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白
南
準
に

お

け
る

禅

　

ー
そ

の

作

品
か

ら

ー

榎

本

香

織

　

ナ

ム
・

ジ
ュ

ン

・
パ

イ
ク
（
白

南
準）

に

と

っ

て

の

ジ

ョ

ン

・

ケ

ー

ジ

と

の

出
会
い

は
、

後
の

彼
の

全
て

の

活
動
と

人
生
を

方
向
付
け
た
と

い

う

意
味
に

お

い

て

大
き
な

転
換
点
で

あ
る

と

い

え
る

が
、

そ
の

中
で

も

特
に

彼
か

ら

影
響
を

受
け
た
の

が

東
洋
思
想、

特
に

禅
の

思

想
で

あ
る

。

ケ

ー

ジ

の

所

属
す
る

前
衛
芸

術
集
団
「

フ

ル

ク

サ

ス
」

は
、

六

〇
年
代
ア

メ

リ

カ

の

思
想

潮
流
を
代
表
す
る

オ

ル

タ
ナ

テ
ィ

ブ
・

カ

ル

チ

ャ

ー
の
一

つ

で

あ
る

が
、

そ
の

中
に

お

い

て

も

禅
が

大
き

な

位
置
を

占
め

た

と

評
価
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
の

は、

そ

の

主

要
メ

ン

バ

；
で

あ
っ

た
」
・

ケ

ー
ジ

の

影
響
に

依
る
と
こ

ろ

が

大
き

い
。

　

