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１ 

 

序

論 

 

「

妙

好

人

」

と

は

、

ど

の

よ

う

な

人

の

こ

と

を

指

し

て

い

う

こ

と

ば

な

の

だ

ろ

う

か

。

仏

教

学

者

で

あ

る

鈴

木

大

拙

（

一

八

七

〇

―

一

九

六

六

）

は

自

ら

の

著

書

の

中

で

、 

 

浄

土

宗

信

者

の

中

に

「

妙

好

人

」

の

名

で

知

ら

れ

て

い

る

一

類

の

人

達

が

あ

る

。

こ

と

に

真

宗

信

者

の

中

に

そ

れ

が

あ

る

。

妙

好

と

い

う

は

、

も

と

蓮

華

の

美

わ

し

さ

を

歎

称

し

て

の

言

葉

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

人

間

に

移

し

て

、

そ

の

信

仰

の

美

わ

し

さ

に

喩

え

た

の

で

あ

る

。
１

と

述

べ

て

い

る

。

ま

た

、

鈴

木

大

拙

の

教

え

子

で

あ

り

、

宗

教

哲

学

者

、

思

想

家

で

も

あ

る

柳

宗

悦

（

一

八

八

九

―

一

九

六

一

）

は

著

書

の

中

で

、 

「

妙

好

人

」

と

は

芬

陀

利

華

、

即

ち

浄

い

白

蓮

華

を

意

味

し

、

念

仏

宗

、

特

に

浄

土

真

宗

で

、

篤

い

信

心

を

い

た

だ

い

た

在

家

の

者

を

指

し

て

い

ふ

の

で

あ

る

。

多

く

は

名

も

な

い

田

舎

の

無

學

な

人

た

ち

で

あ

る

が

、

俗

に

在

つ

て

浄

い

念

佛

の

一

生

を

送

つ

た

人

達

を

敬

つ

て

し

か

呼

ぶ

の

で

あ

る

。
２

そ

れ

で

「

妙

好

人

」

と

は

、

白

い

蓮

華

の

よ

う

な

浄

ら

か

な

信

心

を

、

篤

く

身

に

つ

け

た

信

徒

た

ち

を

讃

え

て

呼

ぶ

言

葉

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

妙

好

人

は

、

何

も

念

仏

系

の

仏

者

の

み

に

現

れ

る

わ

け

で

は

な

い

が

、

そ

れ

が

い

ち

じ

る

し

く

念

仏

者

の

間

に

多

く

、

わ

け

て

も

真

宗

の

信

徒

に

多

い

こ

と

は

注

目

さ

れ

て

よ

い

。
３

と

述

べ

て

い

る

。

で

は

、

鈴

木

大

拙

や

柳

宗

悦

の

、

妙

好

人

に

在

る

と

さ

れ

る

「

美

わ

し

」

い

「

そ

の

信

仰

」

や

、
「

篤

い

信

心

」
、

「

白

い

蓮

華

の

よ

う

な

浄

ら

か

な

信

心

」

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

ど

の

よ

う

な

生

活

の

中

で

い

た

だ

く

コピー厳禁



２ 

 

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

ろ

う

か

。 
そ

し

て

妙

好

人

が

こ

れ

だ

け

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

理

由

と

し

て

、

妙

好

人

の

こ

と

ば

が

あ

る

。

エ

ピ

ソ

ー

ド

や

、

詩

と

し

て

、

妙

好

人

の

こ

と

ば

が

多

く

残

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。
中

で

も

有

名

な

の

が

、
大

和

の

清

九

郎
（

一

六

七

八

―

一

七

五

〇

）
、
讃

岐

の

庄

松
（

一

七

九

九

―

一

八

七

一

）
、
長

門
（

長

州

、
六

連

島

）
の

お

軽
（

一

八

〇

二

―

一

八

五

七

）
、
因

幡

の

源

左
（

足

利

源

左

衛

門 

一

八

四

二

―

一

九

三

〇

）
、

石

見

の

才

市

（

浅

原

才

市 

一

八

五

〇

―

一

九

三

三

）

な

ど

で

あ

る

。

彼

ら

妙

好

人

た

ち

の

こ

と

ば

に

は

、

現

代

に

生

き

る

我

々

に

は

思

い

つ

か

な

い

よ

う

な

感

性

の

下

で

書

か

れ

た

こ

と

ば

、

そ

し

て

篤

い

信

心

の

生

活

の

中

か

ら

の

こ

と

ば

が

多

く

存

在

し

て

い

る

。
そ

し

て

そ

の

妙

好

人

た

ち

の

こ

と

ば

は

、
念

仏

者

に

と

っ

て

大

切

で

あ

り

、
在

る

べ

き

姿

で

あ

っ

た

た

め

、

ま

わ

り

の

人

々

、

後

の

研

究

者

た

ち

が

集

め

、

守

り

、

紡

い

で

く

れ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

ば

を

残

し

た

彼

ら

妙

好

人

が

生

き

た

時

代

と

言

う

の

は

江

戸

時

代

か

ら

昭

和

初

期

で

あ

り

、

現

代

の

科

学

主

義

的

教

育

、

西

洋

文

化

的

思

想

が

ま

だ

日

本

に

浸

透

し

て

い

な

か

っ

た

時

代

で

あ

る

。

さ

ら

に

そ

の

中

で

も

彼

ら

は

、

念

仏

を

し

、

す

べ

て

を

任

せ

、

あ

り

の

ま

ま

の

自

然

の

中

で

生

き

て

き

た

。

よ

っ

て

、

科

学

的

、

二

元

論

的

に

物

事

を

捉

え

る

の

で

は

な

く

、

あ

り

の

ま

ま

に

物

事

を

捉

え

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

こ

そ

が

柳

宗

悦

の

い

う

無

対

辞

の

思

想

で

あ

り

、

真

宗

に

お

け

る

智

慧

な

の

で

あ

る

。 

現

在

に

こ

そ

彼

ら

の

よ

う

な

妙

好

人

は

必

要

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

彼

ら

の

こ

と

を

深

く

知

り

、

ま

た

そ

の

言

葉

が

生

ま

れ

た

背

景

を

知

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

で

は

現

代

で

は

ど

う

な

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

こ

と

を

現

在

ま

で

の

妙

好

人

た

ち

の

こ

と

ば

、

そ

し

て

柳

宗

悦

の

無

対

辞

の

例

を

挙

げ

考

察

し

て

い

く

。 

 

コピー厳禁



３ 

 

本

論 
第

一

章 

妙

好

人

と

は 

 

な

ぜ

「

妙

好

人

」

と

呼

ば

れ

る

人

物

の

こ

と

ば

が

、

こ

れ

ほ

ど

に

研

究

対

象

と

さ

れ

て

い

る

の

か

。

ま

た

、

何

を

そ

の

こ

と

ば

の

中

に

見

る

事

が

出

来

る

の

か

。

そ

の

由

縁

と

真

宗

へ

の

妙

好

人

の

入

信

か

ら

考

察

す

る

。 

 

