業 　 の 　 徳》

　 （2）
　　　に は ．能 く家 の 業 を以 て r一に 付属する が故 に とあ る。　経
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5Z 〕

　　　　　　　　　　　　　 も，家庭内 で 勉 強以 外 の 人生問題に つ い て の 話 し合 い の 機会 が な い　精神衛生鑑定 医 の 松川 善彌

と，家庭 で あ る と い う連帯感 とか ，そ の
一員で ある と い っ た存 在 意識 が な い と い い，また こ れ を高

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か き よ っ

め るため に は，子 ど もに も家庭 に おけ る仕事，すな わ ち 家 業 の 分担 とか，役害1」を持 た せ ，そ れ を果

た させ る こ とが よ い とい い ，こ れ に よ っ て 家族 の
一一

員 で あ ると い う実感 と，自信が で て くると い っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か　ご う

て い る 。 また 「こ の 家族間 の 何 気 な い 日常 の 詰 し合 い ，す な 才）ち家業が 善巧方便 とな っ て ，集団 内

の ル ール とか，長幼序列 の 精 神 が 自然 に身に つ き，H分 の あ るべ き様が 自覚 で きる よ う に な るも の
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で は な い で あろ うか 。 そ して こ れ らの こ とが子 と
’
もの ，そ して 親 の 情緒不安を解消 して く れ る の で

は な い で あ ろ うか 」 と い う意味 の こ とを 言 っ て い る が ．傾聴す べ き こ とだ と思 う。

　こ れは
一

つ に は前 に も述 べ た とお り，知 的労働 の 行 き過 ぎ の 結 果 か き乱 され た 子 ど もの 不均衡 を

回 復 す る こ と に もな る で あ ろ う 。

　また小児の 発達 に 関す る 文献 を み る と， f ど もは 親 の 模倣 ま た は 親の 型に合わせ ると い う強力 な

過 程 に よ っ て ，社 会性を 持っ よ うに な ると い わ れ て い る。
’
r一ど もは 自分 自身の 養育 され て きた方法

に ，ま た 自分が 観察 した こ と に 対 して 反応す る もの で あ る 。 興味 の あ る こ とは，子 どもた ちが まだ

小 さ い と き に 丁 に 入れ た こ れ らの 「事実」が ，生 涯を 通 じて 疑問 の余地の な い 行動 の 指令とな る こ

と で ある 。 もし大人た ちが こ れ らの 学習行動を良心 的に ，また 努力 して 再検討 して や らな けれ は ，

子 ども た ちが親 に な っ た とき，ま っ た く気づ か ずに ， こ れ らの 行 動 を繰 返 す結果 とな る
（11

芝い う。

Preston も，「首尾
一

貰性は まず家庭か ら始ま る 。 家庭 で われ われ は 1 日 1 日と生活の 型 を修得 する。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （IB）
それ も主 に 親，殊 に 母親の 態度 と行 為を見習 っ て で ある 」　と い う。

　されば以 Lに述 べ て きた親，殊 に 母親の よ き生活態度 が，子 ど もに 無意識的に ．よ く受 け つ が れ

て 行 く こ とで あろ う。

《 む す び 》

　以一Lに述 べ て き た こ とは．われ わ れ が 求め て き た 母親 の 理想 像で あ り，母性なれば こ そ 成就で き

る特質 で もあ る。

　大地 ，能生 ，能 iE．養育，智者，荘厳は ，絶対 の 受 容を意味 し， さ れば こ そ 子ど もに安 穏，安 ら

ぎ を与え る こ と で あ ろう。 併 した だそれ だけ で は未 だ充 分と は 言え な い 。 過 ちを過 ち と知 る智慧が

あ っ て ，そ の 受容が現実化する もの で あ ろ う，，而 して そ の絶対受容 の 否定的な面を抑制す るため に

教 授 ・教誡 ・与業の 徳が説 かれ て あ る の で は な い で あろ うか。

　わ れ われ は，それ を母姓に の み お しつ け るっ もりは毛頭 な い ，，併 し父性 に は で きな い そ の 母性 を

む しろ讃美 し，そ れ に 協力 して ，よ りよ き保育 の 成就を希求 し て 止 ま な い もの で あ る 。
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