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「

抵
抗
の

拠
点
と

し
て

の

無
心
」

に

向
け

て

ー

西

　
平

直
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〈
論
文
要
旨
〉
　
「

無
心
」

概

念
を

手
掛
か

り
に

し

た

「

宗

教
」

の

「

際
」

の

考
察
で

あ
る

。

鈴
木
大

拙
『

無
心

と

い

う
こ

と
』

に

拠
り
な
が

ら

「

子
ど

　
も
の

無

心
」

を

問
い
、

「

信
仰
」

を

問
い

、

「

他
者
の

痛
み
へ

の

感
受
性
」

と

つ

な
ぎ

、

「

抵

抗
の

拠
点
と

し

て

の

無
心
」

を

搆
想
す

る
。

『

無
心
と

い

う

　
こ

と
』

の

用
語
法
は

禅
の

伝
統
に

依
拠
し
つ

つ

も、

禅
に

限

定
さ

れ
な

い
。

浄
土

教
に

も
キ

リ
ス

ト
教
の

内
に

も
無
心
を
見
る

。

本
稿
は
そ

れ
を

「

広

　
義
の

無
心
」

と

名
付
け

、

人

間
自
然
（
酎

自
コ
P

国
づ

　
コ
凶
け

自
巴

Φ）

に

属
す
る

事

柄
と

理

解
す
る

。

次
に

、

エ

リ
ク

ソ

ン

の

「

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の

思

想

　
（
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を
越
え

て

ゆ

く
こ

と

σ

塁
o

民

盈

魯
鉱

蔓
と

を

手
掛
か

り
に

し
て
、

無
心

を
「

σ
Φ
団
o

民
．．

H ．−
」

と

理

解
す
る

。

「

H
」

は

「

我

　
（
自
我

・

作
為
・

我
執
性）
」 、

「

σ
o
図
o

民
」

は

そ

こ

か

ら

離
れ

る
・

そ

れ
を

超
え
て

ゆ

く
・

そ

の

背
後

。

し
か

し
た
だ
我
か

ら
離
れ

る

の

で

は

な

く、

　
我
か

ら

離
れ
る

こ

と

も
で

き、

そ

れ

を
生
き
る

こ

と

も
で

き

る
と

い

う

意
味
に

お

い

て、

我
に

囚
わ
れ
な

い

「

自
在
」

で

あ
る

。

さ

ら

に
、

そ

う
し

た

　
「

広
義
の

無
心
」

を

「

抵
抗
の

拠
点
と

し

て

の

無
心
」

と

読
み

直
す

。

非
暴
力
的

抵
抗
は

「

我
」

の

怒
り
か

ら
は
生
じ
な
い

。

そ

の

「

我
」

か

ら

離
れ

　
る

方

向
に

初
め

て

成
り
立
つ

。

そ
う
し

た

「

抵
抗
の

拠
点
と

し

て

の

無

心
」

を
人

間
自
然
に

属
す
る
事
柄
と

し

て

読
み

と

く
試
み

で

あ
る

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉
　
無
心

、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
、

鈴
木
大
拙、

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ
、

非
暴
力
的
抵
抗

　

き

わ

　
「

際
」

に

立
つ

。

外
側
か

ら

近
づ

い

て

際
に

立
ち

、

内

側
か

ら

出
よ

う

と

し

て

際
に

立
つ

。

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
（
⊥）

に

立
っ

て

「

悩
む
」

と
い

う
仕
方
で

考
え
て

き

た

こ

と

の

報
告
で

あ
る

。

不
安
定
に

し

て

不

徹
底

。

宗

教
と

の

際

「

際
に

立
つ
」

と

は

「

ど

っ

ち
つ

か

ず
」

で

あ
る

。

宗

教
の

内
に

い

る

の

か

外
に

い

る

の

か
、

立

場
が

明

確
で

な
い

。

宗
教
者
（

信

仰
者
）

の

立

場
な
の

か
、

研
究
者

（

観
察

者）

の

立
場
な
の

か
。

ど

の

立

場
の

何
者
な

の

か
。

名
前
が

な
い

。

の

み

な

ら

ず
、

立
場
が
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実
定
化
（

実
体

化
）

さ

れ
そ

う
に

な

る

と

身
を
か

わ
す

。

し

か

も
そ
れ
が

単
な

る

中
途

半
端
に

過
ぎ
な
い

の

か
、

そ

れ

と

も

む

し

ろ

そ

れ
こ

そ

柔
軟
で

強
靭
な

思
想
で

あ
る

と

い

う
こ

と

な

の

か
、

そ

れ

も

明
確
で

な

い
。

あ
る

い

は

「

際
」

に

立
つ

と

は
、

も
は

や

「

際

（

境

界
線
）

」

な

ど

存
在
し
な
い

と
い

う

認
識
と

ワ

ン

セ

ッ

ト

な

の

で

あ
る

。

　

し
か

も

本
稿
は

（
シ

ン

ポ

ジ

ウ
ム

の

席
上
）

一

人
称
で

語
ら
れ

た

「

個
人

的
な

宗
教

体
験
の

な
ま

の

思
想
性
」

の

報
告
で

あ
る

（

そ

れ
が

私
に

与
え
ら

れ

た

任
務
で

あ
っ

た
）

。

生
育

史
の

中
に

生
じ

た

発
生

現
場
の

勢
い

を

保
っ

た

ま

ま

の

「

プ

リ
ミ

テ
ィ

ヴ
な

困
惑
」

。

学

問
的

手
続
き

に

よ

っ

て

整
理

さ

れ

る

前
の

素
朴
な

疑

念
。

偶
然

的
な

状
況
や
一

回

的
な

情
念
が

纏
わ
り
つ

い

た

ま

ま

の

期
待
や

困

惑
。

本
来
ひ

と

つ

の

筋
に

納
ま

る

は

ず
の

な

い

断
片
を
少
し
ば
か

り
整
理

す
る

試
み

で

あ
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
2）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
3）

　

手

掛
か

り
は

「

無
心
」

と
い

う

言
葉

。

依
拠
す

る

テ

ク

ス

ト

は

鈴
木
大
拙
『

無
心
と
い

う
こ

と
』

。

禅
の

核
心
を
解
き

明
か

す

と

同

時
に

広
く

多
方

面
の

思
想
と

の

関
連
を

説
い

た

著
作
で

あ
る

。

細
部
に

お

け

る

差

異
よ

り
も
大

掴
み

の

同
質
性
を

強
調
し

、

禅
の

「

無

心
」

と

「

子
ど

も

の

無
心
」

の

類
似
を

語
り

、

「

自
然

法
爾
」

と

の

共
通
を

語
る

。

あ
る
い

は

福
音
書
の

「

神
の

御
心
の

ま

ま

に
」

と

の

共
通
性
を
説
く

。

言
葉
を

厳
密
に

定
義
す
る

よ

り
柔
軟
に

解
き

ほ

ぐ

し
、

幅
広
い

対
話
を
促
す

語
り
に

な
っ

て

い

る
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　（
4）

　

な
お
、

「

無
心
」

の

英

語
表

記
に

は

様
々

な
工

夫
が

見
ら

れ

る

が

（

例
え
ば

国

日
ヨ
儀

oh

．
ゴ
o・
露
言
儀

き
o

芻．、

な

ど
）

、

最
終
的
に

は

］
≦

磊
げ

ぎ

と

す
る

し

か

な
か

っ

た

よ

う
で

あ
る

。

ち

な

み

に

こ

ん

な

「

比

喩
」

も

あ
る

。

騨

（

ζ
昜
『

ぎ）

oo

群

窃
℃
o

民
ω

一

〇

昏
Φ

・゚

＄
滞
o
咄

口
昌
08

コ

8
 

蕊
o

器
儀

び
団

浮
o

麟

孱
ユ

曁
p
ぼ
＄
暮
u。

o

津
冨
Op
触

匹

穹
o
眠

国
α
 

詳

霞
 
＜

曾

8
匹
 

ヨ
ぎ
α

o
｛

Ω

＆
芝
『

穹

箒
毒

器

菩
o
葺

8
暮
け

興

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
5）

匿
世

、、
い

倶

些
奠
゜

げ

巴
齢
年、、

。

「

無
心
」

を
エ

デ
ン

の

園
の

天

真
爛

漫
と

重
ね
、

創
世
記
に

お

け
る

神
の

創

造
の

出
来

事
と

重
ね

な

が

ら
、

そ

の

言
葉
の

語
る

位
相
を

解
き

ほ

ぐ
そ

う
と

す

る

の

で

あ
る

。

　

し

か

し

本
稿
は

大
拙
研
究
で

は

な
い

。

あ
く
ま

で

「

個
人
的
な

な

ま

の

思

想
」

の

発
生

現
場
を

、

あ

た
か

も
一

つ

の

事
例
研
究
で

あ

43 （1135＞
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る

か

の

よ

う
に

報
告
し

た

も
の

で

あ
る

。

理

想
的
に

は

「

無
心
を
め

ぐ
る

ポ

リ
テ

ィ

ク
ス

と
ポ

エ

テ
ィ

ッ

ク

ス
」

を

望
み

つ

つ
、

に

は

こ

の

言
葉
を

手
掛
か

り
に

宗
教
を
め

ぐ
っ

て

悩
ん

で

き

た

こ

と

の

「

プ

リ
ミ

テ
ィ

ヴ
な

困
惑
」

の

報

告
で

あ
る

。

一

　

子
ど

も

の

無
心

1
「

無
心
」

と

い

う
用
語

1

実
際

　
「

子
ど

も
の

方
が

無
心
で

あ
る
」

。

そ

う
聞
か

さ

れ
て

育
つ

子
ど

も
は

、

自
ら
の

成
長
に

対
し

て

ア

ン

ビ

バ

レ

ン

ト

で

あ
る

。

成
長
す

る

と

は

無
心

で

な

く
な
る
こ

と
。

純
粋
で

な

く
な

る

こ

と
。

気
づ

い

て

し
ま
っ

た

ら

も

は

や
無
心
に

な
れ

な
い

。

「

わ

ざ
と

」

に

な
る

。

「

わ
ざ

と

ら
し

く
」

な

る
。

　

無
心
と

は

最
初
「

気
づ

か

な

い

と
い

う

仕
方
の

純
粋
」

と
い

う

意
味
に

お

い

て
、

子
ど

も

の

頃
の

私
に

は

理

解
さ

れ

た

よ

う

で

あ

る
。

ま

だ

気
づ

か

な

か
っ

た

頃
の

よ

う
に

。

何
も

知
ら

な
か

っ

た

頃
の

よ

う
に

。

で

は

気
づ
い

て

し

ま
っ

た

後
に

無
心
に

な

る
こ

と

は

で

き

な
い

の

か
。

わ

ざ
と

ら

し
く
な

く
、

自
然
に

振
る

舞
う
こ

と

は
で

き

な
い

の

か
。

　

そ

う

思
う
と
、

自

分
に

も

そ

ん

な

「

よ
い

時
」

が

あ
っ

た
こ

と

が

不

思

議
に

思
わ

れ

た
。

し

か

も
、

悔
し
い

か

な
、

自
分
が

「

無

心
」

で

あ
っ

た

時
の

記
憶
が

な
い

。

そ

の

「

良
い

時
」

は

気
が
つ

く
こ

と

が

で

き

ず
に
、

後
に

な
っ

て

か

ら

「

も

う

過
ぎ

去
っ

た
」

こ

と

と

し

て

の

み

体
験
さ

れ

る
。

そ

う
し

た

悔
し

さ

と

憧
れ

に

包
ま

れ

て

「

無
心
」

と
い

う

言
葉
は

私
の

心
に

住
み

着
い

た

よ

う

で

あ

る
。

　
「

気
が
つ

い

た

時
に

は
、

既
に

そ

こ

に

い

な
い
」

と

い

う

問
題
が

、

「

事
後
性
（
乞
蝉

昌
π
叫

窪
。

算
 

ご
」

と
い

う

言

葉
に

よ

っ

て

吟
味

さ

れ

て

い

る

と

知
っ

た

の

は

ず
い

ぶ

ん

後
の

こ

と

で

あ
る

。

事
後
的
に

創
ら

れ

た

に

す

ぎ
な
い

。

子

ど

も

の

無
心

な

ど

大
人
の

願
望
を

投
影
し

た

も

の

に

す
ぎ
な
い

。

失
わ

れ

た

も
の

に

対
す
る

ロ

マ

ン

主
義
的

憧
憬

。

無
心
も

事
後
的
に

構
成
さ

れ

た

も
の

に

す

ぎ
な
い

。
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そ

う
し

た

言
説
を

興

味
深
く
感
じ

な
が
ら
、

し

か

し

私
に

は
、

そ
う

簡
単
に

割
り

切
る

こ

と

の

で

き

な
い

小
さ

な

体
験
が

あ
っ

た
。

サ
ッ

カ

ー

少
年
と

し

て

ひ

た

す
ら

走
り

回
る

中
で

ご

く

稀
に

体
験
し
た

「

最

高
の

調
子
の

良
さ
」

で

あ
る

。

現
代
の

ア

ス

リ

ー
ト

な
ら

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
（
6）

ば

「

ゾ
ー
ン
」

と

呼
ぶ

で

あ
ろ

う

特
殊
な

状
態

。

そ

の

中
に

入
っ

て
し

ま

え

ば

最

高
の

プ
レ

ー
が

で

き

る
。

あ
る
い

は

「

フ

ロ

ー
」

と

い

う
流
れ

に

乗
っ

た

身
体
感
覚

。

文
字
通
り

「

乗
っ

て

い

る
」

の

で

あ
っ

て
、

努

力
や

工

夫
と

は

関
係
な

し
に

、

無
理

な

く
で

き
て

し

ま

う
。

し

か

し

翌
日
や
っ

て

も

う
ま

く
ゆ

か

な
い

。

な
ぜ

で

き

た

の
か

。

ど

う
す
れ

ば
あ

の

体
験
が

ま
た
で

き

る
か

。

ど
ん

な
準
備
を

し

て

い

れ

ば

あ
の

「

体
験
」

が

来
る

の

か
。

そ

う
し

た

問
い

と

結
び
つ

い

た

あ
の

不

思

議
な

体
験
が

、

私
に

「

無
心
」

を
単
な
る

事
後

的
構
成

物
と

割
り
切
る
こ

と

を

許
さ

な
か
っ

た
。

　