第

一

節 

妙

好

人

の

い

わ

れ 

「

妙

好

人

」
と

い

う

名

前

の

由

来

は
『

仏

説

観

無

量

寿

経

』
の

流

通

分

に

あ

る

、「

若

念

佛

者 

當

知

此

人 

是

人

中

分

陀

利

華

」（

以

下

約

）
「

若

し

念

佛

す

る

者

は

當

に

知

る

べ

し

、

此

の

人

は

是

れ

人

中

の

分

陀

利

華

な

り

。
」
４

か

ら

来

て

い

る

。

分

陀

利

華

と

は

白

蓮

華

の

こ

と

で

あ

り

、
プ

ン

ダ

リ

ー

カ
（p

u
n

d
a
r
ik

a

）
と

い

う

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

を

音

写

し

た

も

の

で

あ

る

。
こ

れ

は

念

仏

す

る

人

を

、
煩

悩

、
俗

世

の

泥

の

中

か

ら

芽

を

出

し

、
美

し

い

白

い

華

を

咲

か

せ

る

白

蓮

華

に

例

え

た

も

の

で

あ

る

。
そ

し

て

善

導

が
『

観

無

量

寿

経

疏

』

の

散

善

義

の

中

で

、 

三

に

は

も

し

よ

く

相

続

し

て

念

仏

す

る

者

は

、

こ

の

人

は

な

は

だ

希

有

な

り

と

す

、

さ

ら

に

物

と

し

て

も

つ

て

こ

れ

に

方

ぶ

べ

き

な

し

。
ゆ

ゑ

に

分

陀

利

を

引

き

て

喩

へ

と

な

す

こ

と

を

明

か

す

。
「

分

陀

利

」
と

い

う

は

、
人

中

の

好

華

と

名

づ

け

、
ま

た

希

有

華

と

名

づ

け

、

ま

た

人

中

の

上

上

華

と

名

づ

け

、

ま

た

人

中

の

妙

好

華

と

名

づ

く

。

こ

の

華

相

伝

し

て

蔡

華

と

名

づ

く

る

こ

れ

な

り

。

も

し

念

仏

す

る

も

の

は

、

す

な

は

ち

、

こ

れ

人

中

の

好

人

な

り

、

人

中

の

妙

好

人

な

り

、

人

中

の

上

上

人

な

り

、

人

中

の

希

有

人

な

り

、

人

中

の

最

勝

人

な

り

。
５ 

コピー厳禁
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と

著

し

て

い

る

。

善

導

は

こ

の

よ

う

に

「

よ

く

継

続

し

て

念

仏

す

る

者

」

す

な

わ

ち

篤

い

真

実

信

心

を

い

た

だ

い

て

い

る

人

を

分

陀

利
（

華

）
、
白

蓮

華

に

喩

え

、
そ

の

人

を

褒

め

讃

え

て

呼

ぶ

名

の

中

で

、
最

も

優

れ

た

念

仏

者

と

い

う

意

味

の
「

最

勝

人

」
と

並

べ

て

、

妙

好

人

と

い

う

言

葉

を

登

場

さ

せ

て

い

る

。 

す

な

わ

ち

妙

好

人

と

は

、
こ

の

俗

世

の

中

で

、
厚

く

仏

教

を

、
特

に

浄

土

真

宗

を

信

仰

し

、
念

仏

を

し

、
真

実

信

心

を

い

た

だ

き

、

白

蓮

華

の

よ

う

に

美

し

く

、

浄

ら

か

に

生

き

た

人

の

こ

と

を

言

う

。

し

か

し

、

泥

か

ら

芽

を

出

し

、

泥

か

ら

栄

養

を

蓄

え

成

長

を

す

る

白

蓮

華

の

華

に

喩

え

ら

れ

る

よ

う

に

、

妙

好

人

に

お

い

て

も

や

は

り

必

ず

煩

悩

は

あ

る

の

で

あ

る

。 

そ

し

て

、

ど

の

妙

好

人

研

究

者

も

記

し

て

い

る

よ

う

に

、

妙

好

人

の

ほ

と

ん

ど

に

共

通

し

て

い

た

の

は

無

学

で

あ

っ

た

と

い

う

点

で

あ

る

。

中

に

は

文

盲

の

人

も

お

り

、

田

舎

で

牛

と

暮

ら

し

、

も

の

を

知

ら

な

か

っ

た

。

親

鸞

の

よ

う

に

比

叡

山

で

学

び

、

そ

の

後

も

死

ぬ

ま

で

様

々

な

経

典

や

本

を

読

ん

だ

わ

け

で

も

な

く

、

今

日

の

学

生

の

よ

う

に

誰

か

か

ら

仏

教

、

真

宗

の

教

え

を

学

問

的

、

専

門

的

に

学

ん

で

わ

け

で

も

な

い

。

し

か

し

、

彼

の

口

か

ら

は

、

親

鸞

が

生

涯

を

か

け

、

や

っ

と

辿

り

着

い

た

境

地

に

至

っ

て

い

る

よ

う

な

、

真

理

を

得

た

言

葉

が

出

て

く

る

の

だ

。

そ

れ

は

、

自

然

の

中

で

あ

り

の

ま

ま

を

見

て

体

験

し

、

そ

の

体

験

と

経

験

と

が

、

寺

院

で

の

聴

聞

と

結

び

つ

い

て

得

ら

れ

た

も

の

だ

ろ

う

。 

ま

た

、
も

の

を

知

ら

な

い

と

言

う

と

こ

ろ

か

ら

謙

虚

さ

が

生

ま

れ

る

の

で

あ

る

。「
知

ら

な

い

」
と

い

う

こ

と

を

自

覚

す

る

こ

と

で

、

も

の

ご

と

を

あ

り

の

ま

ま

に

受

け

入

れ

よ

う

と

い

う

姿

勢

が

出

来

上

が

る

の

だ

。

謙

虚

さ

が

無

く

も

の

を

知

っ

て

い

る

と

、

ど

う

し

て

も

自

分

の

知

識

だ

け

で

作

っ

た

も

の

さ

し

で

物

事

を

は

か

ろ

う

と

す

る

。

よ

っ

て

己

の

考

え

と

違

う

も

の

、

対

す

る

も

の

は

否

定

し

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

し

か

し

妙

好

人

の

考

え

は

、

否

定

せ

ず

、

分

別

せ

ず

、

差

別

せ

ず

、

人

間

の

物

差

し

で

は

物

事

を

推

し

は

コピー厳禁
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か

ら

な

い

の

で

あ

る

。

周

り

か

ら

見

れ

ば

変

わ

っ

た

人

か

も

し

れ

な

い

が

、

そ

れ

は

妙

好

人

特

有

の

、

あ

り

の

ま

ま

を

見

る

、

無

分

別

か

ら

う

ま

れ

る

行

動

な

の

で

あ

る

。 

こ

の

よ

う

な

特

徴

は

日

本

各

地

の

妙

好

人

に

見

ら

れ

る

。

そ

し

て

彼

ら

の

多

く

が

信

仰

し

て

い

た

の

が

「

浄

土

真

宗

」

な

の

だ

。

鈴

木

大

拙

は

、 

或

る

立

場

か

ら

す

れ

ば

、

誰

も

か

れ

も

、

末

代

愚

痴

で

末

代

不

善

の

徒

な

の

で

あ

る

。

他

力

宗

の

先

途

は

、

只

管

に

単

刀

直

入

に

、
個

己

の

源

底

を

尽

さ

ん

と

す

る

に

在

る

。
そ

の

対

機

と

な

る

も

の

は

、
何

と

い

っ

て

も

、
「

物

知

り

」
よ

り

は
「

物

知

ら

ず

」

で

あ

る

。

始

め

か

ら

何

か

「

物

知

り

」

な

ど

と

い

う

自

覚

の

あ

る

と

こ

ろ

で

は

、

他

力

は

容

易

に

受

け

ら

れ

ぬ

。

が

、

も

と

よ

り

「

自

分

は

無

知

で

あ

る

」

と

覚

悟

し

て

い

る

胸

の

中

へ

は

、

割

合

に

浸

透

し

行

き

易

い

も

の

が

あ

る

。

末

代

と

か

末

法

と

か

を

繰

り

返

す

の

は

、

つ

ま

り

そ

の

狙

い

は

、

そ

れ

で

も

っ

て

学

問

や

智

慧

の

箔

を

剥

ぎ

落

そ

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

薬

法

が

見

事

利

い

た

の

で

―

そ

う

し

て

そ

れ

は

実

に

利

く

べ

き

理

由

が

あ

る

の

で

あ

る

―

、

そ

れ

で

、

他

力

宗

に

は

数

多

く

の

妙

好

人

を

生

じ

た

わ

け

で

あ

る

。

そ

う

し

て

他

力

宗

は

ま

た

多

く

の

信

者

を

「

無

知

文

盲

」

で

社

会

的

地

位

に

余

り

恵

ま

れ

な

い

階

級

の

中

に

見

出

す

。
６ 

と

自

ら

の

著

書

に

記

し

て

い

る

。「

或

る

立

場

」
と

は

ま

さ

に

阿

弥

陀

如

来

の

こ

と

で

あ

り

、
阿

弥

陀

如

来

の

立

場

か

ら

し

た

ら

、
我

々

は

み

な

煩

悩

具

足

の

凡

夫

な

の

で

あ

る

。

も

の

を

知

っ

て

お

り

、

博

学

で

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る

も

の

を

学

ん

で

い

る

、

と

い

っ

た

「

物

知

り

」
な

ど

で

は

な

く

、
謙

虚

で

あ

り

、
「

無

知

」
を

覚

悟

し

て

い

る
「

物

知

ら

ず

」
の

凡

夫

の

心

へ

こ

そ

、
阿

弥

陀

如

来

の

他

力

の

本

願

が

何

の

疑

い

も

な

く

伝

わ

る

の

で

あ

る

。 

コピー厳禁
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貧

し

く

、
無

知

で

あ

り

、
学

べ

ず

、
煩

悩

具

足

の

凡

夫

、
こ

の

よ

う

な

環

境

の

中

か

ら

芽

を

出

し

、
美

し

い

白

蓮

華

を

咲

か

せ

る

、

浄

ら

か

な

信

心

を

い

た

だ

い

た

念

仏

者

。

彼

ら

こ

そ

が

妙

好

人

な

の

で

あ

る

。 

 

第

二

節 

妙

好

人

と

信

心 

妙

好

人

た

ち

は

ど

の

よ

う

に

し

て

、

妙

好

人

と

な

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

第

一

節

で

述

べ

た

よ

う

に

そ

の

背

景

に

は

、

自

然

の

な

か

に

生

き

て

お

り

、

貧

し

く

、

そ

し

て

無

知

か

ら

の

謙

虚

さ

が

あ

る

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

し

か

し

、

妙

好

人

が

皆

初

め

か

ら

篤

く

熱

心

な

信

仰

者

で

あ

り

、

中

で

も

念

仏

に

生

き

る

浄

土

系

、

真

宗

の

信

徒

で

あ

り

、

そ

し

て

善

導

が

言

う

よ

う

な

ま

る

で

白

蓮

華

の

よ

う

な

姿

勢

で

、

日

々

感

謝

の

気

持

ち

を

持

ち

念

仏

を

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。

必

ず

人

生

の

ど

こ

か

に

、

阿

弥

陀

如

来

の

慈

悲

、

念

仏

に

深

く

関

わ

る

こ

と

に

な

る

き

っ

か

け

が

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

初

め

て

仏

教

に

出

会

う

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、
さ

ら

に

熱

心

に

、
篤

く

信

仰

し

、
あ

り

が

た

い

と

心

か

ら

感

謝

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

き

っ

か

け

で

あ

る

。 

 

