
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 7 部会／第 8部会「宗教研究』86巻 4輯 （2013年）

心

学
の

教
育
方
法
に

つ

い

て

の

考
察
が
相
当
す
る

わ

け
だ
が、

こ

の

分
野

の

研

究
は

あ
ま

り
盛
ん

で

は

な
い

。

例
え
ば

心

学
の

修
行
法
（

心

学
策

問
・

静
坐
・

会
輔
な
ど
）

を
ど

う
考
え
る
か

。

心
学

者
が
重
ん

じ
て

き
た

『

莫
妄
想
』

の

評

価
。

近

現

代
に

活
躍
し
た
心

学
者
（
山
田

敬
斎、

柴
田

謙
堂
な
ど）

の

評
価
な
ど
が

具
体
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る

。

そ
し
て

次
に

人
文
系
・

社
会
学

系
の

学
者
に

お
け
る

先
行
研

究
精

査
の

漏
れ
を
指
摘

す

る

こ

と

が
必

要
と

考
え
ら

れ

る
。

例
え
ば
「

道

話
」

が

注
目
さ
れ
る

が、

そ
れ
は

心
学
の
一

側
面
で

し

か

な
い

。

心

学
の

全

体
像
を
踏
ま
え

ず
に

、

正

直
・

倹
約
と
い

っ

た

徳
目
を
列
挙
す
る

論
考
も
散
見
し

て

い

る

実
状
に

は

注
意
を
払

う
必

要
が

あ
る
。

　

以
上

、

経

営
倫
理

を
め

ぐ
る

状
況
を

確

認
し
た
上

で
、

石
門

心
学
が

「

欲

求
と

倫
理
の

バ

ラ

ン

ス
」

を

整
え
る

素

材
と

し
て

意
義
を
認
め
ら
れ

て

い

る

こ

と
を

確
認
し
、

そ
こ

か

ら

考
え
ら

れ

る

展
望
を

例
示
し

た
。

第
八

部
会

形
な
き

「

安
心
」

　
　

福
澤

諭
吉
の

人
生

観
に

表
れ

る

宗
教
性

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

島
田

雄
一

郎

　

