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的

信
頼
は

、

「

お
任
せ
」

と
い

う
在
り
方
に

優
れ
て

表
れ

る
。

「

わ
た
し

が

治
す
の

で

は

な
い
」

、

つ

ま
り、

自
我
（
H6

げ
）

を
頼
み
と
は

し

な
い

の

だ
。

　

実
践
面
で

祈
禧
と

精
神
療
法
共
に、

相
当
の

実

効
性
が

認
め
ら

れ
る

な
ら

、

効
力
の

源
と

な
る

更
な
る

共
通
の

或
い

は

近
似
の

基

盤
と

し
て

〈

場〉

の

力
に

着

目
し

た

い
。

要
す
る

に、

ぴq
 

巳
o
°・

δ
皀

と
は
、

「

力
」

で

あ
る
。

〈

臨
床
の

場
〉

に

生
じ
て

い

る

事

態
の

優
れ
た

言

語
化
と

し
て

「

主

客
の

融
合
」

が

あ
る

。

ω
 
餌
「冖
Φ
ω

が

懸
命
に

忌
避
し

た、

自
（
我
の

か
ら
だ
）

と

他
（
環
境
）

の

融
合
は
、

熟
達
の

く
臨

床
の

場
V

で

は
、

不

安
を

解
き
ほ

ぐ
す
護
り
と
な

り、

そ

れ
が

癒
し

の

力
へ

と
連
な
っ

て

い

く

の

で

あ
る

。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と
ま

と
め

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

戸
田

　
游
晏

　

日
本
仏
教
は

、

印
度
か

ら
東
ア

ジ

ア

を

経
た

思

潮
が
、

土

着
の

心
性
と

融
A
口

し

て

形
成
さ

れ

た
。

仏
典
に

な
い

「

山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」

が

重
要

な

仏

教
思

想
と

し
て

流

通
す
る

こ

と

に、

こ

れ
が

現
わ

れ

て

い

る
。

だ

が
、

諸
物
に

魂
を

認
め

つ

つ

森
羅
万
象
と

対
等
に

付
き
合
う
の

は
、

ジ

ャ

イ

ナ
教
・

原
始
仏
教
発
祥
の

頃
よ

り
の

エ

ー

ト

ス

で

も

あ
っ

た
。

仏
の

教

え
に

出
会
っ

た

人
々

は
、

洗
練
さ
れ

た
哲
学
的
教
理

に

で

は
な

く
、

万
物

と
の

共
生
観
に
感
応
し

た
の

で

は

な
か
っ

た

か
。

　

杉
岡
は

ジ

ャ

イ

ナ
教
の
、

六
生

類
を
平
等
と
し
、

共
に

生

き
る

生

命
観

を

示
し
た

。

こ

れ

を
ア

ニ

ミ

ズ
ム

（
人
間
中
心
主

義
か
ら

の

進
化
論
）

で

解
釈
す
る
の

は

誤
謬
で

あ
る

。

な
ぜ

な
ら、

六
生

類
は

い

ず
れ

も

が
霊
魂

（
冒
く
p）

を

有

す
る

が
ゆ

え
に

平
等
で

あ
り

、

人
の

心
の

映
り
込
み

で

は

な

い

か

ら
で

あ
る

。

　

永
原

は
、

世

界
的
に

注
目
さ

れ
る

バ

イ
オ

リ
ー

ジ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

が
凵
本

人

に
と

っ

て

は

元
よ
り

馴
染
み

深
い

と

す
る

。

「

山

姥
」

を
は
じ

め

能
に

は
、

人
と

対
等
に

対
話
す
る

自
然
の

有
り
様
が

見
て

取
れ
る

。

新
作
能
に

は
、

「

無

明
の

井
」

（

臓

蕃

移
植

問
題）

「

原
子

雲
」

（
広
島
原

爆
犠

牲
追

悼）

等
が

あ
る

。

宗
教
学
に

は
、

自
然
と

の

対
話
を

取
り
戻

す
方

策
を
探

る

課
題
が

あ
る

の

で

は

な
い

か

と

提
案
し
た

。

　
い

ま
や

、

事
故
で

漏
れ

出
し

た

放
射
性
物
質
と
の

「

共
生
き

」

は

避
け

ら

れ

な

い
。

馴

染
み

深
い

「

心
の

内
側
」

の

探
求
を
超

え
出
な
い

限
り

、

定
め

論
と
な
り

現
状
の

追

認
に

と

ど

ま
る

。

そ
の

対
極
と

見
做
さ
れ
が
ち

な

「

エ

ン

ゲ

ー

ジ
」

運

動
へ

の

傾
斜
も
ま
た
、

精
神
の

物
質
支
配
に

再
び

近
づ

き
か

ね
な
い

。

　