た

と

え

ば

、

大

和

の

清

九

郎

の

場

合

、

産

後

す

ぐ

に

妻

の

ま

ん

を

亡

く

し

、

ま

だ

幼

い

娘

を

抱

い

て

光

蓮

寺

へ

通

う

よ

う

に

な

っ

た

。
讃

岐

の

庄

松

の

場

合

、
勝

覚

寺

の

第

二

十

代

目

住

職

融

海

和

上

、
そ

し

て

お

な

じ

く

勝

覚

寺

の

僧

侶

周

天

と

の

出

会

い

が

あ

る

。

長

門

の

お

軽

の

場

合

、

夫

で

あ

る

幸

七

の

浮

気

に

激

し

く

嫉

妬

し

、

そ

の

苦

し

み

か

ら

通

う

こ

と

に

な

っ

た

西

教

寺

の

八

代

目

住

職

現

道

師

と

の

出

会

い

。
浅

原

才

市

の

場

合

、
親

の

死

を

き

っ

か

け

に

足

を

運

び

行

う

よ

う

に

な

っ

た

、
万

行

寺

で

の

七

里

恒

順

和

上

、

安

楽

寺

で

の

梅

田

謙

敬

和

上

、

服

部

範

嶺

和

上

と

の

出

会

い

、

そ

し

て

熱

心

な

聴

聞

で

あ

る

。

足

利

源

左

の

場

合

は

、

父

親

が

往

生

す

る

前

に

残

し

た

最

期

の

言

葉

を

き

っ

か

け

に

足

を

運

ぶ

よ

う

に

な

っ

た

願

正

寺

で

あ

り

、

そ

の

願

正

寺

の

僧

、

芳

瑞

和

上

と

の

出

コピー厳禁



７ 

 

会

い

で

あ

る

。

足

利

源

左

の

入

信

に

つ

い

て

は

第

二

章

第

一

節

に

て

詳

し

く

記

す

。

そ

し

て

、

こ

の

善

知

識

と

な

る

人

物

と

の

出

会

い

、

き

っ

か

け

の

後

、

彼

ら

妙

好

人

の

こ

と

ば

か

ら

は

死

、

生

き

る

こ

と

へ

の

不

安

が

無

く

な

っ

て

い

る

。 

様

々

な

き

っ

か

け

で

あ

る

が

、
共

通

す

る

も

の

は
「

心

の

不

安

の

解

消

」
即

ち
「

心

の

安

心

」
で

あ

る

。
そ

の

き

っ

か

け

が

あ

り

、

気

づ

き

が

あ

っ

た

と

し

て

も

そ

れ

が

続

か

な

い

事

に

は

意

味

が

な

く

、

一

時

的

な

も

の

で

し

か

な

い

。

彼

ら

妙

好

人

の

信

仰

、

信

心

は

な

ぜ

薄

れ

る

こ

と

が

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

彼

ら

妙

好

人

に

お

け

る

信

仰

、

信

心

と

い

う

も

の

は

、

な

に

も

遠

く

特

別

な

も

の

な

の

で

は

な

く

、

身

近

に

存

在

す

る

も

の

で

あ

り

、

彼

ら

の

生

活

の

中

に

常

に

い

つ

も

感

じ

ら

れ

る

も

の

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

加

え

て

、

妙

好

人

は

と

て

も

謙

虚

で

あ

り

、

謙

虚

な

姿

勢

だ

か

ら

こ

そ

見

る

こ

と

の

で

き

る

景

色

に

常

に

感

謝

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

も

挙

げ

ら

れ

る

。

そ

の

景

色

と

は

、

普

通

の

人

々

と

目

に

映

る

も

の

は

同

じ

で

あ

る

が

、

妙

好

人

の

も

つ

感

性

か

ら

し

か

発

見

の

で

き

な

い

も

の

に

溢

れ

た

景

色

で

あ

る

。

し

か

し

、

彼

ら

妙

好

人

は

必

ず

凡

夫

な

の

で

あ

る

。

妙

好

人

の

信

仰

、

信

心

の

基

盤

に

は

、

自

分

は

「

煩

悩

具

足

の

凡

夫

」

の

身

で

あ

る

と

い

う

自

覚

、

謙

虚

さ

と

、

そ

ん

な

自

分

こ

そ

救

っ

て

く

だ

さ

る

と

い

う

「

阿

弥

陀

如

来

の

本

願

力

」

へ

の

感

謝

と

い

う

大

き

な

ふ

た

つ

の

要

因

に

支

え

ら

れ

、

満

ち

溢

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

そ

の

よ

う

な

妙

好

人

た

ち

の

生

き

方

は

、

彼

ら

が

残

し

た

こ

と

ば

に

も

よ

く

表

れ

て

い

る

。 

 

第

三

節 

妙

好

人

の

こ

と

ば 

 
 

妙

好

人

の

こ

と

ば

や

詩

に

は

、
な

に

も

難

し

い

教

学

的

な

こ

と

は

書

か

れ

て

い

な

い

。
た

だ

他

力

の

救

い

、
仏

の

慈

悲

に

対

し

て

の

感

謝

の

こ

と

ば

で

あ

る

。

そ

し

て

自

然

に

起

こ

る

こ

と

、

当

た

り

前

の

よ

う

に

映

る

こ

と

を

あ

り

の

ま

ま

に

表

現

し

て

い

る

。

数

コピー厳禁



８ 

 

多

く

の

妙

好

人

た

ち

に

共

通

し

て

い

る

こ

と

は

感

謝

で

あ

る

。
あ

り

の

ま

ま

を

受

け

入

れ

、
当

た

り

前

の

よ

う

に

映

る

も

の

に

対

し

、

感

謝

す

る

こ

と

が

で

き

る

感

性

が

備

わ

っ

て

い

る

。

妙

好

人

で

な

け

れ

ば

気

に

も

留

め

な

い

と

こ

ろ

、

当

た

り

前

と

見

向

き

も

し

な

い

も

の

に

対

し

て

喜

び

、

感

謝

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

普

通

の

人

で

は

行

わ

な

い

よ

う

な

行

動

を

と

る

こ

と

も

あ

り

、

た

だ

そ

れ

だ

け

を

見

る

と

変

人

の

よ

う

に

扱

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

感

謝

、

あ

り

が

た

く

思

う

こ

と

の

で

き

る

生

活

に

は

、

念

仏

の

教

え

、

信

心

と

智

慧

が

因

と

し

て

存

在

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

『

歎

異

抄

』
の

第

七

条

に

、
「

念

仏

者

は

無

碍

の

一

道

な

り

。
そ

の

い

は

れ

い

か

ん

と

な

ら

ば

、
信

心

の

行

者

に

は

、
天

神

・

地

祇

も

敬

伏

し

、

魔

界

・

外

道

も

障

礙

す

る

こ

と

な

し

。

罪

悪

も

業

報

を

感

ず

る

こ

と

あ

た

は

ず

、

諸

善

も

お

よ

ぶ

こ

と

な

き

ゆ

ゑ

な

り

と

云

々

。
」
７

と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

ま

さ

に

妙

好

人

に

お

け

る

信

心

の

生

活

、

無

碍

の

一

道

な

の

で

あ

る

。 

一

般

の

人

で

あ

っ

た

ら

、

悪

い

こ

と

、

悲

し

い

こ

と

と

い

っ

た

マ

イ

ナ

ス

な

こ

と

が

ら

で

あ

っ

て

も

、

妙

好

人

は

あ

り

が

た

い

と

感

謝

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

こ

の

「

マ

イ

ナ

ス

」

と

い

う

の

も

結

局

の

と

こ

ろ

、

個

人

主

義

的

で

、

視

野

の

狭

い

、

己

の

物

差

し

で

し

か

も

の

ご

と

を

測

る

こ

と

が

で

き

て

い

な

い

自

分

の

心

に

起

こ

る

「

マ

イ

ナ

ス

」

な

こ

と

が

ら

な

の

で

あ

る

。

お

な

じ

こ

と

が

ら

に

立

ち

会

っ

た

と

し

て

も

、
妙

好

人

と

一

般

の

人

で

は

感

じ

方

が

違

う

。
そ

の

こ

と

が

ら

を

肯

定

で

き

る

か

ど

う

か

で

、「

マ

イ

ナ

ス

」

な

の

か

「

あ

り

が

た

い

」

の

か

変

化

す

る

の

で

あ

る

。

妙

好

人

に

と

っ

て

は

ど

ん

な

こ

と

で

あ

っ

て

も

、

そ

の

「

お

か

げ

さ

ま

で

」
「

気

づ

か

さ

せ

て

い

た

だ

け

る

稀

有

な

機

会

」

で

あ

り

、
「

あ

り

が

た

い

価

値

の

あ

る

も

の

」

な

の

で

あ

る

。 

 

い

く

つ

か

実

際

に

「

妙

好

人

の

こ

と

ば

」

を

あ

げ

て

考

察

す

る

。 

大

和

の

清

九

郎

が

お

参

り

で

家

を

空

け

て

い

る

隙

に

泥

棒

が

は

い

り

、

銀

札

七

匁

が

盗

ま

れ

て

し

ま

っ

た

時

の

こ

と

ば

で

あ

る

。 

コピー厳禁



９ 

 

 