あ
の

体
験
を
い

か

に

し

た

ら

招
き

寄
せ

る

こ

と

が
で

き

る

の

か
。

そ

れ

が

厄
介
な

問
い

で

あ
る

こ

と

は
、

ひ

た

す
ら

走
り
回
っ

て

い

た

少

年
に

も

お

ぼ

ろ

げ
な
が
ら

に

予

感
さ

れ

た
。

「

待
つ

し

か

な
い
」

と

も

感
じ

た
。

願
っ

た

ら

逆
効

果
に

な
る

。

願

う
と

は

欲
を

出

す
こ

と
。

欲
を
出
し

た

ら

「

そ

れ
」

は

逃
げ
て

し

ま

う
。

し

か

し

逆
に

、

願
い

も

せ

ず
に

た

だ

ポ
ン

ヤ

リ

と

待
っ

て

い

て

も

何
も

起
こ

ら

な
い

こ

と

は

明
ら

か

だ
っ

た
。

と

す

れ

ば
、

願
っ

て

い

る
こ

と

を
自
分
に

隠
し

て

お

く

し

か

な
い

。

求
め
つ

つ
、

し

か

し

そ
の

求
め

て

い

る
こ

と

を

自
分
に

隠
す
と
い

う

仕
方
で

意
識
し

な
い

。

「

自
分
を

だ

ま

す
」

と
い

う
こ

と

な

の

か

と

も

考
え
て

い

た
。

　

数
十
年
の

後
、

世
阿
弥
の

伝
書
を

読
む

に

至
っ

て
、

世
阿

弥
も

ま

た

同
じ

こ

と

を

考
え

て

い

た

と

知
っ

た
。

『

花
鏡
』

第

十
四

条
の

一

節
。

「

わ

が

心
を

我
に

も
隠
す
安

心
」

。

自
分
の

心
を

自
分
に

隠
し

て

し

ま

う
。

観
客
に

対
し

て

隠
す

の

で

は

な
い

。

自
分

自
身
に

対

し

て

隠
す

。

自
分
の

心
の

工

夫
す
ら

意

識
し

な

く
な
る
ほ

ど
、

深
く
演
技
に

集
中
す

る
。

そ
の

深
い

集
中
の

な
か

で

「

せ

ぬ

ひ

ま
」

の

前
後
を
つ

な

ぎ

止
め

る
。

「

無
心
の

位
に

て
」

と
い

う
言
葉
が
、

そ

う

言
い

換
え
ら
れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

わ
ぎ

　

　

…

…

か

や

う
な
れ

ど
も

、

こ

の

内
心
あ

り
と

、

よ

そ
に

見
え

て

は

悪
か

る
べ

し
。

も

し

見
え
ば

、

そ

れ
は

態
に

な

る
べ

し
。

せ

ぬ

45　　（1137）
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に

て

は

あ
る
べ

か

ら

ず
。

無
心
の

位
に

て
、

わ

が

心
を

我
に

も

隠
す

安
心

に

て
、

せ

ぬ

隙
の

前
後
を
つ

な

ぐ
べ

し
。

こ

れ

す
な

は

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
7）

　

　

ち
、

万
能
を
一

心
に

て

綰
ぐ
感
力
な

り
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　

（
『

花

難

第
十
四

条）

　

む

ろ

ん
、

「

無
心
」

と

コ

心
」

の

関
連
な

ど

問
題
は

多
い

の

だ

が
、

意
図
的

・

意
識
的
に

追

究
し

て

も
達

成
さ

れ
な
い

ど
こ

ろ
か

、

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
ヘ

　
　

ヘ

　
　

ヘ

　
　ヘ
　

　

へ

む

し

ろ

「

そ

の

追
究
こ

そ

が

逆
効
果
を

も

た

ら

し

て

し

ま

う
よ

う

な
厄
介
な

境
地
」

を

招
き

寄
せ

る

と
い

う
逆
説
的
工

夫
が

、

多
く
の

ア

ス

リ

ー

ト

や
パ

ー
フ

ォ

ー

マ

ー
た

ち

に

共
有
さ

れ
る

問
い

で

あ

る
こ

と

は

確
か

な

の

で

あ
る

。

　

で

は
、

そ

う

し

た

「

ゾ
ー

ン
」

は

「

子

ど

も

の

無
心
」

と

同
じ

な

の

か
。

そ

し

て

「

無
心
に

な

る
」

と

は

子
ど

も
に

還
る
こ

と

な

の

か
。

大
拙
も
そ

の

問
い

を

引
き

受
け
て

い

る
。

　
『

無
心
と
い

う
こ

と
』

の

中
、

「

幼
児
と

無
心
」

と
い

う
小
さ
な

節
。

も

し

無
心
が

本
能
に

従
う
こ

と

で

あ

る

な

ら

ば
、

子
ど

も

の

方

が

大
人
よ

り
無
心

で

あ
る

。

な
ら

ば

子
ど

も
の

ま

ま

に

留
ま
る
べ

き

で

は

な
い

か
。

「

ど

の

宗
教
に

あ
っ

て

も

大

抵
は

子
供
に

か
へ

れ

と

教
え

る
」

（
『

無
心
と

い

う
こ

と
』

二

六
六

頁
。

以

下、

引
用
は

『

全

集
第
七
巻
』

に

依
拠
し

、

頁
数
の

み
表
記
す
る）

。

　

し

か

し

話
は

そ

う

簡
単
で

は

な
い

。

「

子
ど

も

の

無
心
」

は
、

「

大
人
の

有
心
」

に

出
て

ゆ

き
、

そ

し

て

「

大
人

の

無
心
」

へ

と

越
え

出
て

ゆ

か

ね

ば
な

ら
な
い

。

つ

ま

り

「

子
ど

も
の

無
心
」

と

「

大
人
の

無
心
」

は

区

別
さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

。

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
8）

　

と

こ

ろ

が
、

こ

こ

で

大
拙
は

「

大
人
の

有
心
」

か

ら

「

大

人
の

無
心
」

へ

と

越
え

出
て

ゆ

く
事

態
を

「

か

へ

す
」

と

い

う
。

「

無
心

の

世
界
へ

か

へ

し
て

し
ま

は

な

け

れ
ば
な

ら

ぬ
」

。

そ

も

そ

も

「

大
人

の

有
心
」

が

生
じ

る

と
い

う
出

来
事
が

「

矛
盾
」

で

あ
っ

た

の

だ

か

ら
、

そ

の

矛
盾
を
ひ

ね

り

直
す
仕

方
で

、

無

心
へ

返
せ

ば

（

還
せ

ば
）

よ
い

と
い

う
の

で

あ
る

。

そ

し
て

こ

う
加
え
る

。

「

無

心

の

世
界
へ

か

へ

す
」

と

は

「

我
」

を

な

く
す
こ

と

で

は

な

い
。

「

我
」

は

必

要
で

あ
っ

て
、

「

我
」

を

持
ち

な

が

ら

「

我
」

か

ら

離
れ

る
。

あ

る
い

は
、

無
心
の

世
界
を

消
す

こ

と

な

く

我
と

し

て

生
き

る

の

で

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

。

と

い

う
こ

と

は

「

大
人
の

無
心
」

は

（1138） 46
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（
9）

何
ら
か
二

重
で

あ
る

。

一

方
的
に

「

我
を

消
去

す
る
」

の

で

は

な

い
。

「

消
去
」

に

留
ま

る

の

で

は

な
い

。

む

し

ろ

そ
こ

か

ら

躍
り

出

る

ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

を

同
時
に

孕
ん

で

い

る
。

つ

ま

り

図

式
的
に

整
理

す

れ
ば
こ

う

な
る

。

 
「

子
ど

も
」

は

「

無

心
」

で

あ
る

。

 

「

子
ど

も

の

無
心
」

か

ら

「

大
人
の

有
心
」

が

出
て

く
る

。

 
「

大
人
の

有
心
」

か

ら

離
れ
て

「

大
人
の

無
心
」

へ

越
え

出
る

必
要
が

あ

る
。

 
し

か

し

そ

の

「

大
人
の

無
心
」

は

「

我
」

を

併
せ

持
ち

、

有
心
と

無
心
の
二

重

写
し

に

な
る

（
こ

の

「

二

重
写
し
」

が

多
様

に

言
い

換
え

ら

れ
て

ゆ

く
）

。

　
さ

し

あ

た

り
、

そ

の

よ

う
に

整
理
し

た

上

で
、

本
稿
の

用
語
法
を

確
認
す

る
。

本
稿
に

お

け

る

「

無
心
」

は

緩
や
か

な
厚
み
と

広
が

り

を

持
つ

。

い

わ
ば
「

広
義
の

無
心
」

で

あ

る
。

究

極
の
一

点
の

み
が

無
心

な

の

で

は

な
い

。

「

子
ど
も

の

無
心
」

も

「

大
人

の

無
心
」

も

「

有
心

と

無
心
の

二

重

写
し
」

も
す
べ

て

内
に

含
ん

で

し

ま

う
。

あ
る
い

は
、

以
下
の

よ

う
な

言
葉
も

含
ま

れ

る
。

　
一

、

「

人

為
的

・

作
為
的
」

と

対
比
的
に

用
い

ら
れ

る

「

自
然
に
」

。

あ
る
い

は

「

ひ

た

す

ら
」

「

ひ

た

む

き
に
」

。

　
二

、

「

無

邪
気
」

「

無
私
」

「

無
欲
」

。

む

ろ

ん

明
確
な

概
念
規
定
は

困
難
を

極
め

る

が
、

本
稿
は

そ

れ
ら

す
べ

て

を

緩
や

か

に

包
み

込

　

　
ん

で

「

無
心
」

と

す
る

。

透

明
に

な
っ

て

い

る

と

あ
ち

ら
か

ら

来
る
と

い

う

意
味
で

「

透

明
に
」

も

含
ま

れ

る
。

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
10）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　、
　

　

　

　

　

　

、

　
、

　
三

、

立
ち

戻
る

原
点
と
い

う
意
味
に

お

け

る

「

ゼ
ロ

ポ

イ
ン

ト
」

。

そ

の

つ

ど

そ
こ

に

戻
り

、

そ

こ

か

ら

出
て

く
る
ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

　

　
な

原
点

。

正

確
に

は

そ
こ

か

ら

何
が

出
て

く

る

か

わ
か

ら
な
い

。

ゼ
ロ

ポ
イ
ン

ト

に

立
ち

返
っ

た
が

ゆ

え
に

よ

り

醜
い

我
執
が

湧

　

　
き

出
て

く

る

可
能
性
も

あ
る

。

し

か

し

本
稿
に

お

い

て

は
、

ゼ

ロ

ポ

イ
ン

ト

か

ら

出
た

も

の

は

「

よ

し
」

と

さ

れ
る

（

長
い

目
で

　

　

見
れ

ば

必
要
な

こ

と

と

さ

れ
る
）

。

　

四
、

整

体
の

野
口

晴
哉
が

用
い

た

「

天
心
」

も

「

無
心
」

に

含
ま

れ

る
。

か

ら

だ
の

自

然
な

流
れ

に

聴
き

従
う
天

然
無

垢
の

心
。

　

　
「

天

心
は

無
念
無
想
で

す
。

虚
心
で

す
。

空
っ

ぽ
な
の

で

す
」

と

語
ら

れ

る

「

空
っ

ぽ
」

は

力
の

な

い

空
虚
で

は

な
い

ど
こ

ろ

47 （1139）
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〔
U

　

か
、

む

し

ろ

真
空
と

同
じ

く

巨
大
な

吸
引
力
を

発
揮
す
る

。

空
っ

ぽ

で

あ

る

故
に

自
然
な

流
れ

と
一

体
に

な

り
、

そ

の

流
れ

を
促

　

進
さ

せ

る
。

思
考
作
用
が

鎮
ま
っ

た

無
心
の

境
地
に

お

い

て

初
め

て
か

ら

だ

の

自
然
な
流
れ
が

戻
っ

て

く
る

。

そ
の

自
然
な

流
れ

　

