
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 7部会

害
受
容
の

歩
み
」

と

し

て
、

社
会
と
切
り

離
し

て
、

個
人
化
し

て

い

こ

う

と
す

る
考
え
方
で

は
な
い

の

で

あ
る

。

む

し
ろ

、

こ

の

「

自
力
・

地
力
モ

デ
ル
」

は
、

社
会
と

の

関
係
性
に

お

い

て

成
り
立
つ

「

転
入

物
語
」

な
の

で

あ

る
。

　
つ

ま
り、

「

自
力
・

他
力
モ

デ
ル
」

は
、

自
身
の

内

面
の

「

あ
ゆ

み
」

を

第
二

十
願
の

機
の

問
題
と

し
て

考
え

る
こ

と

が

可
能
で

あ

る
．

し

か

し
、

そ
れ
は

社
会

的
関
係

論
が

問
わ

れ
て

こ

な
い

場
に

お

い

て

は、

「

請

仏
史
観
」

を
個
人
モ

デ
ル

化
し

て

し
ま
う
の

で

あ
る

。

逆
に、

い

く
ら

社

会
と
の

関
係
性
の

中
で

「

向
下
的
生
活
道
」

の

内
実
を

検
討
し

て

い

た

と

し
て

も、

一

人
の

人
の

内
面
に

現
れ
た
「

三

願
転
入
」

と
い

う

「

転
依
」

の

構
造
が

問
わ
れ
て

こ

な
い

場
に

お

い

て

は、

向
下
的
生
活

道
は

、

全
く

の

空

論
と

な
っ

て

し
ま

う
の

で

あ
る

。

つ

ま
り

、

真
宗
に

お

け

る

障
害
者

社
会
福
祉
の

考
え
方
は、

個
人

の

閾
題
と
し
て

の

第
二

十
願
の

機
の

問
題

を

内
包
し

つ

つ

も
、

向
下
的
平

等
観
の

実
践
と
し
て

の

健
常
者
と

障
害
者

の

関
係
性
と

し
て

の

「

社
会
モ

デ
ル
」

が
問
わ
れ
て

こ

な
け
れ

ば

意
味
が

な
い

の

で

あ
る

。

　
そ
の

上

で
、

真
宗
障
害
者

社
会

福
祉
は、

向
下
的
共
生
道
と

い

う
新
た

な
る

価
値
観
に

お

け
る

創
出
運

動
な

の

で

あ
る

。

ま

た
、

健

常
者
と

障
害

者
の

関
係
性
を
考
え

、

向
下

的
平

等
観
の

実
践
と
し

て

の

「

共
生
」

で

あ

る
こ

と

を

顕
か

に

し

た

の

で

あ
る

。

健
常
者
が

抱
え

る

自
ら
の

健
全
者
幻

想
と

向
き

合
い

、

自
ら

が

持
つ

マ

ジ
ョ

リ
テ
ィ

ー

性
を

見
つ

め

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

こ

れ
ま

で

マ

ジ

ョ

リ
テ

ィ

ー
側
が

「

健
全
」

と

い

う
指

標
を
無

意

識
的
に

優
先
し

て

き

た
結

果
と

し

て

生
み

出
さ
れ

た

「

障
害
」

問
題
が

顕
か

に

内
在
化
さ

れ

る
。

そ

れ
は、

社
会

構
造
と

し
て

の

「

障
害
者
差

別
」

の

向
き

合
っ

て

い

く
視
座
を

得
て

い

く
こ

と
で

あ
る

。

そ

こ

に

至
っ

て

は
じ
め

て

向
下
的
共
生

運
動
の

本
質
が
社
会
モ

デ
ル

運

動
と

同
種
の

問

題
意
識
を

抱
え

る
「

社
会
運
動
」

に

転
化
し
て

い

く

と

考
え
る

の

で

あ

る
。

三

願
転
入
と

カ

ウ

ン

セ

リ
ン

グ

　
　

　
　

親
鸞
と

C
・

ロ

ジ
ャ

ー

ス

友

久

久

雄

　