盗

み

を

す

る

ほ

ど

の

者

な

ら

ば

、

さ

ぞ

か

し

不

自

由

を

し

て

い

る

で

あ

ろ

う

に

、

わ

が

家

に

入

っ

て

も

何

も

盗

る

も

の

が

な

く

、

さ

ぞ

残

念

で

あ

っ

た

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

な

が

ら

、

先

日

ま

で

菜

種

を

売

っ

た

代

金

が

銀

札

で

十

五

匁

あ

っ

た

も

の

を

八

匁

は

春

以

来

の

洗

濯

料

に

支

払

っ

た

の

で

、

残

り

の

七

匁

し

か

盗

っ

て

帰

る

こ

と

し

か

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

い

つ

も

で

あ

れ

ば

、

こ

の

七

匁

も

な

か

っ

た

の

で

す

か

ら

、

よ

い

と

き

に

入

っ

て

来

て

、

手

を

空

し

く

さ

せ

ず

、

わ

ず

か

で

も

盗

ら

れ

る

も

の

が

あ

っ

て

嬉

し

く

思

い

ま

す

。

―

中

略

―

私

も

生

ま

れ

つ

き

凡

夫

で

、

盗

人

を

兼

ね

て

い

る

よ

う

な

性

分

で

す

が

、

今

は

お

慈

悲

の

お

か

げ

で

盗

み

心

も

起

こ

ら

ず

、

か

え

っ

て

盗

ま

れ

る

身

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

は

有

り

難

い

こ

と

で

す

。
８ 

こ

の

言

葉

か

ら

、

妙

好

人

大

和

の

清

九

郎

の

「

慈

悲

」

と

「

感

謝

」

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

本

来

自

ら

の

も

の

を

盗

ま

れ

た

な

ら

、

強

い

憤

り

を

感

じ

た

り

悲

嘆

し

た

り

す

る

。

そ

し

て

少

な

か

ら

ず

、

盗

み

を

働

い

た

相

手

へ

恨

み

を

感

じ

る

は

ず

で

あ

る

。

し

か

し

大

和

の

清

九

郎

は

こ

の

よ

う

な

感

情

を

全

く

抱

く

事

な

く

、
そ

れ

ど

こ

ろ

か

盗

み

を

働

い

た

相

手

を

心

配

し

、
幸

運

だ

と

喜

び

、

そ

し

て

自

ら

の

今

の

立

場

を

改

め

て

気

づ

き

、

阿

弥

陀

如

来

の

慈

悲

に

対

し

て

感

謝

の

気

持

ち

を

述

べ

て

い

る

。

盗

み

に

あ

っ

た

と

き

、

自

ら

の

生

活

の

不

安

や

、

盗

み

を

働

い

た

人

物

の

特

定

な

ど

よ

り

も

、

盗

人

や

阿

弥

陀

如

来

と

い

う

自

分

で

は

な

い

相

手

に

対

し

て

気

持

ち

が

働

く

と

い

う

と

こ

ろ

が

妙

好

人

な

ら

で

は

の

感

性

で

あ

る

。
ま

た

こ

の

普

通

の

人

な

ら
「

マ

イ

ナ

ス

」
な

出

来

事

を

、

「

あ

り

が

た

い

」

と

感

じ

感

謝

し

て

い

る

と

い

う

無

碍

の

一

道

の

生

活

を

大

和

の

清

九

郎

が

過

ご

し

て

い

た

事

が

わ

か

る

。

妙

好

人

の

優

し

さ

、

謙

虚

さ

、

無

執

着

の

姿

勢

が

よ

く

現

れ

て

い

る

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

あ

る

。 

 

次

は

、

浅

原

才

市

の

、

あ

り

の

ま

ま

に

関

し

て

の

こ

と

ば

で

あ

る

。 

京

都

か

ら

き

た

僧

侶

の

説

教

を

聴

き

、
涙

を

流

し

て
「

有

難

い

お

話

で

、
日

頃

の

邪

見

の

角

が

折

れ

た

。
」
と

よ

ろ

こ

ぶ

人

に

対

し

コピー厳禁



１０ 

 

て

、

浅

原

才

市

は

「

又

生

え

に

や

よ

い

が

の

う

、

角

が

あ

る

儘

と

聞

こ

え

な

ん

だ

か

」
９

と

言

っ

た

。 

 

「

あ

さ

ま

し

い

の 

邪

見

の

角

が 

生

え

た 

ま

ん

ま

で 

親

に

と

ら

れ

て 

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ 

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

。
」
１

０ 

 

こ

の

浅

原

才

市

の

こ

と

ば

に

は

、

妙

好

人

の

他

力

へ

の

気

持

ち

が

よ

く

現

れ

て

お

り

、

ま

た

悪

人

正

機

の

こ

と

を

浅

原

才

市

の

こ

と

ば

で

表

現

し

て

い

る

。
聴

聞

を

し

、
「

角

」
が

取

れ

た

と

い

う

人

に

対

し

て

、
も

っ

と

悪

人

と

し

て

の

自

覚

を

す

る

べ

き

だ

、
と

い

う

こ

と

と

、
聴

く

だ

け

で

取

れ

る

よ

う

な
「

角

」（

煩

悩

）
で

は

な

い

と

解

釈

で

き

る

。
そ

し

て

、
自

分

は

煩

悩

具

足

の

凡

夫

で

あ

り

、

自

力

で

は

悟

り

を

開

け

ず

、

地

獄

へ

行

く

身

。

こ

の

よ

う

な

自

分

を

、

凡

夫

の

ま

ま

に

救

っ

て

下

さ

る

阿

弥

陀

如

来

の

他

力

へ

感

謝

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

悪

人

正

機

、

凡

夫

の

自

覚

に

対

し

て

足

利

源

左

も

同

じ

こ

と

を

い

っ

て

い

る

。 

「

こ

れ

か

ら

も

お

念

仏

を

し

て

、

良

い

仏

様

に

な

っ

て

く

だ

さ

い

。
」

と

伝

え

ら

れ

た

足

利

源

左

は

、
「

先

生

様

、

何

を

お

っ

し

ゃ

る

だ

い

な

あ

。

お

ら

が

や

あ

な

底

下

の

泥

凡

夫

に

、

な

に

が

佛

に

な

る

や

あ

な

甲

斐

性

が

御

座

ん

せ

う

に

。

だ

っ

け

ど

な

あ

、

親

様

が

佛

に

し

て

や

る

と

お

っ

し

ゃ

い

ま

す

だ

け

に

、

佛

に

し

て

も

ら

い

ま

す

だ

い

な

あ

。
」
１

１

と

言

っ

て

い

る

。 

浅

原

才

市

も

足

利

源

左

も

、

自

分

は

凡

夫

で

あ

る

と

自

覚

し

、

自

力

で

は

ど

う

に

も

な

ら

ぬ

か

ら

、

あ

り

の

ま

ま

で

救

う

と

言

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

阿

弥

陀

如

来

の

他

力

に

お

任

せ

す

る

、

と

感

謝

し

、

ま

か

せ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 
 

こ

の

阿

弥

陀

如

来

に

ま

か

せ

る

、

ゆ

だ

ね

る

と

い

う

こ

と

を

良

く

表

し

て

い

る

こ

と

ば

が

、

足

利

源

左

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

の

中

に

存

在

す

る

。 

 

足

利

源

左

が

病

で

寝

込

ん

で

い

る

と

こ

ろ

へ

見

舞

に

来

た

人

が
「

お

じ

い

さ

ん

、
大

変

で

す

ね

。
」
と

声

を

か

け

た

と

き

の

、
返

事

で

あ

る

。
足

利

源

左

は
「

え

ら

い

こ

た

あ

な

い

だ

い

や

。
蓮

の

花

の

上

に

寝

さ

せ

て

貰

っ

と

る

だ

け

の

う

」
１

２

と

言

っ

た

。
こ

の

よ

コピー厳禁



１１ 

 

う

に

労

い

の

こ

と

ば

を

か

け

た

者

と

し

て

は

、

お

ど

ろ

く

よ

う

な

、

ま

た

ど

こ

か

関

心

す

る

よ

う

な

発

言

を

し

て

い

る

。

ど

ん

な

に

苦

し

い

病

で

、

死

の

存

在

が

大

き

く

な

っ

て

い

た

と

し

て

も

、

阿

弥

陀

如

来

に

ま

か

せ

、

ゆ

だ

ね

て

い

る

か

ら

、

安

心

し

て

あ

り

の

ま

ま

の

状

態

を

受

け

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

す

で

に

救

わ

れ

て

い

る

、

約

束

さ

れ

て

い

る

と

感

謝

し

て

い

る

。

ま

さ

に

親

鸞

の

い

う

現

生

正

定

聚

で

あ

る

。

治

る

か

わ

か

ら

な

い

病

気

や

怪

我

を

し

た

と

き

、

現

代

で

は

メ

ン

タ

ル

ケ

ア

が

と

て

も

重

要

で

あ

る

。

し

か

し

か

れ

ら

妙

好

人

達

は

、

そ

の

怪

我

や

病

、

そ

し

て

死

で

さ

え

も

、

そ

の

な

か

に

感

謝

す

る

種

を

み

つ

け

大

切

に

し

、

喜

ぶ

こ

と

の

で

き

る

機

会

と

し

て

見

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

足

利

源

左

の

無

碍

の

一

道

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

こ

の

よ

う

な

話

が

あ

る

。 

 

足

利

源

左

が

仕

事

の

帰

り

に

川

に

落

ち

て

、

怪

我

を

し

て

し

ま

い

、

血

ま

み

れ

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

そ

の

と

き

、

血

ま

み

れ

の

手

を
「

よ

う

こ

そ

、
よ

う

こ

そ

」
と

拝

ん

で

い

る

。
不

思

議

に

思

っ

た

人

が

な

ぜ

拝

ん

で

い

る

の

か

と

き

く

と

、
「

腕

が

折

れ

て

も

仕

方

が

な

い

に

、

よ

う

こ

そ

、

よ

う

こ

そ

。
」
１

３

と

言

っ

た

。 

 

長

男

の

足

利

竹

蔵

が

亡

く

な

り

、
お

悔

や

み

の

言

葉

を

か

け

ら

れ

た

足

利

源

左

は

、
「
有

難

う

御

座

ん

す

、
竹

奴

は

早

う

お

浄

土

に

参

ら

し

て

貰

い

ま

し

て

、

え

え

こ

と

を

し

ま

し

た

だ

が

や

あ

。

南

無

阿

彌

陀

佛

、

南

無

阿

彌

陀

佛

。
」
１

４

と

言

っ

た

。 

 

火

事

に

逢

い

、

家

を

焼

失

し

て

し

ま

い

、

願

正

寺

住

職

芳

瑞

和

上

に

慰

め

の

言

葉

を

か

け

ら

れ

た

足

利

源

左

は

、
「

御

院

家

さ

ん

、

重

荷

を

卸

さ

し

て

貰

ひ

ま

し

て

、

肩

が

軽

う

に

な

り

ま

し

た

い

な

。

い

つ

か

な

案

じ

て

ご

し

な

は

ん

す

な

よ

。
」
１

５

と

言

っ

た

。 

 