は

「

問
身

体
性
」

の

位
相
の

出
来
事
で

あ
る

。

五
、

福
音
書
が

語
る

「

幼
子
の

よ

う
な

信
仰
」

も
「

無
心
」

に

含
ま

れ
る

。

あ
る
い

は
、

コ

自
己
無
化
」

「

自
己

放
棄
」

な

ど

「

ケ

ノ

　

ー
シ

ス
」

の

伝

統
も

含
ま

れ
る

。

つ

ま

り

本
稿
の

用

語
法
は

仏
教
思
想
の

コ

ン

テ

ク

ス

ト

に

限
定
さ

れ

な
い

、

何
ら

か

の

心
の

在

　

り
方
（

世
界
と

の

関
わ

り

方
・

自
分
自
身
と

の

関
わ
り
方
）

で

あ

る
。

そ

の

意

味
で

は

「

自
我
の

匂
い

の

し

な
い

方
へ

」

（
押
田

成

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　　
ロ　

　
人〉

と

い

う

方

向
性
で

あ

る
。

あ
る

い

は
、

ご

く

形

式
的
に

は
、

σ
 

巻
巳
、．

一 、、

と

表
現
さ

れ

る

出

来

事
。

．．
一 、、

は
、

「

我
（

自

我
・

作
為
・

我
執
性
）

」

な

ど

と

多
様
に

理

解
さ

れ
、

ま

た
げ

亀
。

巳
は

、

そ
こ

か

ら

離
れ

る
・

そ

れ

を

超
え

て

ゆ

く
・

そ

の

背

　

後
な

ど

と

理

解
さ

れ
る

。

し

か

し

正

確
に

は
、

単
に

「

我
」

か

ら

離
れ

る

こ

と

を

目
指
す

の

で

は

な

く
、

我
か
ら

離
れ

る

こ

と

も

　
で

き
、

そ

れ

を
生
き

る

こ

と

も
で

き

る
。

そ

う
し
た

意
味
に

お

け

る

「

自
在
」

。

「

囚
わ
れ

な
い
」

と
い

う
点
が

重

要
に

な

る
。

そ

う
し

た

方
向
性
を

す
べ

て

本
稿
は

「

無
心
」

（

正

確
に

は

「

広
義
の

無
心
」

）

と

呼
ぶ

こ

と

に

す

る
。

二

　

信
仰
と

無
心

−
無
心
は
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を
超
え
る

か

Il
・

　

さ

て
、

『

無
心

と

い

う
こ

と
』

は

「

幼
子

の

よ

う
な

信
仰
」

を

無
心

の

表
わ

れ
と

言
う

。

高
校
に

通
い

始
め

た

私
も
「

信

仰
」

を

「

無

心
」

と

重
ね
て

受
け

入
れ

た
。

通
学
途
中
の

小
さ

な
プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

教
会

。

の

ち

に

事

情
が

分
か
っ

て

み

れ
ば

「

福
音
派
」

と

呼
ば

れ

る

（

良
く
い

え

ば

純
粋
な

信
仰
を

貫
く

、

悪
く

言
え

ば

狭

く
固
ま

り
が

ち

な

傾
向
を
も
っ

た
）

小
さ

な

集
ま
り
で

あ
っ

た
。

　

疑
う
こ

と

な

く

信
じ

る
。

考
え

る
よ

り

信
じ

る
。

そ

う
し

た

福

音
書
の

語
る

（

イ
エ

ス

と

そ

の

周
囲
の

人
々

の
）

信
仰
を

私
は

「

無
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心
」

と

重
ね
て

受
け

入
れ

た
。

純
粋
な
ゼ

ロ

ポ

イ

ン

ト

に

立

ち

返
る
こ

と

と

し
て

の

信
仰

。

そ
し

て

「

ひ

た

す
ら
信
じ

続
け
る
」

こ

と

が

引
き

起
こ

す

現
実
的
な

力
に

目
を

見
張
っ

た
。

信
じ

続
け
る
こ

と

が

出
来
さ
え
す
れ

ば
、

信
仰
は

山
を

も

動
か

す
。

　

大
拙
は

「

受

動
性
」

と

語
る

。

信

仰
に

は

「

は

か

ら

い
」

が

な
い

。

空

虚
に

な
っ

て

任
せ

て

し

ま

う
。

「

キ

リ

ス

ト

教

的
に

云
ふ

と

『

御
心
の

ま

ま

に
』

と

い

ふ

や

う
な
こ

と

な

の

で

す
。

神
の

御
心
の

ま

ま

に

な
ら

せ

給
へ

と
い

ふ
、

さ

う

『

ま
か

せ
』

主

義
の

と

こ

ろ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ヘ
　　　
ヘ　
　
　

ヘ
　　　
ヘ　
　
　
　　　
　
　　　
　
　　　
　
　　　
　
　　　
　　
ヘ
　　　
ヘ

　
　
　

ヘ
　　　
へ

の

あ
る

の

を

宗
教

的
と

云

ひ

ま

す
。

こ

れ

が

真
宗
の

方
に

な

る

と
、

は

か

ら

ひ

を

や

め

る
、

は

か

ら

ひ

の

な
い

と
い

ふ

こ

と

で

す
」

（

｝

五

四

頁）
。

そ

う
し

た

信
仰
の

在
り
方
を

「

無
心
」

と

重
ね

て

語
る
の

で

あ
る

。

　

福
音
派
教
会
で

出
会
っ

た

人
た

ち
は

、

ま

さ

に

そ

う
し
た

信
仰
を
生
き

て
い

た
。

少
な
く
と

も

私
の

目
に

は

そ

う
映
っ

た
。

と

り

わ

け

戦
後
米

国
か

ら

送
ら

れ

て

き

た

純
粋
素

朴
な

宣

教
師
た

ち

は

フ

ロ

ン

テ
ィ

ア

精
神
に

満
ち

て

い

た
。

既
に

真
理
を

得
た

と

い

う
確

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
（
隆

信
。

な

ら
ば
そ

れ

を

隣
人
に

分
け

与
え
る

。

相
手
の

た

め

を
思
え

ば
こ

そ

真
理
を

伝
え

た

い
。

宣

教
の

熱
き

使
命
に

燃
え

て

い

た
。

　

と

こ

ろ

が
、

そ

の

出
発

点
に

お

い

て

は

紛
れ

も

な

く
「

隣
人
愛
」

に

根
ざ
し

た

そ

の

使
命
感
が

、

あ
る
一

点
を

超
え

た

瞬
間
「

非
寛

容
」

に

な

る
。

妥
協
を

認
め

な
い

。

そ

し

て

純
粋
で

あ
れ

ば

あ
る

ほ

ど
、

そ

の

非
寛

容
は

（

「

神
」

の

名
の

も

と

に
）

強
迫

的
に

な

る

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
〔
14）

よ

う
に

感
じ

ら

れ

た
。

考
え

る
こ

と

な
く

信
じ

る
。

そ

の

純
粋
な

信
仰
が

対
話
を

妨
げ
、

非
妥
協
的
な

対
立
を

引
き

起
こ

す
。

そ

の

事

実
は

私
を

苦
し

め

た
。

の

み

な

ら
ず

、

そ

の

信
仰

共
同
体
の

中
に

深
く

入
れ

ば

入
る

ほ

ど
、

そ

こ

に

は

「

排
他
性
」

が

見
え

隠
れ
し

た
。

内
側
の

結
束
を

固
め

る

た

め

に

敵
を

外
に

創
る

。

外
側
に

「

サ

タ
ン
」

を
見
る

構
図

。

あ
る

い

は
、

内
側
の

清
さ

を
保
つ

た

め

に

汚
れ
を

外
に

切
り

捨
て

る

「

ス

ケ

ー
プ
ゴ

ー

ト
」

の

構
図

。

　

し
か

し
、

だ

か

ら

と

い

っ

て
、

そ

う
し

た

信

仰
の

純
粋
さ

を
丸
ご
と

否
定
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

。

信
仰
の

無
知
を

難
ず
る
だ

け
の

批
判
精
神
に

も

私
は

馴
染
む

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た
。

イ
エ

ス

の

生
き

た

信
仰
は

純
粋
で

あ
る

。

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

そ
の

信
仰
が

現
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実

社
会
の

中
で

は

対
立
を

招
き

、

非

寛
容
を

引
き

起
こ

す
。

そ

の

問
題
を
ど

う

考
え
た

ら

よ
い

か
。

我
が

信
仰
の

真
理
を
認
め
つ

つ
、

相
手
の

信
仰
の

真
理
も

同
時
に

認
め

る
こ

と

は

可
能
な
の

か
。

　

そ

の

難
問
を

E
・

H
・

エ

リ

ク

ソ

ン

は

「

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

」

問
題
と

し
て

引
き

受
け

た
。

一

般
的
に

こ

の

言
葉
は

、

青
年
期
に

達
成
さ

れ
る

べ

き

課
題
と

理

解
さ

れ
、

「

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を

確
立
し

て

モ

ラ

ト

リ
ア

ム

が

終
わ

る
」

と

理

解
さ

れ

て

終
わ
り

で

あ

る
。

し

か

し
エ

リ

ク

ソ
ン

の

思
想
の

中
で

「

置
 

葺
幽

蔓
」

は
、

「

げ
Φ
団
oa

己
Φ

⇒

蜂
団
」

と

ワ

ン

セ

ッ

ト

に

な
っ

て

い

た
。

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

の

確
立

に

よ
っ

て

話
が

終
わ

る

の

で

は

な
い

。

む

し

ろ
、

そ

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

こ

そ
が

対
立
を
も
た
ら

す
。

人
は

ア

イ

デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

な

し
に

は

（

心
理

社
会

的
に
）

生

き
て

ゆ

く

こ

と
が

で

き

な
い

。

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

そ
の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

が

対
立

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

（
15）

を

引
き

起
こ

す
。

す
べ

て

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

は

必
然
的
に

排

他
的
に

な
っ

て

ゆ

く
（

異
端
排
除

、

自
民
族

中
心

主

義）
。

そ

の

絶

望
的
な

現
実
を

前
に

し
て
エ

リ

ク

ソ
ン

は

こ

う

考
え

た
。

　

排

他
性
は

「

こ

の

地
上
に

あ

る

限
り

」

の

ア

イ

デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

の

傾

向
性
で

あ

る
。

そ

れ
と

は

別
に

「

地
上
を
超
え

た

と
こ

ろ
」

が

あ
る

。

「

理

念
と

し
て

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ
」

、

な

い

し

は

「

超
越

的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

」

。

そ

れ

は

決
し

て

こ

の

地
上

に

は

実

現

さ

れ

な
い

。

あ
く
ま

で

理
念
に

留
ま

る
。

し

か

し
こ

の

理

念
と

し

て

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

は
、

地
上
の

す
べ

て

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

に

対
し

て

そ

の

相
対
性
を
宣

告
す
る

。

地
上
の

い

か

な
る

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

に

対
し

て

も

「

身
の

程
を
知
れ
」

と

言
い

放
つ

。

い

か

に

「

地
上
の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

（

信
仰）
」

が

「

人

類
」

に

共

通
の

普
遍

性
を
主

張
し

よ

う
と

も
、

超
越
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

は

そ

の

不

可
能
を
宣

告
す

る
。

い

か

に

人

間
自
然
の

「

理
」

に

適
っ

て

い

る

と

主

張
し

た

と

し

て

も
、

超
越
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
16）

そ

の

立
場

拘
束
性
を

言
い

渡
す

。

　

そ

の

う
え
で

、

こ

の

超

越
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

は

地
上

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

に

勧
め

る
。

一

つ

は
、

相
対
的
な

者
同
士
の

対
話

（1142｝ 50
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（

異
質
な

ア
イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

と

の

対
話
）

。

も
う

ひ

と

つ

は
、

≦
達

震

達
Φ

葺凶
蔓

の

方

向

性
、

つ

ま

り
、

よ

り
広
い

よ

り
新
し

い

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の

次
元
へ

と

自
己

変
容
し

て

ゆ

く

こ

と

で

あ

る
。

し

か

し

そ

の

ど

ち

ら

も

相
対
主

義
を

意
味
し

な
い

。

、．
「
Φ

醇
ぞ
Φ

に、、

（

関
係
の

中
で
・

相

対
的
に

）

「

真
理
に

近
づ

い

て

ゆ

く
」

。

現

時
点
で

到

達
し

て
い

る

真
理
を

超
え
て

ゆ

く
。

人

間
に

許
さ

れ

て

い

る

（

地
上

の
〉

真
理
は

あ
く
ま

で

暫
定
的
な

も

の

に

す
ぎ
な
い

。

そ

の
つ

ど

「

真
理
そ

の

も

の

（

超

越
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

）

に

近
づ

い

て

ゆ
く

」

。

そ

の

方
向
性
を

「

げ

塁
8
α

置

魯
口

蔓
」

と

い

う

概
念
は

、

私
た

ち

に

示
し
た

の

で

あ
る

。

　

ち

な

み

に

「

宗
教

多
元

主

義
」

の

議
論
は

、

こ

の

「

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
」

と

「

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

を

越
え

て

ゆ

く
こ

と
」

の

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　　
レ　

理
論

枠
組
み

と

重
ね
て

理
解
す
る
こ

と

が

可

能
で

あ
る

。

例
え
ば

、

よ

く
知
ら

れ

た

J
・

ピ

ッ

ク

は

「

実

在
そ

れ
自
体
（
昏
 

諭
巴

き

　