ケ

ー

ジ
は

鈴
木
大

拙
と

の

出
会
い

を

機
に

禅
、

特
に

華
厳
思

想
に

傾
倒

し、

音
楽
家
と

し
て

の

み

な

ら

ず
哲
学
者
と

し

て

の

様
相
を

な
し

て

い

く
。

ケ

ー

ジ

や
フ

ル

ク

サ
ス

の

禅
受
容
の

在
り

方
は
、

純
思
想
的
な

見
地

に

立
て

ば

多
く
の

誤
解
を
孕
ん

で

い

る

も
の

で

は

あ
る

が
、

そ

れ
ら
を

糧

と

し

て

生
ま
れ
た
豊
か

な
成
果
は

看
過
す
る

こ

と
は

で

き

ず
、

例
え
ば

今

日
日
常
的
に

見
ら
れ

る

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ
・

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

の

基
礎
と
な
っ

た

パ

イ

ク

の

ビ

デ
オ
・

ア

ー
ト
も、

そ

う
し

た

成
果
の
一

つ

で

あ
る

。

そ

し
て、

禅
の

思
想
が
な
け
れ

ば
彼
の

中
で

ビ

デ

オ
・

ア

ー

ト

は

誕
生
も
熟

成
も
さ
れ
な
か

っ

た
事

実
は

注
目
す
べ

き

点
で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず、

ほ

と

ん
ど

言
及
が

な
さ

れ
て

い

な

い
。

　
こ

こ

で

重

要
な
の

は
、

ケ

ー

ジ

経
由
の

禅
は、

パ

イ

ク

の

自
己

の

中
で

い

か
な
る

位

置
を

占
め

た

の

か

を

確
認
す
る

こ

と

で

あ
る

。

後
に

パ

イ
ク

も
加

入
す
る

フ

ル

ク

サ

ス

は

そ
も

そ

も
「

流
動
」

「

浄

化
」

を

指
す

言
葉

で

ジ

ョ

ー
ジ
・

マ

チ
ュ

ー

ナ

ス

が

当
時
の

世
相
や
エ

リ
ー
ト

主
義
的
芸
術

か

ら

の

脱

却
の

意
味
を
込
め

て

命
名
し
た

と

さ

れ

る
。

本
発
表
で

「

不
確

定
性
」

を
中
心
に

掲
げ
た

の

は、

こ

の

不
確
定
性
（
偶
然
性）

の

観
念
自

体
が
フ

ル

ク

サ
ス

に

お

い

て

も
重
要
な
コ

ン

セ

プ

ト
の
］

つ

と

し

て

掲
げ

ら

れ

て

お

り
、

「

フ

ル

ク

サ

ス

的
」

「

禅
的
」

な
そ

れ
が

互

い

の

境
界
線
を

融
解
さ

せ

た

ま

ま

機
能
し
て

い

る

た

め
で

あ
る

。

パ

イ
ク

に

お

い

て

禅
の

不
確
定
性
が

ど

の

よ
う
な
文
脈
で

吸

収
さ

れ
た

か

を
知
る

事
は

、

彼
の

作

品
や
思

想
を

理
解
す
る

上
で

重
要
で

あ
り、

こ

こ

で

は
一
・

生
い

立
ら、

二
・

ケ

ー

ジ
ー

禅
と

の

出
会
い
、

三
・

フ

ル

ク

サ

ス

時
代

、

四
・

そ

の

後

の

展

開
の

観

点
か

ら
パ

イ
ク

自
身
の

言
説
を
中
心
に

考
察
す
る

。

　
パ

イ
ク

の

禅
受
容
は
、

ケ

ー
ジ

同
様
対
抗
文
化
の

文
脈
か

ら

解
釈
さ

れ

る

べ

き
の

も
の

で

あ
る

が
、

あ
る
時
期
ま

で

ノ

マ

ド

的
な

生
を

強
要
さ

れ

た

東
洋
人

・

韓
国
入
と

し

て

の

個
人
的
ア
イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

問
題
が

強

力
に

絡
ん

で

く

る

点
で

よ

り
複

雑
な

様
相
を

見
せ

る。

ケ
ー
ジ
と

異
な

り
、

そ

の

実
践
に

哲
学
的
な

深
み

を

敢
え

て

見
せ

な

い

パ

イ
ク

で

は

あ
る

が
、

禅
へ

の

問
題

関
心

は
一

生
を

通
じ

て

探
求
す

べ

き

テ
ー
マ

と

な

っ

た
。

晩
年
に

な
る
に

つ

れ

て

韓
国
的
・

東
洋
的
な

文
化
に

も
接
近
す
る

事

に

な

る

が、

そ

れ
は

単

純
な

自
己
の

出
自
へ

の

原
点
回

帰
と

い

う
よ

り

は、

洋
の

東
西
を
コ

ラ

ー

ジ
ュ

し、

あ
り
の

ま

ま

の

姿
を
よ

し
と

す
る

、

パ

イ
ク

な
り

の

不
確
定

性
の

解
釈
と

実
践
で

あ
る

と

も
取
れ
る

。

パ

イ

ク

に

お

け
る

禅
、

特
に

不
確
定

性
に

対
す
る

追
求
の

姿

勢
は、

そ
れ

が

彼
の

複
雑
な
生
い

立
ち

を
肯
定
し
た

強
力
な

精
神
基
盤
で

も
あ
る

事
を
含
め

て

鑑
み

れ
ぼ、

フ

ル

ク
サ
ス

の

掲
げ
た

「

偶
然

性
」

の
コ

ン

セ

プ

ト

よ

り

も

428（152 

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 12 部会

あ
一

つ 層
た 深
o

い

自
己
の

存
在
意

義
の

レ

ベ

ル

に

ま

で

根
差
す

性
質
の

も
の

で

近
代
思
想
に

お

け

る

児
童
文
学
の

宗
教
性

大

　
澤

　
千

恵

子

　

児
童
文

学
は、

そ

の

源
流
に

フ

ラ

ン

ス

の

Oo

葺
翕
恥
Φ

欲
Φ

ω

・

ド
イ
ツ

の

竃
酵
o

冨
口

な
ど
を

含
ん

で

い

る

が、

そ

れ

ら

は
「

文

学
的
お

と

ぎ

話
」

岡
詳
Φ

岳
遷
出

巴

員

富
δ

で

あ
り、

そ

れ

以
前
の

口

承
の

物
語
を

発
生

源
と

し

な

が
ら

も
近

代
以
降
再
構
成
さ

れ
た

物
語
の

形
式
で

あ
る

。

そ

の

成
立

は
、

ル

イ
一

四

世
の

治
世
末
期
の

フ

ラ

ン

ス

で
、

シ

ャ

ル

ル

・

ペ

ロ

ー
の

物
語
集
Oo

葺
Φ

ω

が

そ
の

草
分
け

的
存
在
で

あ
る

。

ペ

ロ

ー
は
、

宮
廷
の

権
力
の

中

枢
に

い

た

エ

リ

ー

ト
は

あ
っ

た

が
、

新
興
勢

力
と

し

て

の

ブ
ル

ジ

ョ

ワ

ジ
ー

で

あ
っ

た
。

ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ

ー

は、

宮
廷
文

化
と

民
衆
文
化

と

の

接
合
を
は

た

し

て

近
代
文

明
を

成
立
さ

せ

た
と
い

わ
れ
る

が
、

ペ

ロ

ー
に

よ
る

「

文
学
的
お

と

ぎ

話
」

も
そ

の

特
徴
が
色
濃
く
表
れ

て

い

る
。

　