心
の

悩
み

を

解
決
す
る

方
法
と
し
て

、

洋
の

東
西
を

問
わ

ず

宗
教
家
が

関
る

こ

と

が

多
か

っ

た
。

特
に

わ
が

国
で

は、

江

戸
時
代
か

ら
の

寺
請

制

度
に

よ

り、

お

寺
と

檀
家
と

の

結
び

つ

き

が
強
く、

住
職
が

檀
家
の

人
々

の

悩
み

に

応
じ
る

こ

と

が

多
か

っ

た
。

す
な
わ
ち

宗
教
的
ア

プ

ロ

ー

チ
で

あ
る

。

　
し
か

し
、

第
二

次

世
界
大
戦
後
の

社
会
変
革
に

よ

り、

こ

れ
ら
の

制
度

や

習
慣
が

稀
薄
と
な
り、

現
在
で

は
、

人
々

の

心
の

悩
み

は

も
っ

ぱ
ら

精

神

科
医
や

臨
床
心
理
士
の

か

か

わ
り

が

中
心
と

な

っ

て

き

て

い

る
。

す

な

わ
ち

心
理

的
ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ
る

。

　
そ
こ

で

本
稿
で

は
、

両
者
に

お

け

る

心
の

変
化
過
程
を

明
ら
か

に

す

る

た

め、

宗
教

的
ア
プ

ロ

ー

チ
と

し

て

は

親
鸞
（

】
一

七

三

ー

＝

エ
ハ

ニ
）

を
宗
祖
と

す
る

浄
土
真
宗
（
以
下、

真
宗
と

す

る
）

を、

心
理

的
ア

プ
ロ

ー
チ
と

し
て

は
、

C
・

ロ

ジ

ャ

ー

ス

（

→

九
〇
二

ー
］

九
八
七
∀

が
開

発

し

た
非
指
示

的
療
法
を
取
り

あ
げ

検
討
し

て

み

た

い
。

　
親
鸞
は、

教
行
信
証
・

化
身
土
文

類
六
に

お

い

て、

真
宗
の

プ

ロ

セ

ス

を

自
身
の

経

験
に

よ

り
「

三

願
転
入
」

と

い

う
形
で

示
し
て

い

る
。
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こ

の

三

願
と
い

う
の

は
、

真

宗
の

根
本
所
依
の

経

典
と

い

わ

れ

る

大
無

量
寿
経
に

あ
る、

四

十
八

願
の

う
ち、

十
八
願

、

十
九
願、

二

十
願
と

い

う
意
味
で

あ
る

。

ま

た

転
入
と

い

う
の

は
、

転
捨
帰
入
の

略
で

、

自
分
の

そ

れ

ま
で

の

心
を

転
じ
て

捨
て

さ
り

新
し

い

悟
り
の

世
界
に

入
る

（
帰

入）

と

い

う
意
味
で

あ
る

。

す

な

わ
ち
、

三

願
転
入
と

は、

三

つ

の

願
を

経
て

最
終
的
な

悟
り

の

境
地
に

入
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

親

鸞
は、

三

願
転
入
に

お

い

て

行
者
の

努
力
や

修
行
の

功
徳
で

も
っ

て

成
仏
す
る
こ

と

を

誓
わ
れ
た

十
九

願
か

ら
、

行
者
が

念
仏
を

励
み

そ
の

功

徳
に

よ
り

成
仏
す
る

こ

と

を

誓
わ

れ
た
二

十
願
に

転
入
し

、

ま

た

そ
こ

か

ら

行
者
が

思
い

は

か

る

こ

と

の

出
来
な
い

念
仏
の

不
思

議
な

功
徳
に

よ

り

成
仏
す
る

と

誓
わ
れ
た

十
八

願
に

転
入
す

る

こ

と

を
示
し
た
の

で

あ
る

。

　
C
・

ロ

ジ

ャ

ー

ス

は、

彼
の

出
世
作
で

あ

る
「

カ
ウ

ン

セ

リ

ン

グ
と

心

理

療
法
（
一

九
四
二
）
」

に

お

い

て、

カ

ウ

ン

セ

リ
ン

グ
の

過

程
を

大
き

く
三

つ

に

分
類
し

て

い

る
。

　
ま
ず