妙

好

人

は

、

普

通

の

人

と

は

違

う

感

性

を

備

え

、

独

特

の

す

ば

ら

し

い

眼

で

世

の

中

、

そ

し

て

自

ら

を

見

つ

め

て

い

る

。

足

利

源

左

は

自

分

の

こ

と

を

「

底

下

の

泥

凡

夫

」

と

よ

ん

で

い

た

が

、

ま

さ

に

そ

の

煩

悩

の

泥

の

中

か

ら

、

信

心

の

白

蓮

華

が

美

し

く

華

を

コピー厳禁



１２ 

 

咲

か

せ

て

い

る

の

で

あ

る

。 

  

第

二

章 

柳

宗

悦

と

妙

好

人 

 

宗

教

哲

学

者

、

思

想

家

、

そ

し

て

民

藝

の

父

と

し

て

も

有

名

な

柳

宗

悦

は

民

藝

と

同

じ

く

、

妙

好

人

の

研

究

に

も

取

り

組

ん

で

い

た

。
妙

好

人

、
因

幡

の

源

左
（

足

利

源

左

）
、
ま

た

民

藝

品
「

妙

好

品

」
と

の

出

会

い

が

、
柳

宗

悦

の

宗

教

観

を

形

成

す

る

こ

と

に

な

る

。 

 

そ

し

て

柳

宗

悦

の

有

名

な

思

想

の

中

に

、
「
無

対

辞

」
と

い

う

も

の

が

あ

る

。
柳

宗

悦

が

研

究

し

た

、
無

対

辞

と

足

利

源

左

を

取

り

上

げ

て

、

考

察

す

る

。 

 

第

一

節 

因

幡

の

源

左 

柳

宗

悦

が

世

に

紹

介

し

た

妙

好

人

の

ひ

と

り

に

因

幡

の

源

左
（

本

名

足

利

喜

三

郎

、
通

称

足

利

源

左

衛

門

）
と

い

う

人

物

が

い

る

。

江

戸

時

代

後

期

の

因

幡

国

（

現

在

の

鳥

取

県

青

谷

町

）

の

農

家

に

う

ま

れ

た

。

彼

の

父

、

足

利

善

助

は

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

願

正

寺

の

門

徒

で

あ

り

、

信

心

深

く

、

信

仰

に

篤

い

人

で

あ

っ

た

。

お

そ

ら

く

足

利

源

左

も

幼

い

こ

ろ

か

ら

父

親

に

連

れ

ら

れ

、

寺

に

足

を

運

ん

だ

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

初

め

か

ら

後

に

妙

好

人

と

よ

ば

れ

る

よ

う

な

父

親

譲

り

の

篤

い

信

心

、

宗

教

観

が

身

に

つ

い

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。

そ

こ

に

は

、

第

一

章

第

二

節

で

も

述

べ

た

よ

う

に

、

足

利

源

左

に

と

っ

て

の

大

き

な

苦

し

み

と

悩

み

、

し

か

し

コピー厳禁



１３ 

 

無

く

て

は

な

ら

な

か

っ

た

苦

し

み

と

悩

み

が

あ

る

。

足

利

源

左

の

悩

み

の

き

っ

か

け

そ

の

も

の

で

あ

り

、

阿

弥

陀

如

来

の

本

願

力

、

智

慧

の

気

づ

き

の

き

っ

か

け

と

も

な

っ

た

出

来

事

と

い

う

の

が

、

父

親

足

利

善

助

の

最

期

の

言

葉

な

の

で

あ

る

。

足

利

源

左

が

十

八

歳

の

秋

、

安

政

六

年

八

月

二

十

六

日

（

１

８

５

９

年

９

月

２

２

日

）

の

晩

に

足

利

善

助

は

、

当

時

日

本

で

猛

威

を

振

る

っ

て

い

た

コ

レ

ラ

に

よ

っ

て

往

生

の

素

懐

を

遂

げ

る

。
そ

の

と

き

息

子

で

あ

る

足

利

源

左

に

残

し

た

の

が
「

お

ら

が

死

ん

だ

ら

、
親

様

を

た

の

め

」

と

い

う

言

葉

で

あ

っ

た

。

こ

の

時

の

こ

と

を

足

利

源

左

は

、 

「

そ

の

時

か

ら

死

ぬ

る

ち

ゆ

う

な

あ

、

ど

が

ん

こ

つ

た

ら

あ

か

。

親

様

ち

ゆ

う

な

あ

、

ど

が

な

む

ん

だ

ら

あ

か

。

お

ら

あ

不

思

議

で

、

ご

つ

つ

い

こ

の

二

つ

が

苦

に

な

つ

て

、

仕

事

が

い

つ

か

な

手

に

つ

か

い

で

、

夜

さ

も

思

案

し

晝

も

思

案

し

、

そ

の

年

も

暮

れ

た

い

な

。

翌

年

の

春

に

な

つ

て

や

つ

と

こ

さ

目

が

覺

め

て

、

一

生

懸

命

に

な

っ

て

願

正

寺

様

に

聞

き

に

参

つ

た

り

、

そ

こ

ら

ぢ

ゆ

う

聞

い

て

ま

は

つ

た

い

な

。
」
１

６ 

と

話

し

て

い

る

。 

そ

の

日

の

朝

ま

で

一

緒

に

田

ん

ぼ

へ

稲

刈

り

に

出

て

い

た

父

親

が

、

晩

に

は

も

う

冷

た

く

な

っ

て

い

る

。

こ

の

出

来

事

に

よ

り

、

人

の

人

生

と

は

こ

れ

ほ

ど

に

も

儚

い

も

の

で

あ

り

、

人

の

死

と

は

こ

れ

ほ

ど

に

も

身

近

な

も

の

で

あ

る

の

か

と

い

う

疑

問

が

足

利

源

左

の

心

に

生

ま

れ

た

。

そ

し

て

、

父

親

の

最

後

に

言

葉

に

あ

っ

た

「

親

様

」

と

は

誰

の

こ

と

で

あ

り

、

ど

こ

に

い

る

の

か

、

と

い

う

疑

問

も

持

つ

こ

と

に

な

る

。

父

親

の

死

と

、

父

親

が

残

し

た

言

葉

と

い

う

二

つ

の

悩

み

を

抱

え

た

足

利

源

左

は

、

悩

み

、

苦

し

み

、

願

正

寺

へ

足

を

運

ぶ

こ

と

と

な

る

。

し

か

し

願

正

寺

の

芳

瑞

和

上

の

話

を

聞

い

て

も

、

は

る

ば

る

京

都

の

本

山

、

本

願

寺

へ

参

り

、

偉

い

僧

侶

の

話

を

き

い

て

も

、

十

年

以

上

も

足

利

源

左

の

悩

み

は

な

く

な

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、

熱

心

に

寺

へ

足

コピー厳禁



１４ 

 

を

運

び

京

都

へ

も

出

向

い

た

足

利

源

左

を

周

り

の

人

々

は

感

心

し

褒

め

た

の

だ

が

、

そ

れ

が

余

計

に

足

利

源

左

を

苦

し

め

る

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

れ

ほ

ど

聴

聞

を

し

て

も

気

づ

け

な

い

、

分

か

ら

な

い

自

分

が

情

け

な

く

な

っ

た

の

だ

。

し

か

し

、

こ

の

十

年

以

上

続

い

た

足

利

源

左

の

悩

み

は

、

意

外

な

出

来

事

で

解

決

す

る

こ

と

に

な

る

。

柳

宗

悦

は

以

下

の

よ

う

に

記

し

て

い

る

。 

そ

れ

は

突

如

と

し

た

契

機

で

あ

つ

た

。

夏

の

こ

と

で

あ

る

。

い

つ

も

の

や

う

に

朝

早

く

牛

を

追

ふ

て

裏

山

に

草

刈

り

に

出

か

け

た

。

漸

く

刈

り

終

へ

て

牛

の

背

の

右

と

左

と

に

一

把

づ

つ

を

附

け

、

扨

、

自

ら

で

は

負

ひ

き

れ

な

ぬ

そ

の

重

い

把

を

更

に

一

つ

そ

の

背

に

載

せ

た

時

、
突

如

と

し

て

彼

の

心

に

閃

め

く

も

の

が

あ

つ

た

。
彼

の

言

葉

を

借

り

る

と

、
「
ふ

い

つ

と

分

か

ら

せ

て

貰

つ

た

」

の

で

あ

る

。
１

７ 

柳

宗

悦

が

こ

う

記

し

て

い

る

よ

う

に

、

足

利

源

左

は

「

い

つ

も

の

や

う

に

」

と

い

う

、

直

接

信

仰

や

念

仏

と

は

関

係

の

な

い

よ

う

な

日

常

の

作

業

の

中

か

ら

気

づ

い

て

い

る

。

重

い

草

の

束

を

牛

の

左

右

に

の

せ

、

も

う

一

つ

を

自

ら

担

い

で

帰

ろ

う

と

し

た

と

き

、

や

は

り

重

く

な

っ

て

き

た

の

で

そ

の

も

う

一

つ

も

牛

に

ま

か

せ

た

と

き

、
阿

弥

陀

如

来

に

す

べ

て

を
「

ま

か

せ

る

」
と

い

う
「

他

力

」

の

存

在

に

気

づ

い

た

。
こ

れ

は

、
足

利

源

左

が

熱

心

に

通

っ

た

聴

聞

の

な

か

で
「

他

力

」
や

阿

弥

陀

如

来

に
「

ま

か

せ

る

」
「

ゆ

だ

ね

る

」

と

い

っ

た

話

、

言

葉

が

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

れ

が

足

利

源

左

の

心

に

残

っ

て

お

り

、
「

死

と

は

、

生

と

は

な

ん

だ

」
「

親

様

と

は

誰

だ

」

と

毎

日

、

父

親

の

死

を

経

験

し

た

十

八

歳

か

ら

、

分

か

ら

せ

て

貰

っ

た

三

十

歳

前

後

ま

で

の

十

年

近

い

間

悩

み

、

考

え

続

け

、

そ

し

て

「

い

つ

も

」

の

大

変

な

作

業

を

「

牛

」

と

い

う

自

分

以

外

の

力

に

「

ま

か

せ

る

」

こ

と

で

、

聴

聞

で

得

た

知

識

と

、

牛

に

草

束

を

任

せ

た

経

験

と

が

結

び

つ

き

、
「
智

慧

」
と

な

り

足

利

源

左

の

気

づ

き

に

あ

っ

た

の

で

あ

る

。
こ

の

こ

と

を

本

学

の

藤

能

成

（

１

９

５

７

―

）

は

、

自

身

の

著

書

『

現

代

社

会

の

無

明

を

超

え

る

―

親

鸞

浄

土

教

の

可

能

性

―

』

の

中

の

「

現

代

社

会

の

無

明

コピー厳禁



１５ 

 