　
　

　

　
　（
18）
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

（
19）

聲
げ）
」

を

想
定
し

、

い

か

な

る

宗

教
に

も
共

有
さ

れ

る

が
、

そ
れ

自
体
を

名
づ

け

る

こ

と

は
で

き

な
い

と
い

う
。

そ

の

議
論
は

「

超
越

的
ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

」

と

同
じ

構
図
で

あ
る

。

そ

れ

に

対
し
て

、

」
・

カ

ブ

が

「

実
在
そ

れ

自
体
」

な

ど

設
定
で

き

ず、

む

し

ろ

他

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　（
20）

宗
教
と

の

対
話
に

よ
っ

て

自
己

変
革
し

て

ゆ

く
こ

と
こ

そ

重

要
で

あ
る

と

す
る

議
論
は

、

「

よ

り

広
い

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

へ

の

変
容

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

（
21）

（

芝
置
霞
凶

締

巳
亳）
」

と

同
じ

構

図
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

宗
教
多
元

主

義
の

議
論
を
「

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ
」

と

「

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
22）

イ

を

越
え

て

ゆ

く
こ

と
」

と

の

交
叉

反

転
と

い

う
理

論
枠
組
み
の

中
で

検
討
す
る

課

題
は

今
後
に

残
さ

れ

る
。

　

さ

て
、

あ
ら

た

め
て

、

「

無

心
」

は

「

ア

イ
デ

ン

テ
ィ

テ
ィ

（一
号
導

尋）
」

と

親
和
的
な

の

か
、

そ

れ
と

も

「

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

を

超
え

出
て

ゆ

く

こ

と
（
σ

醸
。

コ

黛
瓜

魯
け

身）
」

と

親
和
的
な
の

か
。

　

信

仰
と

無
心

を
重
ね
て

理

解
し

た

私
は
、

信

仰
の

排

他
的

・

独

善
的

傾
向
に

違
和
感
を

強
く
し

た
。

「

神
の

御
心
の

ま
ま

に
」

と

い

う
信

仰
が

信
仰
共
同
体
の

中
で

「

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

（

地
上
の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

）

」

を

固
め

て

ゆ

く

傾
向
に

疑

問
を

感
じ

、

む

し

ろ

そ

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を
超
え

て

ゆ

く
方

向
性
に

期
待
し

た
。

し

か

し

ま
さ

に

そ

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を
超
え

て

ゆ

く

方
向

51 （ユ143）
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　（
23）

性
こ

そ
「

無
心
」

と

い

う

言
葉
が

内
包
す

る

ダ
イ

ナ

ミ

ズ

ム

で

は

な
い

か
。

　

そ

う

考
え

て

み

れ

ば
、

無
心
は

、

一

方
で

、

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の

凝
集

性
を

（

ひ

た

む

き

に
・

一

途
に
・

疑
う
こ

と

な

く
）

強
め

て

ゆ

く
方

向
に

働
く
場

合
も

あ
れ
ば

、

他
方
で

、

そ

の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を

超
え

て

ゆ

く
方
向
に

（

透
明
な

・

真
空
の

よ

う
な

空
っ

ぽ

の
・

限
ら
れ

る

こ

と

の

な
い

方
向
に
）

働

く
場

合
も

あ
る

。

そ

し

て

後
者
の

働
き

を

強
く

読
め

ば
、

無
心

と

は
、

σ
Φ

《
o

民
へ

と

向

か

う

動
き

で

あ
る

。

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

（

信
仰）

を

超
え

出
て

ゆ

く

動
き

。

し
か

し

何
ら

の

限
界
も

な
い

か
と

言
え

ば
、

無
心
は

む

し

ろ

地
上

の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

に

専
念
す
る

傾

向
も

持
っ

て
い

る
。

と
い

う
こ

と

は
、

無
心
は

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

と

し

て

働
く
こ

と

も
で

き
、

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

を

超
え

る

方
向
に

働
く
こ

と
も
で

き

る
。

し

か

も
、

そ

の

ど

ち

ら

に

も

留
ま

ら
ず

、

そ

し

て

そ

の

ど

ち

ら

に

も

囚
わ

れ

な
い

。

　

　

　
　

三

　
無
心
と

他
者

−
無
心
は

他
者
の

痛
み
に

つ

な
が
る

か

1

　

大
拙
の

語
る

「

無
心
」

は

明
る
い

。

カ

ラ
ッ

と

透
き

通
っ

た

明
る

さ

が

あ
る

。

例
え

ば
、

「

天
真

爛
漫
」

、

「

遊

戯
三

昧
」

、

「

呵
々

大

笑
」

。

し

ば
し

ば
そ

う
し

た

言

葉
が

登

場
す
る

。

で

は

「

無
心
」

と

い

う

言
葉
に

「

悲
し
み
」

や

「

諦
め
」

を
読
む
こ

と

は

で

き

な
い

か
。

　

興

味
深
い

こ

と

に
、

『

仏
教
の

大
意
』

で

は
、

仏
教
の

教
え
が

「

大

智
」

と

「

大
悲
」

に

分
け

ら

れ
、

「

無
心
」

は

前
者
に

集
中
し

て

　

　

　（
24V

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
、

登
場
す

る
。

つ

ま
り

「

無
心
」

は

「

智
」

の

在
り

方
の
一

つ

と
い

う

位
置
づ

け

で

あ
る

。

す
な

わ
ち

、

分
別
す
る

智
で

は

な

く
、

分
別

し

な
い

智
〔

無
分
別

智
）

。

そ
う
し

た

智
の

在
り

方
が

「

無
心
」

と

語
ら
れ

る

の

で

あ

る
。

　

し

か

し

当
然
な
が

ら

「

大
智
」

と

「

大
悲
」

は
一

体
で

あ

る
。

そ
こ

で
、

ご

く

稀
に

、

「

無
心
」

に

お

い

て

「

大
悲
」

が

発
露
す
る
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と

語
ら
れ

る

こ

と

も
あ
る

。

「

無
心
の

中
か

ら

祈
り

が

出
る

、

無
縁
の

大
悲
と

云
ふ

の

で

あ

り
ま

す
」

（
二
一

二

頁
）

。

と
い

う
こ

と

は
、

「

無
心
」

は

「

智
」

の

在
り
方
で

あ
る

の

み

な

ら

ず
、

そ
こ

か

ら

「

悲
」

が

発
露
す

る

そ

の

原

点
で

あ
る

。

そ

し

て

同
じ

「

無
心
」

か

ら

「

智
」

が

生

じ

る
。

つ

ま

り

「

大

智
」

と

「

大
悲
」

の

共

通
の

深

層
が

「

無
心
」

と

語
ら

れ
て

い

た

こ

と

に

な

る
。

「

無
心
」

は

「

智
」

の

在
り
方
で

あ
る

の

み

な

ら

ず
、

「

悲
」

の

在
り

方
で

も
あ

る
。

そ
こ

か

ら

「

智
」

が

生
じ

、

そ
こ

か

ら

「

悲
」

が

生
じ

る
、

そ

の

ゼ

ロ

ポ

イ

ン

ト
が

「

無
心
」

と

語
ら
れ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
し

か

し
、

や

は

り

大
き
く

見
れ
ば

、

『

仏
教
の

大
意
』

に

お

い

て

は
、

「

智
」

の

在
り

方
と

し

て

の

「

無
心
」

が

主
で

あ
る

。

「

日
本

の

仏

教
で

は
、

禅
は

大
智
の

面
、

浄
土

系
は

大
悲
の

面
を

代
表
す
る
」

（

七
二

頁
）

。

そ

う

語
り
な

が

ら

「

無

心
」

を

禅
の

思
想
に

限
定

す
る

用
語
と

し

て

語
り

、

浄
土

系
の

思
想
を

「

無
心
」

と

語
る
こ

と

は

控
え

て

い

る
。

と
こ

ろ

が
、

『

無
心
と
い

う
こ

と
』

の

場
合
は

、

無
心
の

用

語
法
が

広
が
っ

て
い

た
。

浄
土

系
の

思
想

も
「

無
心
」

と

語
ら

れ
る

。

の

み

な

ら

ず
キ

リ

ス

ト

教
の

思

想
の

中
に

も

「

無

心
」

と

同
じ

心
の

在
り

方
が

指
摘
さ

れ

る
。

つ

ま

り
禅
の

思
想
に

限
定
す

る
こ

と

な

く
共

通
性
が

強
調
さ

れ
、

緩
や
か

な

広
が

り

を

持

っ

た

「

無
心
」

が

語
ら
れ

る
。

そ

し
て

本
稿
が

、

ま

さ

に

そ

の

緩
や
か

な

用

語
法
に

依
拠
し
て
い

る

こ

と

は

繰
り

返
し

確
認
し
て

き

た

通
り
で

あ

る
。

　
さ

て
、

「

無
心
」

に

お

い

て

「

大
悲
」

が

発
露
す
る

。

こ

の

「

大
悲
」

は

仏
の

は

た

ら
き

で

あ
る

。

し
か

し

同
時
に

人
間
一

人

ひ

と

り
の

「

悲
」

の

は

た
ら
き

で

も

あ
る

。

つ

ま

り
、

悲
し

み

の

感
受

性
で

あ
り

、

他
者
の

痛
み
・

苦
し

み

に

対
す

る

感
受

性
で

あ
る

。

そ

う
考
え
れ

ば
、

無
心
が

「

悲
し

み

の

感
受

性
」

に

つ

な

が

る
こ

と

に

何
の

不
思

議
も

な
い

。

無
心
は

個
人
に

閉
鎖
し
な
い

。

他
者
の

痛

み

に

つ

な

が

る
。

無
心
に

な

る

時、

人
は

、

他
者
の

痛
み
へ

と

開
か

れ
て
い

る

（

開
か

れ

て

し

ま

う
）

。

無
心
に

お

い

て

私
た

ち
が

大

悲
心
か

ら

の

働
き

か

け
を

受
け

る

時
、

と

い

う
こ

と

は
、

つ

ま

り

大
悲
心
が

地
上
に

顕
わ

れ
て

倫
理
と

し
て

働
く
時

、

私
た

ち

は

他
者
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の

痛
み
に

対
し

て

無
関
心
で

い

る
こ

と

は

で

き

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

確
か

に
、

無
心

は

倫
理
的
概
念
で

は

な
い

。

無
心
で

あ
る
こ

と

が
、

直

接
的
に

倫
理
的
な
善
さ

を

意
味
す
る

わ

け
で

は

な
い

。

む

し

ろ

大
拙
は

無
心
が

倫
理

的
に

理

解
さ

れ

る
こ

と

を

嫌
っ

た
。

無
心
の

発
露
は

、

倫
理

的
で

あ
ろ

う
が

あ
る

ま

い

が
、

そ

う
し

た

次
元
と

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　〔
26）

は

異
な

る

次
元
の

出
来
事
で

あ

る
。

　

し

か

し

無
心
は

必
然

的
に

他
者
と
つ

な
が

る
。

個
人
の

内
面
に

閉
じ

た

出

来
事
で

は

な
い

。

無
心

で

あ
る

時
、

人
は

他
者
の

痛
み

に

対
し

て

無
関
心
で

い

る
こ

と

は

で

き

な

い
。

無
心
に

お

い

て

大
悲
が

発
露
す
る

。

大
智
・

大
悲
と

も

に

発
露
す
る

。

　

そ

う
理

解
し

た

上
で

、

も

う
一

点、

確
認
し

て

お

く
。

大

拙
は

そ

う

し

た

無
心
を

、

他
宗
派
・

他
宗
教
の

中
に

も
見
た

。

と

い

う
こ

と

は
、

特
定
の

宗
教
に

限

定
さ

れ

た

出

来
事
で

は

な
く

、

広
く

人

間
に

共

通
し
て

み

ら

れ
る

出
来
事、

い

わ

ば

人

間
自

然
（

ぎ
巨

躄

蠧
讐

邑

に

属
す

る

事
柄
と
し

て

理

解
し

よ

う
と

試
み

た
こ

と
に

な

る
。

　

議
論
を

整
理
す
る

た

め

に
、

本

稿
は

そ

う
し

た

意
味
に

お

け
る

無
心
を

「

広
義
の

無
心
」

と

呼
ん

だ
。

人

間
自
然
に

属
す

る

事
柄
と

し
て

の

無
心

。

人

類
に

共
有
さ

れ
る

（

共
有
さ

れ

る

可
能
性
が

あ
る

）

出
来
事
と

し

て

の

無
心

。

　

そ

れ

に

対
し

て
、

禅
の

伝
統
が

語
り

続
け

て

き
た
無
心
は

「

狭
義
の

無
心
」

と
い

う
こ

と
に

な

る
。

そ

し

て
、

そ

う
整
理
し

た
と

た

ん
、

問
い

は
一

層
鮮
明
に

な

る
。

「

広
義
の

無
心
」

と

「

狭
義
の

無
心
」

は
い

か

な

る

関
係
に

あ
る

の

か
。

「

広
義
の

無
心
」

と

い

う
理

解
は

心
理
主

義
の

批
判
を
免
れ

得
る

の

か
。

そ

し

て

「

広
義
の

無
心
」

が

他
者
と
つ

な
が

る

地
平
に

開
か

れ

て
い

る
な

ら

ば
、

倫
理
の

位
相
と

は
い

か

な

る

関
係
に

あ
る

の

か
。

次

節
で

考
え

て

み

た
い

の

は
、

こ

の

最
後
の

問
い

で

あ
る

。
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四

　
無
心
と

社
会
的
正

義

1
「

抵
抗
の

拠
点
と
し
て

の

無
心
」

に

向
け
て

ー

　