幕
末
か

ら

明
治
期
に

わ
た
り

言
論

活
動
を

展
開
し
た

福
澤
諭
吉
は

、

そ

の

晩
年

、

み

ず
か

ら

「

福
翁
」

と

称
し
た

時
代
に、
「

安
心
」

（

こ

の

語
は

福
澤
に

お
い

て

「

あ
ん

し
ん
」

と

も
「

あ
ん

じ
ん
」

と

も

読
ま
れ

る
）

、

も

し
く
は

「

安
心

決
定
」

と
い

う
語
を

多
く
用
い

て
、

自
身
の

処
世
術
を

披
歴
し

た
。

福
澤
は
、

み

ず
か
ら
「
宗
教
の

外
に

逍
遥
」

す
る
と

述
べ

て

い

る

よ

う
に、

特
定
の

宗
教
的

見
地
に

固
執
し
て

そ
の

教
理
を
語
る

と
い

う
こ

と

は

生
涯
な
か

っ

た
。

先
行
研
究

に

お

い

て

指
摘

さ
れ
て

い

る

通

り、

福
澤
に
お
い

て

「

宗
教
」

と
は
、

あ
く
ま
で

道
徳
的
効
用
の

観
点
か

ら

理
解
さ
れ
て

い

た

と

言
え
る

。

ゆ
え
に、

福

澤
が
「

安
心
」

と

い

う
語

を

用
い

て

そ
の

処
世
術
を

説
明
す
る

と

き、

死
の

恐

怖
の

克
服
や、

浄
土

へ

の

往
生
と
い

っ

た
こ

と
を

媒
介
と
せ

ず
に、

現
在
の

人
生
の

充
実
が
図

ら
れ
る
こ

と

と

な
る

。

以
上

の

よ

う
な
特

質
を

持
つ

福

澤
の

「

安
心
」

言

説
に

つ

い

て
、

先
行
研
究
で

は
、

主

に

『

福

翁
百
話
」

（
明

治
三

〇

コ

八

九
七］

年）

に

お
い

て

展
開
さ
れ
た
「

人
間
の

安
心

法
」

が
検
討
さ
れ

て

き
た

。

　
こ

の

福
澤
の

「

人
間
の

安
心
法
」

に

つ

い

て
、

そ
れ
が
福
澤
の

思
惟

様

式
の

特
徴
と
し

て

説
明
さ
れ、

そ
こ

に

「

人

間
中
心
主

義
」

の

志
向
が
顕

著
で

あ
る

こ

と
が

指
摘
さ
れ
て

い

る
。

あ
る

い

は

逆
に、

そ

の

思

惟
様

式

が
「

天
」

の

観
念
に

よ

っ

て

支
え
ら
れ
て

い

た
こ

と
が

こ

れ

ま
で

に

指

摘

さ

れ
て

い

る
。
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確
か
に、

こ

れ
ま
で

検
討
さ
れ
て

き
た
よ
う
に、

福
澤
の

「

安
心
」

言

説
は

、

「

戯
」

と
「

真
面
目

」

の

相
互
認
識
の

不
断
の

相
対
化
を
意
味
す
る

「

人

間
の

安
心

法
」

を
基

本
と

し
、

そ
の

不
断
の

相
対
化
が
可

能
で

あ
る

こ

と

を、

「

心
」

が

「

広
大
無
辺
」

で

あ
る

と
い

う
こ

と

に

求
め

て

い

る
。

　

し
か

し、

以
上
の

こ

と

か
ら

「

人

間
の

安
心

法
」

を
自

己
の

内
面
の

「

心
」

の

あ
り

方
の

問
題
と

考
え
て

み

る

と
、

福
澤
の

「

安
心
」

言
説
は

そ
こ

に

と
ど

ま
ら
ず、

自
己
の

内
面
を
越
え
て
、

他

者
と
の

関
係
の

あ
り

方
も

射
程
に

入
れ
て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

「

戯
」

も
「

真
面
目
」

も
共
存

さ
せ
る

こ

と
の

で

き
る
一

人
の

人
間
の

「

心
」

は
、

他
者
の

存
在
も
寛
容

に

受
け
入
れ
る

こ

と
の

で

き
る

「

心
」

で

も
あ
る

の

で

あ
る

。

福
澤
は
、

こ

の

あ
り

方
を

「

世

界
を

広
く

す
る

の

心
法
」

と

表
現
し、

「

世
界
広
け

れ
ば

身
を

処
す
る

に

易
く
し

て
、

又
物
を

容
る

可
し

、

以
て

君
子
に
交
は

る

可
し

、

以
て

小
人
を

近
づ

く
可
し、

雅
俗
清
濁
一

切
を

包
羅
し
て
、

人

言
聞
き
去
り

皆
善
と

称
す
る

の

安
心
を

得
べ

し
」

と
述
べ

る
。

つ

ま

り
、

自
己
の

内
面
の

問
題
に

お
い

て

も
、

他
者
と
の

関
係
に

お
い

て

も
、

「

心
」

が
そ
の

折
り
合
い

を
つ

け
る

こ

と
が

で

き
る

の

は
そ
の

内
実
が

「

広
大
無

辺
」

だ
か
ら
な
の

で

あ
る

。

　