を

超

え

る

―

繋

が

り

の

回

復

―

」

に

お

い

て

、

以

下

の

よ

う

に

示

し

て

い

る

。 

 
釈

尊

は

、

智

慧

を

得

る

方

法

と

し

て

、

戒

・

定

・

慧

の

三

学

の

実

践

を

説

い

た

。

戒

を

保

つ

こ

と

に

よ

っ

て

、

心

が

乱

さ

れ

な

い

正

し

い

生

活

を

続

け

る

中

で

、

定

（

瞑

想

）

に

入

り

、

慧

を

修

し

て

い

く

の

で

あ

る

。

慧

と

は

、

智

慧

と

も

言

い

、

も

の

ご

と

を

あ

り

の

ま

ま

に

知

る

力

を

指

す

。

慧

に

は

、

聞

慧

、

思

慧

、

修

慧

の

三

慧

（

三

段

階

）

が

あ

る

。

釈

尊

の

教

え

を

聞

き

（

聞

慧

）
、

教

え

の

内

容

を

繰

り

返

し

心

に

刻

み

（

思

慧

）
、

生

活

の

中

で

体

得

す

る

（

修

慧

）

の

で

あ

る

。

教

え

を

聞

い

た

だ

け

で

は

、

そ

の

内

容

が

現

実

に

意

味

し

て

い

る

も

の

が

何

か

摑

む

こ

と

は

困

難

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

説

か

れ

た

教

え

の

意

図

や

内

容

を

正

し

く

理

解

す

る

た

め

に

教

え

の

言

葉

を

反

芻

し

心

に

刻

む

の

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

に

心

に

刻

ん

だ

教

え

の

内

容

が

、

自

身

が

生

活

す

る

上

で

、
ど

の

よ

う

な

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

の

か

を

摑

み

、
気

づ

く

の

が

修

慧

で

あ

る

。
「
修

慧

」
に

お

い

て

聞

い

た

教

え

の

「

言

葉

」

と

自

身

が

生

き

る

「

現

実

・

体

験

」

が

繋

が

り

、

一

致

す

る

の

で

あ

る

。
１

８ 

ま

さ

に

足

利

源

左

の

「

分

か

ら

せ

て

貰

っ

た

」

と

い

う

事

は

、

こ

の

藤

能

成

の

言

う

「

智

慧

」

の

体

得

な

の

で

あ

る

。 

足

利

源

左

は

牛

に

草

束

を

ま

か

せ

る

こ

と

で

、

気

づ

き

、
「

智

慧

」

を

体

得

し

た

の

で

あ

る

。

柳

宗

悦

の

言

葉

を

借

り

る

な

ら

ば

、

足

利

源

左

の

「

半

世

紀

餘

り

に

も

亙

る

彼

の

信

仰

の

大

生

涯

」
１

９

が

始

ま

っ

た

の

で

あ

る

。 

 

足

利

源

左

は

と

て

も

謙

虚

で

あ

り

、

勤

勉

で

あ

り

、

殺

生

を

嫌

い

、

情

に

厚

く

、

他

人

に

優

し

く

、

そ

れ

故

に

喧

嘩

の

仲

裁

の

名

人

で

あ

り

、

常

に

阿

弥

陀

如

来

の

本

願

力

へ

の

感

謝

を

忘

れ

な

い

人

で

あ

っ

た

。 

 

コピー厳禁



１６ 

 

第

二

節 

柳

宗

悦

の

宗

教

観 

 

柳

宗

悦

と

は

哲

学

者

で

あ

り

、
仏

教

、
中

で

も

浄

土

教

思

想

の

思

想

家

で

あ

る

。
そ

し

て

や

は

り

有

名

な

の

が

、
「

民

藝

の

父

」
と

し

て

の

柳

宗

悦

の

顔

で

あ

る

。 

柳

宗

悦

は

河

井

寛

次

郎
（

１

８

９

０

―

１

９

６

６

）
、
濱

田

庄

司
（

１

８

９

４

―

１

９

７

８

）
ら

と

共

に
「

民

藝

運

動

」
を

起

こ

し

た

事

で

も

知

ら

れ

る

。
「

民

藝

」

と

は

民

衆

的

工

藝

の

略

称

で

あ

り

、

柳

宗

悦

に

よ

る

造

語

で

あ

る

。

柳

宗

悦

の

い

う

民

藝

品

と

は

、

ひ

と

り

の

天

才

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た
「

上

手
（

じ

ょ

う

て

）
」
の

物

で

は

な

く

、
名

も

な

き

職

人

に

よ

っ

て

、
自

然

の

ま

ま

に

、
自

由

に

、

素

朴

に

作

ら

れ

た

「

下

手

（

げ

て

）

も

の

」

の

工

芸

品

の

こ

と

を

言

う

。

ま

た

柳

宗

悦

は

、

民

衆

的

な

生

活

の

中

で

生

ま

れ

、

生

活

実

用

品

で

あ

っ

た

民

藝

品

を

自

ら

の

妙

好

人

研

究

と

結

び

「

妙

好

品

」

と

呼

ん

だ

。 

民

藝

品

の

説

明

の

な

か

に

、

あ

り

の

ま

ま

、

素

朴

、

貧

し

い

、

と

あ

る

。

こ

れ

は

そ

の

ま

ま

妙

好

人

に

も

言

え

る

。

妙

好

人

、

妙

好

品

の

ふ

た

つ

に

共

通

す

る

も

の

は

、

分

け

る

こ

と

を

し

な

い

、

あ

り

の

ま

ま

で

あ

り

、

自

己

主

張

を

せ

ず

、

謙

虚

に

生

き

て

い

る

と

い

う

と

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

柳

宗

悦

は

、
「

妙

好

品

」

と

呼

ぶ

民

藝

品

の

中

の

真

実

の

美

し

さ

に

、

無

分

別

、

不

二

、

如

、

そ

し

て

「

自

然

法

爾

」

の

境

地

を

見

た

の

で

あ

る

。 

阿

弥

陀

如

来

の

慈

悲

は

、

分

け

隔

て

な

く

振

り

向

け

ら

れ

る

。

ど

の

よ

う

な

人

生

、

ど

の

よ

う

な

人

物

で

あ

っ

て

も

、

分

別

す

る

こ

と

な

く

、

救

い

上

げ

て

く

だ

さ

る

。

と

い

う

よ

り

も

、

阿

弥

陀

如

来

の

物

差

し

で

は

、

我

々

人

間

の

小

さ

な

見

栄

や

、

格

差

な

ど

は

微

々

た

る

も

の

で

あ

り

、

お

な

じ

価

値

の

あ

る

大

切

な

「

命

」

な

の

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

救

い

の

対

象

に

悪

人

が

一

番

に

出

て

く

る

の

で

あ

る

。

自

力

で

は

悟

り

を

開

く

こ

と

の

で

き

な

い

煩

悩

具

足

の

凡

夫

こ

そ

、

救

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

阿

弥

陀

如

来

か

ら

す

れ

コピー厳禁



１７ 

 

ば

、

分

け

る

こ

と

な

く

皆

尊

く

、

あ

り

の

ま

ま

に

皆

美

し

い

の

で

あ

る

。

柳

宗

悦

は

仏

国

土

の

例

を

「

美

の

浄

土

」

の

な

か

で

上

げ

て

い

る

。
浄

土

で

は

、
人

間

の

物

差

し

で

測

っ

た

よ

う

な
「

美

」
「
醜

」
な

ど

は

存

在

し

な

い

。
し

か

し

、
醜

い

も

の

が

存

在

し

な

い

、

き

ら

き

ら

と

輝

い

た

美

し

い

世

界

と

い

う

わ

け

で

は

な

く

、

阿

弥

陀

如

来

の

物

差

し

か

ら

す

れ

ば

我

々

か

ら

し

た

美

し

い

も

の

も

醜

い

も

の

も

、

す

べ

て

超

え

た

、

包

ん

だ

「

真

実

の

美

」

な

の

で

あ

る

。 

ま

た

柳

宗

悦

は

民

藝

品

を

説

明

す

る

と

き

に

「

美

醜

を

超

え

る

」

と

い

う

言

葉

を

使

っ

て

い

る

。

も

の

の

美

し

さ

を

説

明

す

る

と

き

に

ど

う

し

て

も

、
「

美

し

い

」
か
「

醜

い

」
か

ど

う

か

と

考

え

て

し

ま

う

。
し

か

し

、
こ

の

民

藝

品

の

美

し

さ

が

あ

る

の

は

、
美

醜

を

超

え

た

と

こ

ろ

に

あ

る

と

柳

宗

悦

は

い

う

。
そ

れ

は

、
「

美

」
や
「

醜

」
と

い

っ

た

二

つ

に

縛

ら

れ

る

よ

う

な

不

自

由

な

美

し

さ

で

は

な

く

、
決

し

て

対

辞

す

る

こ

と

の

な

い

自

由

な

美

し

さ

で

あ

る

。
こ

の

こ

と

を

柳

宗

悦

は

、
「
不

完

全

を

厭

う

美

し

さ

よ

り

も

、
不

完

全

を

も

容

れ

る

美

し

さ

の

方

が

深

い

。
」
２

０

と

説

明

し

て

い

る

。

醜

さ

を

切

り

捨

て

て

選

ん

だ

、

二

元

的

、

西

洋

的

な

美

し

さ

よ

り

も

、

東

洋

的

な

、

対

辞

し

な

い

自

由

な

美

し

さ

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

を

柳

宗

悦

は

、
「

無

対

辞

」

と

呼

ん

で

い

る

。 

 