大
拙
の

語
り
に

「

社
会
的
正

義
」

は

で

て

こ

な
い

。

む

し

ろ

無
心
は

正

義
と

は

異
な

る

位

相
の

出

来
事
で

あ
る

。

そ
の

点
が

繰
り
返

し

強
調
さ

れ
る

。

　

例
え

ば
、

E
・

フ

ロ

ム

ら
と

共
同
で

行
っ

た

「

禅
と

精
神
分
析
」

を
め

ぐ

る
シ

ン

ポ

ジ

ウ
ム

の

記

録
の

中
、

こ

ん

な

や

り
と

り
が

あ

る
。

欧
米
研
究

者
か

ら

社
会
福
祉
や

経
済
的
困

窮
な

ど

に

対
し

て

禅
が

い

か

な

る

態
度
を
と

る

の

か

と

い

う
（

十
一

項
目
に

及
ぶ
）

質

問
が

出
た

。

し

か

し

大
拙
翁
は

ま
る

で

取
り
合
わ

な

い
。

「

こ

れ
ら

の

質
問
の

ほ

と

ん

ど

は
、

禅
の

要
点
を

欠
い

て

お

り、

禅
の

中
心

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

（
27）

軸
を

捉
え

損
ね

て
い

る

よ

う
だ
」

と

相
手
に

す
る
こ

と

な
く

、

話
を
先
に

進
め

て

し

ま

う
の

で

あ
る

。

　

あ
る
い

は

『

無
心

と

い

う
こ

と
』

の

中
で

も
、

道
徳
や

社
会
と

の

関
連
に

な

る

と
、

そ

の

語
り

が

「

奇
妙
」

で

あ
る

。

「

無
我
と

い

ふ

こ

と

に

は
、

或
る

意
味
で

云
ふ

と

無
責
任
に

な
る

と

い

ふ

や

う
に

と

ら
れ

る

場

合
が

あ
る

。

併
し

本
当
の

意

味
で

云
ふ

宗

教
か

ら

見

る

と
、

実
際
無

責
任
と

云
ふ

や
う
な

と

こ

ろ

が

あ
る

の

で

す
」

（
一

五

五

頁〉
。

　
こ

の

文
章
は

「

無
我
」

に

つ

い

て

語
ら

れ

た

も

の

で

あ
り

、

そ

の

相
違
は

慎
重
に

理

解
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

が
、

「

無
心
」

の

思

想
が

「

（

社
会
的
）

責
任
」

を

視
野
に

入

れ

な
い

こ

と

を

語
っ

た

も
の

で

あ
る

。

余
談
な

が

ら

こ

の

文
章
は

鈴

木
大

拙
と
い

う
人
の

語
り

の

ひ

と

つ

の

典
型
で

あ
る

。

無
責
任
と

思
わ

れ

て

し

ま

う
が

、

「

併
し
」

、

実
際
そ

う

な

の

で

あ
る

、

と

語
ら

れ

る

「

併
し

」

は

逆

説
で

は

な

く
、

よ

り

深
い

容
認
で

あ
る

。

逃
げ
も

隠
れ

も
せ

ず
、

事
態
を

包
み

込
む

よ

う
に

受
け
入
れ
て

ゆ

く
。

そ

れ

に

よ
っ

て

自
分

の

立

場
が

崩
れ
る
こ

と

は

な
い

。

む

し

ろ

よ

り
一

層

柔
軟
な

自
在
の

地

平
を

広
げ
て

ゆ

く

語
り

で

あ
る

。

　

ま

た

こ

う
も

語
る

。

「

…

…

道
徳
の

責
任
者
を

否
定
し
て

も
い

い

と

こ

ろ

が

あ
る

。

終
局
は
、

道
徳
そ

の

も

の

を
否
定
し

て

し

ま
ふ

。
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従
っ

て

こ

の

社
会
を

否
定
し

て

し
ま

ふ

と
い

ふ

や

う
な

と
こ

ろ

さ

へ

あ
る

。

そ

う
い

ふ

普
通
に

は

最
も
危
険
と

見
る
べ

き

も

の
が

、

絶

対
に

自
分
を

棄
て

た

と

こ

ろ

に

あ
る
か

ら

妙
で

す
」

（

一

五

六

頁）
。

　

つ

ま

り

「

無
心
」

に

は

道
徳
を

否

定
す

る

側
面
が

あ
る

。

そ

う

語
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

無
心
が

「

社
会

的
正
義
」

と

は

別
次
元
の

出

来
事
で

あ
る
こ

と

を

強
調
し

た
。

そ
し
て

実
際

、

無
心
は

、

社
会
的
問
題
に

対
す

る

無
関
心
と

理
解
さ

れ

る
こ

と

が

多
か

っ

た
。

無
心

の

追
究
は

個
人
の

内
面
に

閉
じ
こ

も

る

こ

と

と

理

解
さ

れ
、

社
会

的
問
題
に

対
し

て

「

超
然
と

構
え

る
」

と

い

う
仕
方
で

無

関
心
を

招

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　（
28）

い

た
。

あ
る
い

は

社
会
的
不
正
に

対
す
る

無
関
心

の

言
い

訳
と

な
っ

て

き

た
。

「

禅
の

政
治

性
」

に

対
す
る

批
鞨
は

多
い

。

　

そ

の

点
を
「

ひ
っ

く

り

返
す
」

こ

と

は

で

き

な
い

か
。

無
心
を

社
会

的
正

義
と

つ

な

ぐ

仕
方
で

理

解
す

る
。

無
心
で

あ
る

か

ら

こ

そ

不
正

に

対
し

て

抵
抗
す

る
。

無
心
で

あ
る

か

ら

こ

そ

声
を

上

げ
ざ

る
を

得
な
い

。

不
正
に

対
す

る

異
議
申
し

立
て

。

護
る
べ

き
こ

と

は

護
る

。

あ
る
い

は
、

差
別
に

対
し

て

自
己
正

当
化
を

余
儀
な

く
さ

れ
る

。

そ

う

し

た

「

権
力
に

対
す

る

抵
抗
の

根
拠
」

と

し

て

無
心
を

読
み

直
す
こ

と

は

で

き

な
い

か
。

　

む

ろ

ん

こ

の

読
み

直
し
は

強
引
で

あ
る

。

し

か

し

挑

戦
で

も
あ

る
。

そ

れ
は
一

方
で

、

伝
統
的
な

無
心
理
解
に

対
す
る

挑
戦
で

あ

る

と

同
時
に

、

他
方
で

は
、

社
会
的
関
心
の

側
に

対
す
る

挑
戦
で

も

あ
る

。

無
心
を
、

社
会
的
正
義
と

無
縁
の

理
念
と

し

て

切

り
捨
て

る

の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

「

抵
抗
」

の

思
想
（

非
暴
力
的

抵
抗
の

根
拠）

と

し

て

読
み

換
え
る

試
み

。

社
会
的
関
心
（

実
践

・

運
動）

が

そ

の

つ

ど

立

ち

戻
る
ゼ
ロ

ポ

イ
ン

ト

と

し
て

「

無
心
」

を
位

置
づ

け

直
す
と
い

う

仕
方
で

、

「

無

心
」

を

「

権
力
に

対
す

る

抵
抗
の

拠

点
」

と

読
み

直
す
試
み
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

現
在
そ

う

し

た

試
み
は

、

た

と

え
ば

「

エ

ン

ゲ
イ

ジ
ド
・

ブ

デ
ィ

ズ

ム

（

両
コ
ぴq

謝
 

Q

切

＆
警
ロ

包
」

の

中
で

展
開
し
、

と

り

わ

け
、

テ

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

〔
29）

イ

ク
・

ナ

ッ

ト
・

ハ

ン

（
日
7幽
9
乞
プ
。゚

一

欝
夢）

の

思
想
か

ら

学
ぶ

こ

と

は

多
い

。

し

か

し

私
の

場
合、

最
初
の

着
想
は

、

福
音
書
の

読
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（
30V

み

直
し

か

ら

や
っ

て

き

た
。

イ
エ

ス

の

言
葉
を

社
会

的
不
正

に

対
す

る

非
暴

力
的
抵
抗
と

し

て

読
み

直
す

試
み

。

　

従
来
イ
エ

ス

の

言

葉
は

、

従
順

・

服
従
の

勧
め

と

理

解
さ

れ

て

い

た
。

よ

く

知
ら
れ

た

言
葉

、

「

誰
か

が

あ

な

た

の

右
の

頬
を

打
つ

な
ら

、

左
の

頬
も
向
け

な

さ
い
」

（
マ

タ
イ

五
・

三

九）
。

と

こ

ろ

が
、

そ

の

言
葉
を

当
時
の

時
代

状
況
の

中
で

読
み

直
す
と

、

こ

の

教
え

は
、

従
順
で

は

な

く
、

侮
辱
に

対
す
る

公
然
と

し

た

挑
戦
を
意

味
す

る

と
い

う
の

で

あ

る
。

　

当
時
の
ユ

ダ
ヤ

の

習
俗
に

お

い

て

「

右
の

頬
を

打
つ
」

と

は

侮
辱
の

表

現
で

あ
っ

た
。

正

確
に

は
、

「

手
の

甲
で

殴
る
」

こ

と

は

相

手
の

尊
厳
の

否
定
を
意

味
し

た
。

対

等
な

関
係
で

は

な
い

。

劣
者
に

対
す
る

侮
辱

。

そ

れ

に

対
し
て

イ
エ

ス

は

「

左
の

頬
も

向
け
よ
」

と

教
え
る

。

相
手
の

左
の

頬
を

殴
る

た
め

に

は
、

右
手
の

こ

ぶ

し

で

殴
る

し

か

な

い
。

こ

ぶ

し

で

殴
る

と

は
、

対
等
な

人

間
と

し
て

向

き

合
う
こ

と

を

意
味
す
る

。

劣
者
に

対
す

る

扱
い

で

は

な

く、

対

等
な
人

間
同
士

の

関

係
に

抑
圧

者
を

連
れ

出
す
こ

と

に

な
る

。

公
然

た

る

挑
戦

。

暴
力
を
返
す

の

で

は

な
い

が

公
然
と

挑

戦
す

る

非
暴
力
的

抵
抗

。

　
つ

ま

り
、

抵
抗
不
可

能
な

状
況
に

お

い

て
い

か

に

人

間
と

し

て

の

尊
厳
を
主

張
で

き

る

か
。

泣
き

寝
入
り
し

て

は

な

ら

な
い

。

そ

れ

は

人

間
の

尊
厳
に

反
す
る
こ

と

で

あ
り

、

い

の

ち

の

発
現
に

反
す
る

こ

と

で

あ
る

。

そ

う
し

た

「

不
正
」

に

対
す
る

や

む

に

や

ま

れ
ぬ

抵
抗

。

そ

の

時
そ

の

場
の

自
然
な

反
応

。

然
る
べ

き

時
に

然
る
べ

き

仕
方
で

挑
戦
す

る

気

慨
。

機

転
・

機
知
・

頓
知

。

「

無
心
」

で

あ

れ
ば
こ

そ
、

自
然
な

反
応
と

し

て
、

抵
抗
せ

ざ
る

を

得
な
い

。

声
を
上
げ
ざ

る

を

え

な
い

。

か

ら

だ

の

ゼ
ロ

ポ

イ
ン

ト

に

お
い

て

（

心

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ホ
　ね

身
一

如
の

ゼ

ロ

ポ

イ
ン

ト

に

お
い

て
）

反
応
し

て

し

ま

う
。

　
そ

の

反
応
は

、

外
側
か

ら

見
て

正

義
感
と

か

義
憤
と

か

評
さ

れ

る

と

し

て

も
、

当
人

の

感
覚
と

し

て

は
、

個
人
の

倫
理
感
を
越
え

て

い

る
。

私
が

考
え

て

声
を
あ

げ
る

の

で

な

い
。

内
な

る

何
か

が
、

無
心
の

私
を

、

突
き

動
か

し

て

し

ま

う
。

　

倫
理
の

位

相
に

お

い

て

言
い

換
え
れ
ば

、

非
暴
力
的
抵

抗
と

は

「

敵
も
正

義
に

帰
る
こ

と

が

あ
る
」

と

信
じ

る
こ

と

で

あ
る

。

い

か
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に

し

た

ら

敵
の

中
に

神
を

見
る

こ

と

が

で

き

る

か
。

そ

の

時
に

必

要
と
さ

れ
る

「

無
心
」

は
、

「

我
」

に

囚
わ
れ

た

復
讐
で

は
な

い
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
おり

相

克
性
の

地
平
に

あ
る

「

私
」

か

ら

離
れ

よ

う
と

す

る
。

「

我
執
性
」

と
い

う

言

葉
を

使
う
な

ら
、

我
執
性
に

囚
わ

れ
た

復

讐
で

は

な

い
。

無
心
か

ら

発
す
る

反

応
と

し

て

の

抵

抗
。

抵
抗
の

拠
点
と

し

て

の

無
心

。

　