實
川
は

、

物
質
と

の

関
係
は、
「
お

互
い

様
」

で

の

共

存
が

本
来
だ

と

し

た
。

自
然
へ

の

支
配
を

は
か

る

科
学
技

術
は

仮
面
を
つ

け
た

＝

神

教
」

で

あ
り

、

物
質
は

力
あ
る

祟
り
神
と

し
て

祀
り
上

げ
て

こ

そ
相
応
し

い

と

提
起
し

た
。

放
射
能
を

「

超
越
」

領
域
と

見
る

の

で

は
、

一

神
教
の

延
長
だ
と

い

う
。

　

祀
り
に

類
す
る

民
俗
宗
教
事
象
に
関
し、

癒
し
や
救
い

の

実
効
性
を
参

照
す
る

研
究
は

殆
ど

行
わ
れ

て

い

な
い

。

こ

れ
は

近
代
宗
教
学
で

の
、

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

由
来
の

内
面
主

義
の

墨
守
を

示
す

。

戸
田
は
、

自
然
と
の

対
等
な

付
き
合
い

の
一

つ

で

加
持
祈
蒋
と

総
称
さ
れ
る

宗
教
的
治
療
や
仏

道
の

営
み
に

、

場
（
環
境）

の

力
の

機
能
を

鑑
み
つ

つ
、

臨
床
実
践
方
法

論
と

の

対
比

を

試
み

た
。

　
コ

メ

ン

テ

ー

タ

の

森
岡
が
、

人
中
心
の

モ

ノ
・

物
質
へ

の

関
わ
り
に

反

省
を

徹
底
し

、

古
代
の

知
と

行
か
ら

学
ぶ

時
機
を
迎

え
て

い

る

と

評
し

た
。

災
い

と
同

時
に

力
を

も
ら

う
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム

が
行
の

根
幹
で
、

臨
床
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の

営
み

の

母
体
も
祈
り
に
あ
る

。

こ

れ

が
震
災
後
の
、

命
の

回
復
を
齋

す

力
に

な
り
得
る
と
し
た

。

ま
た

、

物
質
と
モ

ノ

と
の

錯
綜
ま
た

用
語
の

使

い

分
け
へ

の

留
意
を
促
し
た

。

　

津
城
寛
文
氏
か
ら
の
、

我
々

は

専
ら

翻
訳
語
で

も
の

を

考
え
る

が
、

古

語
と

翻
訳
語
と

の

中
間
辺
り
で

語
る

の

が
よ

い

と
の

感
想
が

あ
っ

た
。

實

川
は
、

現
代
思
想
等
の

誤
訳
・

悪
訳
が

む
し
ろ

防
波
堤
と

な
り
我
々

の

文

化
を

守
っ

て
い

る

と
、

翻
訳
（
語）
の

再
評
価
を

示
唆
し

た
。

ま
た

津
城

氏

は
、

人
を

傷
つ

け
な
い

最
低
限
の

倫
理

が
宗
教
者
・

研
究
者
に

課
さ

れ
な

い

か
と

問
い
、

杉
岡
を

交
え
た

談
義
と

な
っ

た
。

　

西
尾
秀
生
氏
か
ら
の

問
い

を

受
け、

杉
岡
は
、

ジ

ャ

イ
ナ
教
と

仏
教
で

は
、

ジ

ー

ヴ
ァ

観
と

識
主
体
の

教
義
に

異
な
り
が
あ
る

と

述
べ

た
。

ま
た

長
谷
千
代
子
氏
か
ら、

霊
魂
は
、

物
質
と

同
等
に
並

べ

る

べ

き
で

な

く、

場
の

中
に

生

ず
る

特
別
な
係
わ

り
の

こ

と

で

は

な
い

か
、

あ
る

文
脈
の

中

で

の

出
会
う
こ

と
が、

別
の

広
が

り
を

持
つ

場
を
作
り
出
す
と
の

示
唆
を

戴
い

た
。

　