第

三

節

「

無

対

辞

文

化

」 

第

一

章

、

第

二

節

「

妙

好

人

の

こ

と

ば

」

に

も

あ

げ

た

よ

う

に

、

妙

好

人

の

感

性

に

は

独

特

の

も

の

が

あ

る

。

一

般

の

人

々

、

あ

え

て

言

う

な

ら

現

代

を

生

き

る

人

々

に

は

な

か

な

か

で

き

な

い

よ

う

な

感

性

を

し

て

い

る

。

妙

好

人

の

こ

と

ば

に

は

、

現

代

人

か

ら

す

る

と

考

え

も

つ

か

な

い

直

観

か

ら

の

こ

と

ば

、

一

見

非

常

識

で

あ

り

非

論

理

的

な

こ

と

ば

、

優

し

す

ぎ

て

損

を

し

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

こ

と

ば

、

謙

虚

そ

し

て

心

か

ら

の

感

謝

の

こ

と

ば

が

多

く

み

ら

れ

る

。

そ

れ

ら

は

「

東

洋

的

思

想

」

で

あ

り

、

柳

宗

悦

の

言

コピー厳禁



１８ 

 

う

「

無

対

辞

」

か

ら

の

こ

と

ば

な

の

で

あ

る

。 

 

柳

宗

悦

は

自

ら

が

著

し

た

「

無

対

辞

文

化

」

の

な

か

で

、
「

対

辞

」
「

無

対

辞

」

と

い

う

言

葉

を

使

い

西

洋

的

思

想

と

東

洋

的

思

想

の

違

い

を

示

し

て

い

る

。
西

洋

的

思

想

と

は

、
論

理

的

、
科

学

的

、
二

元

的

、
分

別

に

よ

っ

て

も

の

ご

と

を

思

考

す

る

思

想

で

あ

る

。

対

し

て

東

洋

的

思

想

と

は

、

非

論

理

的

、

直

観

的

、

柔

軟

的

で

あ

り

無

分

別

の

思

想

で

あ

る

。

柳

は

こ

の

東

洋

的

思

想

に

無

対

辞

は

あ

る

と

し

て

い

る

。 

柳

は

「

勝

負

（

勝

敗

）
」

を

例

に

出

し

、

こ

と

わ

ざ

を

用

い

て

説

明

し

て

い

る

。 

 
 

東

洋

の

考

へ

方

を

注

意

し

て

み

て

み

る

と

、

勝

と

か

負

け

る

と

か

の

二

元

相

剋

の

束

縛

か

ら

、

脱

け

切

ら

う

と

す

る

願

ひ

を

込

め

た

表

現

が

中

々

に

多

い

。

―

中

略

―

「

暖

簾

に

腕

押

し

」

と

い

ふ

言

葉

も

、

勝

負

の

世

界

を

か

は

し

て

、

無

勝

負

の

世

界

に

出

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

こ

に

此

句

の

妙

味

が

潜

む

の

で

あ

る

。

勝

た

う

と

す

れ

ば

負

け

る

こ

と

も

あ

ろ

う

。

處

が

一

旦

勝

負

の

箍

を

外

し

て

了

ふ

。

勝

ち

も

な

く

又

負

け

も

な

い

境

地

に

入

っ

て

了

ふ

。

か

う

い

ふ

無

對

辞

の

境

地

に

こ

そ

、

東

洋

人

は

深

く

心

を

惹

か

れ

て

来

た

の

で

あ

る

。
２

１ 

こ

の

よ

う

に

、
「

二

つ

に

一

つ

」
「

勝

ち

負

け

」
「

シ

ロ

ク

ロ

」

と

い

っ

た

も

の

で

は

分

別

さ

れ

な

い

も

の

が

無

対

辞

な

の

で

あ

る

。

お

な

じ

も

の

で

仏

教

の

「

中

道

」

が

あ

げ

ら

れ

る

。

極

端

に

偏

る

こ

と

を

し

な

い

。

ど

ち

ら

で

も

あ

っ

て

、

ど

ち

ら

で

も

な

い

。

分

別

せ

ず

、

比

べ

ず

、

対

す

る

こ

と

も

せ

ず

広

く

も

の

ご

と

を

考

え

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

人

間

は

ど

ち

ら

か

は

っ

き

り

し

て

い

な

い

と

不

安

で

あ

り

、
ど

う

し

て

も

論

理

的

、
二

元

的

に

は

っ

き

り

さ

せ

よ

う

と

し

て

し

ま

う

。
「

比

べ

る

」
こ

と

か

ら

苦

し

み

が

生

ま

れ

る

の

で

あ

る

。

柳

宗

悦

は

「

無

対

辞

文

化

」

の

な

か

で

「

柳

の

木

」

の

例

に

挙

げ

、

説

明

し

て

い

る

。

強

風

の

と

き

、

柳

コピー厳禁



１９ 

 

の

木

や

枝

は

風

に

身

を

ま

か

せ

、

ゆ

だ

ね

、

風

を

受

け

流

す

が

、

松

の

木

は

勝

負

に

出

よ

う

と

し

て

、

折

れ

た

り

、

根

っ

こ

か

ら

引

っ

こ

抜

か

れ

た

り

し

て

し

ま

う

、
と

い

う

。
２

２

こ

れ

こ

そ

松

の

木

が
「

勝

ち

負

け

」
に

こ

だ

わ

っ

た

末

に

折

れ

て

し

ま

っ

た
（

負

け

て

し

ま

っ

た

）

喩

え

で

あ

る

。 

こ

の

、

柳

宗

悦

の

い

う

無

対

辞

の

生

活

を

送

っ

て

い

る

人

が

、

ま

さ

に

妙

好

人

な

の

で

あ

る

。

普

通

な

ら

ば

「

マ

イ

ナ

ス

」

で

あ

る

出

来

事

の

中

か

ら

も

感

謝

す

る

心

を

見

出

し

て

い

る

。
「
負

け

」
と

さ

れ

る

こ

と

に

も

、
な

に

か

と

比

べ

ら

れ

て

劣

っ

て

い

た

と

し

て

も

、

貶

さ

れ

た

と

し

て

も

、

腹

も

立

て

ず

、

凡

夫

と

気

づ

か

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

と

感

謝

を

す

る

。

こ

れ

は

、

凡

夫

と

し

て

の

自

覚

と

も

い

え

る

が

、

も

の

ご

と

を

見

る

時

に

阿

弥

陀

如

来

と

同

じ

よ

う

な

物

差

し

で

見

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

ど

ん

な

人

で

も

、

ぺ

ん

ぺ

ん

草

で

あ

っ

て

も

、

牛

で

あ

っ

て

も

、

凡

夫

で

あ

る

自

分

で

も

、

阿

弥

陀

如

来

か

ら

す

れ

ば

同

じ

命

で

あ

り

、

美

し

い

の

で

あ

る

。 

「

二

つ

に

一

つ

」

と

い

う

選

択

の

仕

方

も

、

西

洋

的

で

あ

り

ど

ち

ら

か

が

選

ば

れ

た

と

い

う

こ

と

は

、

一

方

は

切

り

捨

て

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

足

利

源

左

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

、

無

対

辞

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

が

あ

る

。

村

の

青

年

会

で

足

利

源

左

が

鰯

を

料

理

し

て

出

す

こ

と

に

な

っ

た

時

、

調

理

方

法

に

つ

い

て

頭

を

残

す

方

が

良

い

と

す

る

人

と

、

頭

を

取

っ

た

方

が

良

い

と

す

る

人

が

い

た

。

食

事

の

時

が

き

て

、

皿

を

見

て

み

る

と

、

頭

が

あ

る

も

の

と

無

い

も

の

が

二

つ

並

ん

で

い

た

の

で

あ

る

。
２

３ 

こ

れ

は

足

利

源

左

の

優

し

さ

で

あ

り

、

調

理

法

を

教

え

て

く

れ

た

人

へ

の

気

遣

い

な

の

で

あ

る

。

勝

負

も

し

て

い

な

け

れ

ば

、

負

け

て

心

に

苦

痛

を

感

じ

る

人

も

誰

も

い

な

い

。

足

利

源

左

は

こ

の

二

つ

と

も

摂

取

し

、

大

切

に

し

た

の

で

あ

る

。 

第

二

章

第

二

節

で

も

あ

げ

た

よ

う

に

、

柳

宗

悦

は

民

藝

の

美

醜

を

超

え

た

真

実

の

美

、

即

ち

「

不

二

の

美

」

の

中

に

ま

さ

に

こ

の

コピー厳禁



２０ 

 