第
｝

の

過

程
は

「

感

情
の

解
放
」

で

あ
る

。

す

な
わ
ち、

ク

ラ

イ

エ

ン

ト
（
以

下、

吐

と

す
る）

の

感
情
を
解
放
す
る

こ

と

に

よ

り、

こ

こ

ろ

の

奥
底
に

潜
在
す

る

問
題
を
表

出
さ

せ

る
。

こ

の

こ

と

に

よ

り
d
は、

そ

れ

ま

で

抑
圧
さ
れ
て

い

た

感
情
か

ら

情
動
的
に

解
放
さ

れ
、

自
分

自
身

の

感
情
を

素
直
に

認
知

す
る

と

共
に

カ

タ
ル

シ

ス

（
心
の

浄
化）

へ

と

導

か

れ
る

。

　
こ

の

力

タ
ル

シ

ス

が

次
の

過
程
で

あ
る

「

自
己
洞
察
の

成
就
」

に

結
び

つ

く
の

で

あ
る

。

自
己
洞
察
は

、

カ

タ
ル

シ

ス

の

経
験
か

ら
離
れ

て

存
在

す
る
も
の

で

は

な
い

。

こ

の

自
己

洞
察
に

よ
り、

以

前
は

認
知
し
て

い

な

か

っ

た
新
し
い

関
連
性
に

気
づ

き、

自
己

受

容
が

可
能
と

な
り、

新
し
い

目
標
設
定
が

出

来
る

よ

う
に

な

る
。

そ

し

て
、

新
し
い

自
信
と

独
立
心
が

養
わ

れ

る
。

　

最
後
が

「

終

結
の

段

階
」

で

あ
る

。

乱

に

自
信
と

独
立

心
が

養
わ

れ

る

と
、

d
は

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ
を
終
え

た
い

と

望
む
と

と

も

に
、

同
時
に

支

え
を

失
う
こ

と

へ

の

不
安
を
も
つ
。

こ

の

両
価
性
を

己
は

、

は

っ

き

り

自

覚
し、

自
分
の

問
題
と

し
て

認
識
し
、

建
設
的
に

立
ち

向
い

自
己

決
定
す

る

こ

と
で

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ
は

終
結
す

る
。

　

人
の

心
の

悩
み

に

対
応
す
る

、

宗
教
的
ア
プ
ロ

ー

チ

と

心
理

的
ア

プ

ロ

ー

チ

に

お

け
る

心
の

変
化
過

程
は

、

い

つ
れ

も

大
き

く
三

つ

の

過

程
に

分

類
で

き
る

。

宗
教
的
ア

プ

ロ

ー
チ

の

過
程
は

、

経
典
に

み

ら
れ
る

三

願
の

中
に

お

い

て
、

如
何
な
る

功
徳
に

お

い

て

成
仏
す
る

か

が

重
要
な
課
題
で

あ
り

、

心
理
的
ア

プ
ロ

ー

チ

の

過

程
は、

砿

が

如
何
に

自
分
の

感

情
を

カ

タ

ル

シ

ス

に

導
き、

自
己

洞
察
し

、

自
立

す

る

か

が

重

要
な

課
題
で

あ

る
。

真
宗
信
者
の

宗
教
意
識
と

　

　

社
会
的
行
動
に

関
す
る

調
査

ウ

ー
ゴ
・

デ
ッ

セ

ィ

ー

　

真
宗
で

は

こ

れ

ま

で

倫
理
と

社
会
運
動
と

い

う
問
題
が

慎
重
に

扱
わ

れ

て

き

た
。

そ
の

主
な

理
由
は

、

創
始
者
親
鸞

二
一

七

三

ー
一

二

六

二
）

が
重

視
し
た
「

は

か

ら

い
」

と

い

う

教
義

、

つ

ま

り
自
分
の

打
算
を
捨
て

る

必
要
性
に

あ
る

。

親
鸞
は

、

人
間
は

「

は

か

ら

い
」

を
捨
て

「

他
力
」

と
い

う
阿
弥
陀
の

鋤
き

に

自
ら

を

任
せ

る
こ

と

が

で

き
る

と

考
え
、

「

自
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