そ
の

特
徴
と

し

て
、

以

下
の

三

つ

の

も

の

に

対
す
る

憧
憬
が

挙
げ
ら
れ

る
。

ま

ず、

一

点
目
は
、

「

過
去
」

に

対

す

る

憧
憬
で

あ

る
。

原

題
の

「

過
ぎ

去
り
し

時
代
の

物
語
」

か

ら
も

わ
か

る

よ
う
に

実
際
に

は
、

非

常

に

当

世
風
の

、

ル

イ
→

四

世
の

宮
廷
生

活
を
彷
彿
と

さ
せ

る

よ

う

な
場
面

を
取
り

入

れ

て

い

た

の

だ
が
、

過
去
の

物
語
と
し
て

遠

隔
化
さ

れ

た
の

で

あ
る

。

「

む

か

し、

む

か

し
、

あ
る

と

こ

ろ

に

…

…
」

と

い

う

今
で

は

お

馴
染
み

の

冒
頭
の

フ

レ

ー
ズ

は、

一

瞬
に

し

て

聞
き

手
を

現
実
時
空
か

ら

引
き

離
す
役
割
を
持
っ

て

い

る

が
、

こ

れ
は
ペ

ロ

ー

に

よ

っ

て

様
式
化
さ

れ

た
と

い

え

る
。

　
二

点
目
は

、

「

民

衆
」

に

対
す

る

憧
憬
で

あ
る

。

前
著
に

先
駆
け
て

手

稿
本
と

し

て

出
さ

れ
た

「

鵞
鳥
お

ば
さ

ん
の

話
」

の

扉
絵
に

は
、

農
民
風

の

年

配
女
性
が

数
人
の

上
流

階
級
の

若
者
や
子
ど

も
た
ち

に

お

話
を

聞
か

せ

て

い

る

様
子
が

描
き

出
さ
れ
て

い

た
。

こ

れ

は
、

自
然
な

生
活
の

象
徴

で

あ
る

農
民、

素
朴
な
民

衆
に

語
り
継
が

れ
た

も
の

と

い

う
、

今
日

に

お

け
る

昔
話
・

民
話
の
一

つ

の

類
型

的
な

イ
メ

ー

ジ

で

あ
る
。

同
じ

く

こ

れ

も
ペ

ロ

ー

の

知
性
に

よ

っ

て

機
知
に

富
み、

洗
練
化
さ

れ

た

物
語
と

な
っ

て

い

た
に

も

関
ら

ず
、

確
立
さ
れ
た

も
の

だ
。

　
三

点
目
は
、

「

子
ど

も
」

に

対

す
る

憧
憬
で

あ
る

。

ペ

ロ

ー

は

こ

れ

ら

の

物
語
自
体
を
「

素

朴
な、

子
ど

も
の

物
語
」

と

呼
び、

物
語
の

聞
き

手、

あ
る

い

は

教
訓
の

享
受
者
と
し
て

「

子
ど
も

」

を
意

識
し
て

い

た
。

ペ

ロ

ー

は

近

代
思
想
に

お

け
る
子
ど
も

観
の

素
地
を
つ

く
っ

た

先
駆
け
な

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ
う
に、

ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ

ー
の

文
化
・

芸

術
・

教
育
に

対
す
る

高
い

関
心
と

読
み

書
き

能
力
に

よ
っ

て

洗
練
化
さ

れ、

普
及
し

た

「

文
学

的
お

と

ぎ
話
」

は、

「

過
去
」

「

民

衆
」

「

子
ど

も
」

へ

の

憧
憬
を

そ
の

根

底
に

内
在
さ

せ

な
が
ら、

独
特
の

物
語
の

プ
ロ

ッ

ト
や
テ

ー
マ

や

モ

チ

ー

フ

を

構
築
し

発
展
さ

せ

た

の

で

あ
る

。

遠
い

過
去、

素
朴
な

民
衆

、

あ
る

い

は

子
ど
も

時
代
へ

の

憧
憬
は

、

近
代
人
が
喪
失
し
て

し

ま

っ

た

と

感
じ

て

い

る

自
然

状
態
へ

の

回
帰
願
望
で

あ
る。

だ

が

そ

れ
は

、

失
わ

れ

た

自

然
そ
の

も
の

が

も
っ

て

い

る

も
の

に

要

因
が

あ
る

と

い

う
わ

け
で

は

な

い
。

む

し
ろ

そ
れ
ら
を

他
者
と

し

て

差

異
化
し
、

遠
隔
化
し、

そ
れ

を

再

統
合
し

よ
う
と

し
た

近

代
人
の

心
性
の

中
に

こ

そ

よ

り
鮮
明
に

イ
メ

ー

ジ
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