そ
も
そ
も
こ

の

よ

う
な
他

者
と
の

関
係
か
ら

考
え
ら
れ
る

「

安
心
」

言

説
が

主
張
さ
れ
る

の

は、

そ
の

「

安
心
」

を

得
る
べ

き
存
在
が

「

独
立
」

し
た

存
在
だ
か
ら
で

あ
る

。

他
者
に

依
り

す
が
る

こ

と

な
く、

心

身
両
面

に
お

い

て
自
律
す
る
こ

と
が

福
澤
の

考
え
る
「

独
立
」

で

あ
る
が

、

こ

の

「

独
立
」

し
た

存
在
が

、

「

俗

界
」

を
相

対
化
し、

少
し
で

も
社
会
改
良
を

導
く
実
践
者
と
し

て

働
き
な
が
ら
も

、

他

者
と

の

関
係
の

中
で

孤
立
せ

ず

に
、

他
者
と
の

関
係
を

潤
滑
に

す
る
こ

と

が
で

き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に

「

安
心
」

言

説
は

語
ら
れ
て

い

た
の

で

あ
る

。

　
さ
ら
に
福
澤
は
、

「

安
心
決
定
」

し
た
上
は

、

「

独
立
」

し
た

存
在
と
し

て

「

覚
悟
」

し
て

生
き
ら
れ
る

と

い

う
こ

と

を、

自
身
の

体
験
を
踏
ま
え

て
、

述
べ

て

い

る
。

　
福
澤
は

、

み

ず
か
ら

の

「

安

心
」

に

つ

い

て
、

「

一

切
虚
無
の

間
に

仏

徳
の

存
す
る

も
の

あ
る

可
し

」

と

述
べ
、

「

此
辺

に
心
を

安
ん

ず
る

は

安

心
の

高
き
も
の
」

と

述
べ
、

何
の

形
も
な
い

所
に

「

安
心
」

を
得
る
こ

と

が

で

き
る

と

述
べ

て

い

る
。

人
間
の

「

心
」

が

「

広
大
無
辺
」

で

あ
る

と

す
る

福
澤
は

、

自
己
の

内
面
の

問
題
も、

他
者
と
の

関
係
も、

一

切
み
ず

か

ら
の

「

心
」

の

あ
り
方
と

し
て

処
理

す
る
こ

と

が

可

能
で

あ
る
と

考

え
、

「

独
立
」

し
た

存
在
に

処
世
術
と

し
て

そ

れ

を
勧
め

る

の

で

あ
る

。

何
か
を

媒
介
と

す
る

の

で

は

な
く、

今
み

ず
か
ら

が
生
き
て

い

る

こ

と

そ

の

こ

と

自
体
の

中
に

「

安
心
」

を
感
じ

取
る

こ

と
が

福
澤
の

「

安
心
」

言

説
の

特
質
で

あ
る

。

明
治
期
に

お

け
る

祖
先
観
の

形
成

−
穂
積
陳
重
を

中
心
に

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

問
芝
　
志
保

　
社

会
変
動
に

伴

う
祖
先
祭
祀
の

変
容
に

関

す
る

研

究
の
］

環
と
し
て
、

祖
先
祭
祀
の

法
制
化
に

携
わ

り
、

ま
た

後
進
の

国
民
道
徳
・

修
養
主

義
お

よ

び

祖
先

祭
祀

研
究
に

影
響
を

与
え
た

穂
積
陳

重
（

以
下
「

陳

重
」

）

の

祖
先

祭
祀
論
を
検

討
す
る

。

先
行
研
究
で

は
、

江
戸

期
の

寺
請
制

度
に

よ

り
庶
民
間
に

家
意
識
・

仏
教
的
祖
先
祭
祀
が
広
が
り

、

ま
た

幕
府
に

よ
る

統
治
の

仕
組
み
が

作
ら
れ

た
こ

と
、

そ

の

上
に

家
族

国
家
イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

的
祖

先
観
が
明
治
以

降
の

法

制
お
よ
び
道
徳
教
育
や

修
養
主
義
な
ど
を
通

じ
規

範
化
さ
れ
て

各
地
域
・

各
階
層
に

広
が
っ

た
こ

と
が

明
ら
か
に

さ
れ

て

き
た

。

そ
こ

で

は

陳
重
の

イ
デ

オ
ロ

ー

グ
と
し
て

の

側

面
が
注
目
さ
れ
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