寺
尾
寿
芳
氏
か
ら
は

、

物
質
と

霊
魂
の

分

割
は
ギ

リ
シ

ャ

的
発
想
で

あ

り
ヘ

ブ

ラ
イ
で

は
分
け
な
い
、

キ

リ
ス

ト
教
批
判
は

専
ら
ギ
リ
シ

ャ

的
な

も
の

に
向
け
ら
れ
る
が

、

ヘ

ブ

ラ
イ
世

界
に
つ

い

て

は

批
判
以
前
に

理
解

が

成
さ
れ
て

お
ら

ず、

幅
広
い

キ

リ

ス

ト
教
理
解
が

求
め
ら
れ
る
と

の

教

示
を

戴
い

た
。

　

発
災
後、

未
体
験
の

環
境
に

、

わ
た

く
し
た
ち
の

生
老
病
死
は
既
に

包

み

込
ま
れ
て

い

る
。

自
然

界
の

循
環
に

新
た
な

物
質
が
混
じ
り

佐
須
良
ひ

巡
り
は

じ
め
た

。

こ

れ
ら
が、

早
晩
生
じ
る
べ

き

科
学
者
間
の

パ

ラ

ダ
イ

ム

シ

フ

ト
を
超
え

、

集
合
（
意
識）

概

念
の

突
然

変
異
を

齎
す
こ

と

と

な

る

か

も
し
れ
な
い

。

公
共
空

間
に

お

け

る

宗
教
的
ケ

ア

の

あ

り

方

　
　
　
　
「

臨
床
宗
教
師
」

の

可
能
性

代
表
者
・

司
会

　
高
橋
　
原

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
鈴
木
岩
弓

ケ
ア

に

お

け
る

宗

教
性
再
考

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

高
橋
　
　
原

　
東
日
本
大

震
災
以

来、

悲
嘆
を

抱
え
る

人
々

の

心
の

ケ
ア

に

お
け
る

宗

教
者
の

存
在
意
義
が

再
評
価
さ
れ

て

き
て

い

る
。

在
宅

緩
和
ケ

ア

を
専
門

と

す
る

岡
部
健
医
師
は
、

死
の

問
題
に
直
面
し

た
人
々

に

対
し

て

神
仏
な

ど

の

超
越
的

存
在
や、

死
後
の

魂
の

救
済
な
ど
に

踏
み

込
ん

だ

心
の

ケ
ア

の

た

め

に
、

医
者
と
と

も
に
現
場
に

入
る

公
共
性
を

備
え
た

宗
教
的
専
門

職
が
必
要
で

あ
る

と

提
言
し
て

い

る
。

本
発
表
で

は
、

事
例
を

参
照
し
な

が
ら、

宗
教
者
が

公
共
空
問
で

行
な
う
心
の

ケ

ア

に

ま
つ

わ

る

諸
問
題
を

考
察
す
る

。

　
宗
教
者
が

行
な
う
心
の

ケ
ア

を
考
え
る

時
に
、

「

宗
教
的
ケ

ア
」

と
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ
ア
」

と
の

区
別
が
有

効
で

あ
る

。

前
者
は

宗
教
者
が

特

定
宗
教
の

方
法
に

従
っ

て

提
供
す
る

も
の

で
、

予
め

答
え
が

用

意
さ
れ
て

い

る
。

ケ
ア

対
象
者
が
ケ
ア

提
供

者
の

宗
教
の

価
値
観
を
受
入
れ
る

こ

と

に

よ
っ

て

成
立
す
る

。

一

方、

後

者
は
ケ
ア

提
供
者
（
宗
教
者
と
は
限
ら

な
い
）

が
ケ
ア

対

象
者
の

価

値
観
を

受
入
れ
る
こ

と

に

よ

っ

て

成
立
し

、

対

象
者
の

心
の

動
き
へ

の

寄
り
添
い

と

自
発
的
な

気
づ

き
が

重

視
さ

れ

る
。

　
ス

ピ

リ

チ
ユ

ア

ル

ケ
ア

が
人
間
の

健
康
に

と
っ

て

不
可
欠
な

も
の

と

し
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