非
暴

力
的
抵
抗
は

「

我
」

の

怒
り
か

ら

は

生

じ

な
い

。

何
ら

か

そ

の

「

我
」

を

離
れ

、

「

我
」

を

越
え
て

ゆ

く

方
向

性
の

中
に

初
め

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
33）

て

生

じ

得
る

こ

と

に

な

る
。

非
暴
力
的
抵

抗
は
、

無
心
を

求
め

る

内
面
へ

の

沈

潜
を

必
要
と

す
る

。

　
そ

し

て

今
度
は

、

無
心

を、

無
の

顕
れ
と

読
み

直
し

て

み

る

な
ら

ば
、

無
が

地
上
に

顕
わ

れ

て

倫
理
と

し
て

働
く

時
、

い

か

な

る

姿

を
と

る

の

か
。

無
か

ら
の

働
き

か

け

を

受
け
る

時
、

私
た

ち

は

社
会
的
不
正

に

対
し
て
、

い

か

に

振
る

舞
う
こ

と

に

な

る
の

か
。

そ

の

問
い

に

答
え

よ

う
と

す

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

結
び

−
無
心

・

霊

性
・

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

ー

　

最
後
に

少
し

ば
か

り
問
題
を

整
理
し

課
題
を

確
認
し

て

結
び
と

す
る

。

　

小

論
は

「

無
心
」

を

禅
の

用

語
に

限

定
せ

ず
、

何
ら

か

「

心
の

在
り
方
」

と

理

解
し

た

（

正

確
に

は

「

狭
義
の

無
心
」

と

は

区
別
さ

れ
た

「

広
義
の

無
心
」

を

問
題
に

し
た
）

。

こ

の

「

心

の

在
り

方
」

は

同

時
に

「

身
心
の

在
り

方
」

で

あ
り

「

対
他
的

関
係

性
の

質
」

で

あ
り

「

場
へ

の

開
か

れ

方
」

で

あ
っ

た
。

し

か

し

小
論
が

強
調
し

た

の
は

、

こ

の

「

在
り

方
」

が

誰
の

身
に

も

生
じ

る
と
い

う
点
で

あ
る

。

す
べ

て

の

人
の

身
に

生
じ

得
る

。

例
え
ば

「

子

ど

も

の

無
心
」

は
、

す
べ

て

の

人
の

身
に

（

か

つ

て
）

一

度
は

生
じ

た
は

ず
で

あ
る

。

特

定
の

宗
教
経
験
に

限
定
さ

れ

な
い

。

人
間

自
然
（

言
筥

き

轟

霧
Φ）

に

根
差
し

た

出
来
事

。

　
で

は

何
が

共

通
な
の

か
。

ご

く
形

式

的
に

は
、

ぴ

塁
o

巳
、、

H ．、

と

理

解
さ

れ

た
。

「

H

」

は
、

「

我
（

自

我
・

作
為
・

我

執
性）
」

な

ど
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と

多
様
に

理

解
さ

れ
、

「

び
Φ
《

8
α
」

は
、

そ

こ

か

ら

離
れ

る
・

そ

れ

を

超
え
て

ゆ

く
・

そ

の

背
後
な

ど

と

理

解
さ

れ

た
。

し
か

し

正
確

に

は
、

単
に

「

我
」

か

ら

離
れ

る

こ

と

を

目
指
す
の

で

は

な

く、

我
か

ら

離
れ
る

こ

と

も

で

き
、

そ

れ

を
生
き

る
こ

と

も

で

き

る
。

そ

の

意
味
で

「

邑

に

囚
わ

れ
な
い

「

自
在
」

が

重
要
で

あ
っ

た
。

　

そ

し

て

ま
た

、

「

無
心
」

は

究
極
の
一

点
で

は

な

く
、

厚
み

を
も
っ

た
一

連
の

出

来
事
と

理

解
さ

れ

た
。

正

確
に

は
、

三

つ

の

動
詞

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

ヘ
　

　

ヘ
　

　

へ

に

よ
っ

て

理

解
さ

れ

て

き

た
。

一

つ

は
、

「

我
」

か

ら

離
れ

る
ベ

ク

ト
ル

。

そ

の

目
的
と

し

て

語
ら
れ

る

「

無
心
」

。

二

つ

は
、

無
心
に

　

　

　
　

　

　
ヘ

　

　

ヘ
　

　

へ

至

る

と

何
か

が

顕
れ

る

と

い

う

出
来
事

。

む

し
ろ
、

何
か

が

顕
れ

る

時
の

心
の

在
り
方
を
「

無
心
」

と

呼
ん

だ
こ

と

に

な

る
。

三

つ

目

　

　

　
　

　

　
ヘ

　

　

ヘ
　

　

ヘ
　

　

へ

は
、

無
心
か

ら

出
て

ゆ

く
出
来

事
。

無
心
に

留
ま

ら

な
い

。

あ
ら
た

め

て

「

出
て

く
る
」

。

そ

し

て

二

重
に

な
る

。

そ
の

二

重

性
に

つ

い

て

は
、

本

稿
は

立
ち

入
り
こ

と
が

で

き

な
か
っ

た
（
註
（
9

）

、

お

よ

び
（
14
）

を

参
照
）

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
（
34）

　

こ

う
し

た

「

無
心
」

概
念
は

、

お

そ

ら

く
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

」

と
い

う

言
葉
の

あ
る
一

面
と

重
な
っ

て

い

る
。

宗
教
で

は
な

い

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な

位
相

翕
。

汀
Φ

蔚
8
昜
げ

三
ω

旨一
9
巴）

。

そ

の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

と

無
心
の

正

確
な

関
連
は

今
後
の

課
題
で

あ
る

と

し

て

も
、

少
な

く
と

も
「

宗
教
を

必
要
と

し

て

い

な

い

人
た
ち
」

と

の

対

話
の

た

め

に
、

こ

の

「

無
心
」

と

い

う
言
葉
が

手
掛

か

り
と

な

る

可

能
性
は

示

さ

れ
た
は

ず
で

あ
る

。

　

し
か

し

困
難
は

多
い

。

こ

う
し
た

無
心
理
解
に

対
し

て

は

多
く
の

批
判
が

成
り
立
つ

。

 
「

無
心
」

が

成
り

立

つ

た

め

に

は
、

常
に

既
に

「

絶
対
的

他
者
（

超
越
的
な
る

も

の

こ

か

ら

の

働
き
掛
け

が

必
要
で

あ
る

。

無
心
に

向
か

い

始
め

よ

う
と

す

る
そ

の

最
初
か

ら
、

（

わ

か
っ

て

み

れ

ば
）

既
に

神
の

恩
寵
が

あ
っ

て

初
め

て

可
能
に

な
っ

た
こ

と

で

あ
る

。

あ
る

い

は
、

御
仏
の

慈
悲

、

大
い

な

る
い

の

ち

の

は

た

ら
き

が

あ
っ

て

初
め
て

可
能
で

あ
る

。

そ

う

し

た

「

超
越
な

る

も

の
」

へ

の

視
点
が

欠
落
し

て

い

る
。

 
「

無
心
」

が

そ
の

歴

史
性
か

ら

切
り

離
さ

れ
、

理
想

的
自
然

状
態
と

理

解
さ

れ

て

い

る
。

人
類
に

共
通
の

「

自
然

状
態
」

が

想

定
さ

れ
、

し
か

も
そ

の

状

59 （1151 ）
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態
に

「

無
心
」

と
い

う

言
葉
を

、

そ

の

言
葉
の

伝
統
と

の

関
連
を

明
確
に

し
な
い

ま

ま
、

対
応
さ
せ

て
し

ま
っ

て

い

る
。

 
無
心

が

理

想
化
さ

れ
す
ぎ
て

い

る
。

無
心

は

結
局

、

知

的
エ

リ

ー

ト

の

自
己
正

当
化
に

す
ぎ
な
い

。

あ
る
い

は
、

無
心
に

お

い

て

人
間
の

残

虐
や

醜
悪
が

溢
れ

出
る

と
い

う
理

解
が

弱
す
ぎ
る

。

　

こ

う
し

た

批

判
を

確
認
し

つ

つ
、

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

無
心
と

い

う
ゼ
ロ

ポ

イ
ン

ト
に

お
い

て

初
め
て

可
能
に

な

る

創
造
性

、

即
興

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
｛
35）

性
、

創
発
性
へ

の

期
待
を

棄
て

る
こ

と

が

で

き

な

い
。

そ
こ

に
、

そ

の

つ

ど
、

立

ち

現
わ

れ
て

く
る

出
来
事
に

期
待
し

た
い

。
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註
（

1
）
　
「

宗

教
の

際
に

立
つ
」

と
い

う

言
葉
は、

〈

宗
教
に

よ
っ

て

解
決
す

る

問
題
〉

と

〈

宗
教
に

よ

っ

て

生
じ
る

問
題
〉

の

双
方
に

目
を
留
め

る

視
点
を
意

　
　
味
す

る
。

し

た
が

っ

て

「

宗
教
の

ポ

エ

テ

ィ

ッ

ク

ス

と
ポ

リ
テ

ィ

ク

ス
」

と
重
な

る
。

深

澤
英

隆
氏
は

「

宗
教
の

ポ

リ
テ

ィ

ク

ス

Oo

野剛
島
」

を

「

宗

　
　
教
の

様
々

な

政
治

的
・

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

的
効
果
を

ク

リ
テ

ィ

カ
ル

に

主

題
化
す

る
立

場
」

と

規
定
し
、

他
方
「

宗

教
の

ポ

エ

テ

ィ

ッ

ク

ス

Oo

Φ
叶圃
帛
」

　
　
を
宗
教
の

ポ
ジ
テ

ィ

ヴ
な

言
明
で

あ
る

が

「

宗

教
の

外
に

立
ち
な
が
ら

、

…
…

宗
教
の

遺
産
を

再
解
釈
し

、

宗
教
の

再
想
像
を

図
ろ

う
と

す
る

」

と
い

　
　
う

。

深

澤
英
隆
『

啓

蒙
と

霊

性
』

岩
波

書
店、

二

〇
〇
六

年、

三
四

七

頁。

（
2
）
　
「

無
心
」

と

い

う

言
葉
の

類
似

語、

例
え
ば
、

無
邪
気
・

無
私
・

無
我
・

無
為
・

無
自
覚
・

無

念
無
想
・

平

常
心
・

自

然
体、

あ
る

い

は
「

無
意
識
」

　
　
と

の

関
連
な
ど

は
、

す
べ

て

今
後
の

課

題
と

す
る

。

「

無
心
」

と

い

う
文

字
は

『

荘
子
（
知
北

遊
）

』

や
『

列
子

（

仲
尼
ご

に

用

例
が

見
え
る

が

（

福

　
　
永
光
司
「

禅
の

無
心
と

荘
子
の

無
心
」

久
松
真
一
・

西
谷
啓
治
編
『

禅
の

本
質
と

人

間
の

真
理
』

創
文

社、

一

九
六

九
年）

、

日

本
文

学
史
に

お

い

て

　
　
（

た

と

え
ば
『

源
氏
物
語
』

の

中
で
）

「

思
慮
の

無
さ
」

を

意
味
し

、

「

迷
惑
も
顧
み

ず
に

ね

だ

る

こ

と
・

情
趣
を
解
さ

ぬ

無
風
流
」

な

ど

と
用
い

ら
れ

　
　
た
こ

と

も
確
か

で

あ

る
。

中

世
に

「

無
心
」

の

意
味
に

転
換
が

生
じ

た

と

い

う

指

摘
（

源
了

圓
「

日

本
人
の

自
然

観
」

『

新
・

岩
波
講
座

・

哲
学
5
・

　

自
然
と

コ

ス

モ

ス
』

岩
波
書
店、

冖

九
八

五

年、

三

五
五

頁
）

も
含
め

、

「

無
心
」

概
念
の

整
理
は

課
題
で

あ
る

。

（
3）
　

鈴
木
大
拙
『

無
心
と
い

う
こ

と
』

『

鈴
木
大

拙
全

集
・

第
七
巻
』

岩
波
書
店、

】

九

九
九
年
（
初
版
は

昭
和
十
四

年）
。

（
4）

∪．
。。

目

署

軍

熱
鳶

§
載

丶

§
§

§
G
ミ
ミ

爺
勾
。

巨
ゆ

諸
 

眇

温

添
ひq
竝

頃

℃

弩

＝
霧
P
℃

幽
腿゜

（
5）

筐
窪’

も
」

＝

弧
。
。

9
。

g’

（

6
）
　
「

プ

ロ

i
体
験
山
o
≦
」

は

M
・

チ
ク

セ

ン

ト

ミ

ハ

イ

の

用

語
に

依
拠
す
る

。

自
分
に

疑
い

を

持
つ

こ

と

が

な

く
、

話
山
 

臼
守
Φ

に

な
ら

ず、

行
為
と
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無心、信仰、ス ピ リチ ュ ア リテ ィ

　
　
意
識
が

融

合
し、

心
地
よ

く、

流
れ

る

よ

う
に

体
験
さ

れ

る
。

A
・

マ

ス

ロ

i
「

ピ

ー
ク
体
験
」

と
の

関
連
も
含
め
、

最
適
体
験
の

整
理
は

課
題
と

す

　
　
る。

さ

し
あ
た

り、

拙
論
「

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

テ
ィ

ッ

ク

心

理
学
の

宗
教
理

解
　
　
A
・

マ

ス

ロ

ー
宗
教
心
理

学
と

そ
の

陥
穽
」

（

島
薗
進
・

西
平
直
共

　
　
編
『

宗
教
心
理
の

探
究
』

東
京
大
学
出
版
会、

二

〇

〇
一

年
）

。

（
7
）
　
こ

の

個
所
を

含
め、

世
阿

弥
の

伝
書
に

関
し
て

は、

拙
著
『

世
阿

弥
の

稽
古
哲
学
』

（
東
京
大
学
出
版
会

、

二

〇
〇
九
年）

参
照

。

本
稿
の

「

無
心
」

　
　
概
念
は

世
阿

弥
の

用
語
法
か

ら

影
響
を

受
け
て

い

る
。

そ

の

点
に

つ

い

て

は、

拙
論
「

子
ど

も
と

無
心

　
　
世
阿

弥
に

お

け
る

稽
古
の

逆
説
」

（
哲
学

　
　
会
編
門

哲
学

雑
誌
』

第
一

二

二

巻、

第
七

九
四
号、

特
集
子
ど

も、

有
斐
閣

、

二

〇

〇
七

年）
。

（
8
）
　
「

有
心
」

を

「

無
心
の

世
界
」

へ

「

か
へ

す
」

こ

と

に

つ

い

て

大
拙
は
こ

う

語
る

。

「

か

へ

す
と

い

う
意
味
は、

本
能

的
無
意

識
的、

無

目
的

的
無
心

　
　
か

ら
人
間
的
有
心
の

世
界
へ

出
て

来
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な

っ

た
と

云

う、

そ

の

矛

盾
の

と

こ

ろ

を
克
服
す
る

い

ふ

か、

或
は

そ
の

矛
盾
を
超

越
す
る

　
　
と

云
う
と
こ

ろ

の

働
き

が
、

ど

こ

か

出
て

来
な
く
て

は

な

ら
ぬ

の

で

あ
る

」

（
前
掲
『

無
心
と

い

う
こ

と
』
、

二

七

〇
頁）
。

つ

ま

り、

そ

も
そ

も
〈

大

　
　
人
の

有
心
〉

が

生
じ

る

と

い

う

出
来
事
が

「

矛
盾
」

で

あ
り

、

無
心
（
本
能
的
無
心〉

に

留
ま

る

こ

と

が

で

き
ず、

無
心
を
食
い

破
っ

て
、

あ
え
て

、

　
　
と

い

う
こ

と

は

矛

盾
を

内
に

孕
み

な
が
ら

、

有
心
の

世
界
が

出
て

来
て

し
ま

う
。

そ
の

矛
盾
を

「

ひ

ね

り
賁
す
」

と

い

う
仕
方
で

克
服
す
る

。

そ

れ

を

　
　
「

A

ヱ

度
無
心
の

世
界
へ

か

へ

す
」

と

い

う
。

（
9
）
　
こ

の

「

二

重
」

に

つ

い

て

大
拙
は

こ

う
語
る

。

「

人

間
は

…
…

「

我
」

を

立
て

る
が

、

そ
の

肯
定、

そ
の

「

我
」

の

真
只
中
か

ら
、

所
謂
る
無

我
無

　
　
心
の

世
界
に

は

ひ

ら

な
け

れ
ば
な
ら
ぬ

の

で

あ
る

。

「

我
」

と
い

ふ

も
の

を

有
ち

な
が

ら
、

我
は

我
、

人
は

人
と

い

ふ

こ

と

が
あ
り

な

が

ら、

そ
こ

に

　
　
人
も
離
れ、

我
も

離
れ

た

と

こ

ろ
の

世
界
を
見
る
と

い

ふ

こ

と

に

し

な

け
れ
ば
な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

そ

こ

に

始
め

て

無
心
の

体
得
が

あ
る

わ

け
で

あ

　
　
る。

而
し
て

こ

の

無
心
の

世
界
か
ら、

今
度
改
め
て

「

我
」

の

世
界

、

他
人
の

世
界

、

仏
教
で

云
ふ

と
こ

ろ

の

差
別
の

世
界
が
で

て

こ

な

く
て

は
な
ら

　
　
ぬ

の

で

あ
る
」

（

前
掲
『

無
心
と

い

う
こ

と
』

、

二

七
五
頁）
。

（
10
）
　
「

ゼ
ロ

ポ
イ

ン

ト
」

は

井
筒
俊
彦
『

意
識
と

本
質
』

（
岩

波
書
店、

一

九
八

三

年
V

の

用
語
に

倣
う
が、

そ
の

存
在
論
の

次
元
に

は

立
ち

入
ら
な
い

。

　
　
こ

の

点
に

つ

い

て

は、

拙
論
「

東
洋
思

想
と

人
間
形

成
　
　
井
筒
俊
彦
の

理

論
地
平
か

ら
」

（
『

教
育
哲

学
研
究
』

第
八

四

号
、

二

〇
〇
一

年）
。

お

よ

　
　
び
、

「

宗

教
哲
学
”

概
念
と

方
法
」

（
『

岩
波
講
座
哲
学
・

第

＝
二

巻
・

宗
教
』

岩
波
書
店

、

二

〇
〇
八

年）
。

（
11
）

　
野
口

晴
哉
『

愉

気
法
1

』

全
生
社、

一

九
八
六
年、

九
四

頁
。

（
12
）

　
押
田

成
人

「

遠
い

ま

な

ざ
し

』

地

湧
社

、

一

九
八
三

年
な
ど

。

（
13
）
　
「

宣
教
」

の

問
題
は、

キ

リ
ス

ト

教

神
学
の

問
題
と

し

て

も
、

人
類
史
に

お

け
る
近

代
西

洋
世

界
の

覇
権
の

問
題
と

し

て

も
丁

寧
な

検
討
を
必

要
と

　
　
す
る
が
、

人

間
学

的
に

は

「

パ

タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
」

の

問
題
と

深
い

つ

な
が

り
を

持
つ
。

あ
る

い

は
「

愛
す
る
」

こ

と
の

逆

説
。

「

宣

教
」

と

「

愛
と

い

　
　
う
名
の

迫
害
」

（

A
・

ミ

ラ
ー）

と

の

関
連
は

困
難
な

課
題
で

あ
る

。

61 （1153）
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（
14）

自
ら
の

信
仰
へ

の

絶
対

的
確
信
は

「

無
心
」

で

は

な
く

「

自
我
肥
大
」

で

あ
る

と

い

う
批
判
は
、

慎
重
な

概
念
規
定
の

も

と

に

議
論
さ

れ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら

な

い
。

少
な

く
と

も
本

稿
の

用

語
法
に

お

け
る

「

無
心
」

は

「

肥
大
し
た

自
我
」

で

は

な

い
。

「

自
己
陶
酔
」

か

ら
も
区
別
さ

れ

る
。

「

無
心
」

は

　
　

同
時
に

何
ら
か

「

有
心
」

で

あ
り
二

重
で

あ
る

。

し

た
が

っ

て

「

無
心
」

は

矛

盾
を
は

ら

み

交
叉
反
転
し

続
け
る

。

こ

の

点
に

つ

い

て

は、

前
掲
拙
著

　
　
『
世
阿
弥
の

稽
古

哲
学
」

7
章

補
論、

ま

た

拙
論
「

発
達
と

超
越
の

交
叉

反
転
と

し
て

の

『
超
越
性
』

」

（

『

教

育
哲

学
研
究
』

一

〇
〇
号

、

近
刊）
。

（

15
）

　
エ

リ
ク

ソ

ン

の

「

ア

イ
デ
ン

テ

ゴ
7
ー

イ

の

思

想
」

に

つ

い

て

は
、

拙
著
『

エ

リ

ク

ソ

ン

の

人
間
学
」

東
京
大
学
出
版
会、

一

九

九
三

年
。

（
16
）

　
地
上
の

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

が

自
ら
を
人
類
の

代
表
と

主
張
し
が
ち

な
傾
向
を、

エ

リ
ク

ソ

ン

は

動
物
行
動
学
の

K
・

ロ

ー
レ

ン

ツ

に

倣
っ

て

「

疑

　
　
似
種
」

と

言
う

。

「

理

念
と
し
て

の

種
11
人
類
」

に

対
し
て

疑
似
に

過
ぎ
な
い

と

い

う

わ
け
で

あ
る

が
、

こ

の

用
語
は
理
解
を
一

層
困
難
に

し

た
。

（
17V

宗
教

多
元
主
義
の

議
論
は
、

キ
リ

ス

ト
教
の

立

場
か

ら

「

他
宗
教
」

と

の

対
話
を

模
索
す
る

途
上
に

成
り

立
っ

た
。

で

は

仏
教
の

立
場
か

ら

多
元
主

　
　
義
の

議

論
は

ど

う

語
り

直
さ

れ

る

の

か
。

あ
る

い

は、

明
確
な

教
義
を

持
た
ぬ

民
聞

諸
宗
教
の

立

場
か

ら

は

ど

う
語
ら

れ

る

の

か
。

重
要
な

課
題
で

あ

　
　
る

。

さ

し
あ
た

り
、

間
瀬
啓

允
編
『
宗
教
多
元
主
義
を

学
ぶ

人
の

た
め

に
』

世
界
思
想
社、

二

〇

〇
八

年
な
ど

。

（
18
）
　
J
・

ピ

ッ

ク

（
間
瀬
啓
允

訳
V

『

神
は

多
く
の

名
前
を
も
つ
』

岩
波
書
店、

一

九
八

六

年
、

な

ど
。

（
19
）
　
「

実
在
そ

れ

自
体
」

と
い

う
概
念
は

私
た

ち

を

深
い

ア
ポ

リ
ア

に

突
き
落
と

す
。

「

実
在
」

「

体
験
」

「

言
語
」

と

い

っ

た
用
語
の

哲

学
的
検
討
は

対
話

　
　
の

困
難
を
痛
感
さ
せ

る
。

「

心
の

体
験
と
し
て

は

同
じ
」

と

い

う

語
り
は、

対

話
の

場
を

保
証
す
る

よ

う
に

み

え

て、

実
は

誤
解
の

温

床
に

な

る
。

あ

　
　
る

い

は

「

神
秘
体

験
」

と

い

う
位
相
を
想

定
す
る
こ

と

の

是
非

。

神
秘
体
験
の

位
相
に

お

け

る

「｝
言

呈
醐

と

体
験
」

の

関
連
は、

言
語
以
前
の

「

純
粋
な

　
　
体

験
そ

の

も
の
」

の

存
立

可
能
性、

ま
た
そ

の

論
証
可
能

性
の

困
難
を

私
た

ち

に

突
き

つ

け

る
。

さ
ら
に
、

こ

う
し
た

「

非
言
語
的
真
理
性
」

の

問
題

　
　
に

「

勝
義
諦
と

世

俗
諦
」

と

い

う
伝

統
的
な

議
論
を

重
ね
る

時
、

問
題
は
］

層
複
雑
に

な
る
。

底
な
し
沼
で

あ
る

。

に

も
か

か

わ

ら
ず、

常
に

気
に

な

　
　
り

、

引
き

戻
さ

れ

て

は
打
ち

の

め

さ

れ
続
け
る

。

（
20
）
　
」
・

B
・

カ

ブ
・

瓦
（
延
原

時
行
訳）
『
対
話
を
越
え
て

　
　
キ
リ
ス

ト

教
と

仏
教
の

相
互

変
革
の

展
望
』

行
路
社、

一

九
八

五

年、

な
ど
。

（

ユ2
）

　
「

他
宗
教
」

と

の

対
話
の

先
に

「

無
宗
教
」

と

の

対
話
が

あ
る
。

芝
鯊
臼

箆
Φ

尋
淳
冤

の

視
点
か

ら

「

宗
教
」

を

問
い

直
す

試
み

に

と

っ

て

「

無
宗
教

　
　
と

の

対
話
」

は

正

念
場
で

あ
る

。

 
乞

9
「

魯
笹
。

昜
び

彗
ω

且
ユ
け

自

巴

を

標
語
と

し

た
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

も
の

を
求
め
る

人
た

ち

と

の

対
話

。

こ

の

　
　

場
合、

宗
教
以

外
の

営
み
の

根

底
に

認
め

ら

れ
る

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

（
Zo
二

宀

巴
ぴq8

昜
。。

葺
ユ
怦

⊆

塾
蔓
）

と、

宗
教
の

根
底
に

認
め

ら

れ

る

ス

ピ

　
　
リ
チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

（
幻
 

＝
αq
δ
二
ω

゜。

℃

三
ε
巴一
q）

が
、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

位

相
に

お

い

て

は

同
質
な

の

か
。

翻
訳
可
能
な

の

か
。

 
宗
教
を
必

　

要
と
し

な
い

人
た
ち
と

の

対
話

。

「

幸
せ

に

な
る
の

に

宗
教
は
い

ら

な

い
」

。

明
る

く
笑
っ

て

そ

う

語
る

「

元
気
で

前
向
き

な
若
者
た

ち
」

と

対
話
す
る

　
　
こ

と
は

可
能
な
の

か
。

宗
教
の

言
葉
を

使
う
こ

と

な
く、

宗
教
に

秘
め

ら

れ

た

智
慧
を

伝
え
る

こ

と
は

可
能
な
の

か
。

「

無
心
と

い

う

言
葉
な
ら

何
と

　

な

く
わ
か

る
」

。

「

ゾ

ー
ン

に

入

る

と

霄
わ
れ

れ

ば

感
覚
的
に

分
か

る
」

。

そ
う
し

た
「

前
了

解
」

を

手
掛
か

り
と

し
て、

従

来
宗
教
が

担
当
し
て

き

た
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領
域
に

つ

い

て
、

人
類
の

智
慧
の
一

つ

と
し

て
、

対

話
す
る

こ

と

が
で

き

な
い

か
。

 
宗
教
を

必
要
と

し

な
い

人
た
ち

と
の

対

話
は、

宗
教
の

側
に

と

　

　
っ

て

「

有
益
」

な

の

か
。

宗
教
の

必

要
を

説
く
の

で

は

な
い

。

対
話
す

る
。

と
い

う
こ

と

は

自
分
自
身
の

立

場
が

変
容
す
る

可
能
性
を
容
認
し

つ

つ

他

　

　
者
と

向
き

合
う

。

そ

の

意

味
に

お

け
る

対
話
を
宗
教
は

本
当
に

望
む
の

か
。

（
22
）

　
あ
ら
ゆ

る

宗
教
に

共
有
さ

れ

る
（
バ

イ
ア

ス

を
持
た
な
い
∀

「

普
遍
的
言
語
モ

デ
ル
」

の

可
能
性
は

絶
え

ず
追
求
さ

れ、

し

か

し

「

超
越
的
ア

イ

デ

　

　
ン

テ

ィ

テ

ィ
」

と

同
じ
く
理

念
で

あ
り

続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。

そ

の

途
上
の

貴
重
な

試
み

と

し
て
、

井
筒
俊
彦
「

東
洋
哲
学
」

の

構
図
に

大
き

く

　

　
期
待
し
、

ま
た
そ

の

構
図
を

キ
リ
ス

ト

教
へ

と

架
橋
す
る

試
み

と
し

て、

ヘ

ブ

ラ

イ

語
の

存
在
動
詞
「

ハ

ー

ヤ
ー

」

を

核
と

し

た

「

ハ

ヤ

ト
ロ

ギ
ア

　

　
（
ヘ

ブ
ラ

イ

的
存
在
論
・

人

間
論）
」

に

期
待
を

持
つ

。

（
23
）

　
本
文
の

理
解
は

「

信
仰
1ー
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

“

凝
集
性
」

で

あ
る

。

実
は

、

そ
の

点
こ

そ

問
い

直
さ
れ
る

べ

き

で

は

な

い

か
、

つ

ま

り
、

特
定
の

　

　
対
象
に

固
定
し

な

い

信
仰
の

在
り
方
の

模
索

。

概
念
化
も

対
象
化
も
さ

れ
な
い

何
も
の

か

に

導
か

れ
つ

つ
、

常
に

打
ち

砕
か

れ

る

と

い

う

仕
方
で

変
容

　

　
し

続
け

る

営
み

と

し

て

の

信
仰

。

そ
の

時
、

信
仰
は

無
心
と

同
質
に

な

る
。

キ
リ

ス

ト
教
の

伝
統
に

も
、

根
源
的
な
一

者
を
把

握
不

可
能
と

す
る

理
解

　

　
が、

地

下
水
の

よ

う
に
一

貫
し

て
流
れ

続
け
て

き
た

。

神
の

無
限
に

深
い

神
秘
そ

の

も
の

は

決
し
て

対
象
化
さ
れ
な

い

と

い

う
理

解
。

現
代
日

本
に

お

　

　
け
る

ひ

と

つ

の

例
。

「

人
聞
の

側
か

ら
、

い

わ
ば
こ

ち

ら

側
か
ら

は
、

体
験
的
に

無
と

い

う

言
葉
で

し
か

い

い

あ
ら
わ

し
え
な

い
、

概
念
化
も

対
象
化

　

　
も
で

き

な

い

こ

の

根
源
的
な

何
か

が
、

神
の

側
か

ら
、

い

わ
ば

あ
ち
ら

側
か

ら
イ

エ

ス

を
通
し
て

明
白
に

掲
示
さ
れ

た
と

い

う
の

が
、

キ
リ

ス

ト

教
信

　

　
仰
の

核
心
で

あ
る
」

（

井
上

洋
治
『

日
本
と

イ
エ

ス

の

顔
』

日
本
基

督
教
団
出
版
局、

一

九
九
二

年、

一
一

＝

頁
）

。

（
24
）

　
鈴
木
大
拙
『

仏
教
の

大

意
』

前
掲
『

全

集
第
七
巻』

（

初
版
は

昭

和
二

十
二

年）
。

（
25）
　

宗
教
と

い

う

営
み

に

は

「

悲
し

み
や
痛
み

へ

の

感
受
性
」

が

不
可
避
的
に

含
ま

れ

る
の

か
。

「

悲
し

み
の

感
受

性
」

を

含
ま
ぬ

宗
教
も
あ
る

の

か
。

　

　
逆
に
、

「

悲
し

み

の

感
受
性
」

の

た

め

に

宗
教
は

不
可

欠
な

の
か
。

（
26
）

　
禅
の

思
想
は

「

無
心
」

が

倫
理
的
概

念
で

は

な
い

こ

と
を

強
調
す
る

た
め
に

倫
理
と

は

無
縁
な

出
来
事
を

「

無
心
」

と

語
る
。

確
か

に

「

無
心
」

は

　

　
倫
理

的
な

「

善
さ
」

で

は
な
い

。

し

か

し
そ
れ

は

「

無
心
」

が

反
倫
理

的
で

あ
る

こ

と

を

意
味
し
な
い

。

倫
理

的
で

あ
る

こ

と

も

で

き、

反

倫
理

的
で

　

　
あ
る

こ

と

も
で

き

る
。

倫
理
に

こ

だ

わ
る
こ

と

も
で

き
る
し
、

こ

だ
わ

ら

な

い

こ

と

も
で

き

る
。

本
稿
は、

実
生
活
に

躍
り
出
た

「

無
心
」

が

倫
理
的

　

　
位
相
と

結
び

付
く
可
能
性
を

問
う

。

し
か

し
そ

れ
は

決
し
て

無
心
を
倫
理

的
な

「

善
き
」

振
る
舞
い

に

限
定
す
る
こ

と

を

意
味
し

な
い

。

（
27
）

　
鈴
木
大
拙

、

E
・

フ

ロ

ム

他
『

禅
と

精
神
分
析
』

東
京
創
元

社、

一

九
六
〇

年、

】

〇
九
頁

。

（
28）
　
P
・

ス

ワ

ン

ソ

ン

「

禅
批

判
の

諸
相
」

（

『

思

想
』

九
六
〇
号、

特
集
・

禅
研
究
の

現
在、

二

〇
〇
四

年
四
月）
。

ま
た、

禅
に

対
す
る
批

判
的
研
究

　

　
と
し

て

は、

B
・

フ

ォ

ー
ル

（

金
子
奈

央
訳
）

「

禅
オ
リ

エ

ン

タ

リ
ズ
ム

の

興
起
」

（

前
掲
『

思
想』

九
六
〇

号
−

九
六
一

号
）

。

（

29）
　
テ

イ

ク
・

ナ

ッ

ト
・

ハ

ン

（

ウ
ェ

ッ

ブ
・

オ

ブ
・

ラ

イ
フ

訳）

『

マ

イ
ン

ド
フ

ル

の

奇
跡
』

壮
神

社
、

一

九

九
五

年、

同
（

棚
橋
一

晃
訳）

『

ビ

ー
イ

（1155＞63
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ン

グ
・

ピ

ー
ス
』

中
公
文
庫、

一

九
九
九
年
な

ど
。

（
30）
　
「

非
暴
力
的
抵
抗
」

の

視
点
か

ら

福
音
書
を

読
み

直
す

試
み

に

つ

い

て

は
、

W
・

ウ
ィ

ン

ク

（

志
村
真
訳）
『

イ
エ

ス

と

非
暴
力
』

新
教
出
版
社、

二

　

　
〇

〇
六

年
に

依
る

。

ま

た、

非
暴
力
の

思
想
に

つ

い

て

は
、

E
・

H
・

エ

リ
ク

ソ

ン

（

星

野
美
賀
子
訳）

『

ガ

ン

デ
ィ

の

真
理
』

み

す
ず
書
房、

一

九

　

　
八
三

年
。

（

31
）

　
内

面
に

お

け
る

「

心
身
一

如
の

ゼ

ロ

ポ

イ

ン

ト
」

は、

キ

リ
ス

ト
教
精

神
史
に

お

け
る

「

良
心
」

概

念
と

重
な

る
。

例
え

ば

「

魂
の

根
底

ω
Φ

Φ

冨
亭

　

　
αq
「

目
匹
」

に

お

い

て

神
の

声
に

直
接
触
れ
る

場
と

し
て

の

良
心

。

ル

タ

ー

に

お

け
る

そ

う
し
た

理

解
に

つ

い

て

は
、

E
・

H
・

エ

リ

ク

ソ

ン

（
拙

訳）

　

　
『

青
年
ル

タ

ー
（
1
・

2
）
』

み

す
ず
書
房、

二

〇
〇
二

⊥
二

年
。

（
32
）
　
本
稿
に

お

け
る

「

我
執
性
」

は

緩
や
か

な
用

語
。

仏
教
思

想
の

「

我
執
」

が
「

本
来
実
体
の

な

い

自
我
を
実
体
と

み

な

し
て

執
着
す
る

」

点
を

強
調

　

　
し

た

の

に

対
し
て
、

よ

り
広
い

意
味
で

あ
る

。

［

切

を
自
分
の

も
の

と

す
る
執
着
的
な

支
配

欲
。

自
己
を
中
心
と
し

て

世
界
を

固
定
す

る

こ

と
。

他
の

　

　
］

切
を

回

収
し

、

自
己
を
中
心
と

し

た
一

つ

の

秩
序
の

中
に

組
み

入
れ

て

し

ま
う
こ

と
。

我
が

物
と

し

て

利
用
す
る

こ

と
。

つ

ま

り、

私
た
ち

人

間
の

　

　
も
つ

自
分
自
身
に

執

着
す
る

傾

向
で

あ

り、

自
己

中

心

的
で

エ

ゴ

イ
ス

テ

ィ

ッ

ク

な

傾
向
性
を

意
味
す
る

。

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
が

用
い

た

「

Φ

戯

窪・

　

　
°。

o

冨
津
」

の

訳

語
と

の

関
連
な
ど

は

今
後
の

課
題
と

す
る

。

さ
し

あ
た

り
拙
論
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル
・

ケ

ア

と

『

我
執
性
』

」

（

日

本
ホ

リ
ス

テ

ィ

ッ

ク

　

　
教

育
協
会
編
『

ホ

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク
・

ケ

ア

ー
新
た
な
つ

な

が

り
の

中
の

看
護
・

福
祉
・

教

育
』

せ

せ

ら

ぎ

出
版

、

二

〇
〇
九

年
V
。

（
33
）

　
こ

の

点
は

「

霊

性
と

倫
理
」

の

問
題
と

重
な
る

。

富
坂
キ

リ
ス

ト

教
セ

ン

タ
ー

編
『

現
代

社
会
に

お

け

る

霊
性
と

倫
理
』

行
路
社、

二

〇
〇
五

年
。

　

　
こ

の

研

究
会
か

ら

私
は
多
く

を

学
ん

だ
。

（
34）
　
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

概
念
に

つ

い

て

は、

島
薗
進
『

精
神
世
界
の

ゆ

く

え
　
　
現
代
社
会
と

新
霊

性

運
動
」

東
京
堂
出
版、

一

九

九
六

年、

　

　
同
『

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

興
隆

−
新
霊
性
文
化
と
そ

の

周
辺
』

岩

波
書
店

、

二

〇
〇
七

年
。

ま

た
、

拙
論
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

再
考

　

　
ル

ビ

と

し

て

の

『

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

』

」

（
『

日
本
ト

ラ

ン

ス

パ

ー
ソ

ナ

ル

心

理

学
／
精
神
医

学
』

4
号、

日

本
ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ
ル

心
理

学
／

　

　
精
神
医
学
会

、

二

〇
〇
三

年）

に

お

い

て

若
干
の

概
念
整
理

を

試
み

た
こ

と

が

あ
る

。

ま
た

、

拙

論
「

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

と

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

　

　
ィ

」

（
『

現
代
と

親
鸞
』

第
9
号、

親
鸞
仏
教
セ

ン

タ

i、

二

〇

〇
五

年）

も

参
照

。

（
35）
　
こ

の

点
に

つ

い

て

は
、

前
掲

拙
著
『

世
阿
弥
の

稽
古
哲
学
』

を

参
照
さ

れ
た
い

。
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