無

対

辞

を

見

て

い

る

。

対

辞

す

る

こ

と

な

く

、

勝

負

や

比

較

か

ら

怒

り

や

劣

等

感

が

生

ま

れ

る

事

が

な

い

。

柳

宗

悦

は

、

こ

の

よ

う

な

無

対

辞

の

生

活

の

こ

と

を

、

ま

さ

に

妙

好

人

の

生

活

と

し

、
「

安

心

の

生

活

」

と

呼

ん

で

い

る

。 

  

第

三

章 

現

代

社

会

と

妙

好

人 

現

代

に

お

い

て

新

し

く

生

ま

れ

て

き

た

様

々

な

問

題

の

中

で

、

特

に

心

に

関

す

る

問

題

が

表

に

多

く

表

れ

て

き

て

い

る

。

ま

た

医

療

や

介

護

な

ど

も

、

社

会

問

題

と

な

っ

て

き

て

い

る

。

そ

の

中

で

注

目

さ

れ

る

も

の

が

、

精

神

面

へ

の

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

で

あ

り

、

医

療

、

福

祉

に

加

え

、

仏

教

を

取

り

入

れ

た

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

で

あ

る

。

対

辞

し

、

比

較

し

、

比

べ

て

し

ま

い

、

そ

れ

故

の

苦

し

み

が

生

ま

れ

る

こ

の

現

代

社

会

に

お

い

て

、

妙

好

人

の

何

が

救

い

と

な

る

の

か

を

考

察

す

る

。 

 

第

一

節 

ゆ

だ

ね

、

ま

か

せ

ら

れ

る

安

心 

現

代

社

会

に

は

「

安

心

」

が

不

足

し

て

い

る

。

現

代

人

は

、

な

か

な

か

心

に

ゆ

と

り

が

持

て

な

い

で

い

る

。

な

ぜ

な

ら

、

様

々

な

も

の

に

不

満

、

不

安

を

感

じ

、

そ

れ

に

よ

っ

て

悩

み

が

絶

え

な

い

か

ら

で

あ

る

。

悩

み

と

い

う

も

の

は

、

日

常

生

活

に

お

け

る

人

間

関

係

や

金

銭

面

、

将

来

の

こ

と

な

ど

、

大

小

様

々

で

あ

る

。

し

か

し

、

大

抵

の

も

の

は

問

題

の

根

本

的

解

決

に

は

な

っ

て

い

な

い

と

し

て

も

、
一

時

的

に

満

た

さ

れ

た

と

錯

覚

す

る

こ

と

、
ま

た

そ

の

場

だ

け

の

成

功

に

よ

っ

て

頭

か

ら

離

れ

る

こ

と

が

あ

る

。
し

か

し

、

ど

れ

ほ

ど

一

時

的

に

頭

か

ら

離

れ

た

よ

う

に

思

え

、

忘

れ

て

い

た

と

し

て

も

、

必

ず

我

々

の

頭

の

奥

底

に

深

く

沈

ん

で

い

る

も

の

が

コピー厳禁



２１ 

 

あ

る

。

生

き

て

ゆ

く

う

え

で

、

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

も

の

が

生

、

老

、

病

、

死

な

の

で

あ

る

。 
ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

と

い

う

苦

し

み

は

、

や

は

り

「

対

辞

の

思

想

」

に

よ

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

柳

は

「

無

対

辞

文

化

」

の

中

で

、
對

辭

の

二

元

界

に

彷

徨

ふ

限

り

は

、
人

間

は

遂

に

不

安

か

ら

離

脱

す

る

事

が

出

来

な

い

。
そ

れ

故
「

無

對

辭

」
、
即

ち
「

不

二

」
の

門

に

入

る

事

の

み

が
「

安

心

」
を

與

て

く

れ

る

の

で

あ

る

。
２

４

と

記

し

て

い

る

。
己

の

論

理

的

な

限

界

、
科

学

的

現

代

医

学

の

限

界

、
知

識

で

は

分

別

で

き

な

い

こ

と

が

ら

、
比

較

に

よ

る

劣

等

感

な

ど

か

ら

生

ま

れ

る

苦

で

あ

る

。「

病

気

が

、
治

療

に

よ

っ

て

、

治

る

」

と

い

う

、

一

見

一

つ

の

意

味

に

し

か

捉

え

ら

れ

な

い

文

章

で

も

、

病

気

の

種

類

、

治

療

方

法

、

そ

れ

に

よ

る

結

果

に

よ

っ

て

様

々

な

文

章

に

な

っ

て

く

る

。

患

部

が

病

気

に

な

る

前

に

戻

っ

た

の

か

、

転

移

し

な

い

よ

う

に

摘

出

し

た

の

か

、

機

能

し

て

い

な

い

た

め

入

れ

替

え

た

の

か

、
な

ど

と

い

っ

た

様

々

な

意

味

を

持

つ

結

果

に

な

っ

て

い

る

。
必

ず

し

も
「

治

っ

た

」
か
「

治

ら

な

か

っ

た

」

の

二

つ

に

一

つ

で

は

な

い

。

し

か

し

対

辞

的

に

見

て

み

る

と

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

関

係

な

く

「

治

す

（

病

気

に

な

る

前

の

状

態

に

戻

し

た

い

）
」
た

め

治

療

を

行

っ

て

い

る

。
よ

っ

て

、
実

際

の

現

状

と

の

違

い

に

苦

し

む

の

で

あ

る

。「
若

く

し

て

こ

の

世

を

去

っ

た

」

と

い

う

文

章

も

、

そ

の

ひ

と

の

人

生

、

人

と

な

り

を

考

え

ず

た

だ

可

哀

想

、

と

い

う

感

想

が

浮

か

ん

で

し

ま

う

。

平

均

寿

命

と

い

う

比

べ

る

こ

と

の

で

き

て

し

ま

う

数

字

に

よ

っ

て

、

ま

た

苦

し

む

こ

と

が

増

え

る

の

で

あ

る

。 

ア

ン

チ

エ

イ

ジ

ン

グ

や

、

医

学

的

措

置

、

延

命

治

療

な

ど

で

一

時

的

に

少

し

だ

け

遠

ざ

け

る

こ

と

は

可

能

だ

が

、

決

し

て

消

し

去

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

釈

尊

の

四

門

出

遊

に

も

あ

る

よ

う

に

、

時

代

が

変

わ

ろ

う

と

、

場

所

が

変

わ

ろ

う

と

、

こ

れ

ら

は

人

類

の

永

遠

の

苦

し

み

な

の

で

あ

る

。 

「

安

心

」

即

ち

心

の

健

康

、

平

安

に

近

づ

く

た

め

に

は

、

そ

れ

ら

の

苦

し

み

を

あ

り

の

ま

ま

に

受

け

入

れ

る

し

か

な

い

の

だ

。

し

コピー厳禁



２２ 

 

か

し

、
そ

れ

は

、
必

ず

し

も

悲

観

的

な
「

諦

め

」
に

よ

る

受

け

入

れ

で

は

な

い

。
妙

好

人

は

老

い

、
病

に

侵

さ

れ

、
死

に

直

面

す

る

、

と

い

っ

た

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

と

感

じ

る

事

柄

か

ら

か

ら

目

を

背

け

ず

、

あ

り

の

ま

ま

に

受

け

入

れ

て

い

る

。

こ

の

困

難

で

大

変

な

こ

と

を

可

能

に

し

て

い

る

の

が

、

信

心

の

生

活

、

安

心

の

生

活

で

あ

る

。 

真

実

信

心

に

よ

る

生

活

が

、

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

と

感

じ

て

し

ま

う

こ

と

が

ら

を

「

お

か

げ

さ

ま

で

」

と

変

換

し

、

念

仏

に

よ

っ

て

救

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

実

感

し

感

謝

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

「

安

心

」

し

て

老

い

も

病

も

死

も

自

然

の

は

か

ら

い

と

し

て

、

ゆ

だ

ね

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

が

、

妙

好

人

の

感

性

で

あ

り

、
「

無

碍

の

一

道

」
「

自

然

法

爾

」

な

の

で

あ

る

。 

２

０

１

５

年

１

１

月

５

日

に

龍

谷

大

学

で

行

わ

れ

た

特

別

講

義
「

医

療

現

場

か

ら

見

る 

現

在

の

伝

道

の

可

能

性

」
に

お

い

て

、
浄

土

真

宗

本

願

寺

派

布

教

師

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

推

進

委

員

の

長

倉

伯

博

（

１

９

５

３

―

）

が

講

義

を

行

っ

た

。

終

末

期

の

患

者

と

の

会

話

で

、
「

が

ん

に

な

っ

た

か

ら

あ

ん

た

に

会

え

た

。

今

な

ら

、

が

ん

に

あ

り

が

と

う

と

言

え

る

。
」

と

い

う

言

葉

が

あ

っ

た

。

一

般

的

に

大

き

な

病

気

、

怪

我

そ

れ

も

治

る

見

込

み

が

な

い

と

言

わ

れ

れ

ば

そ

れ

は

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

な

出

来

事

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の

患

者

は

、

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

で

あ

る

も

の

を

、

幸

せ

、

感

謝

（

プ

ラ

ス

）

に

変

換

し

感

謝

し

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

最

初

か

ら

感

謝

の

心

が

起

こ

っ

て

い

た

わ

け

で

は

な

く

、

長

倉

伯

博

と

接

し

て

い

く

中

で

、

癌

と

い

う

病

、

癌

に

よ

っ

て

再

確

認

で

き

た

己

の

死

、

そ

し

て

今

の

自

分

の

置

か

れ

て

い

る

状

況

を

少

し

ず

つ

受

け

入

れ

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

心

に

安

心

が

起

こ

る

こ

と

で

生

ま

れ

た

感

謝

で

あ

る

。 

こ

の

一

般

的

に

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

で

あ

る

癌

が

き

っ

か

け

で

長

倉

伯

博

と

出

会

い

、

そ

の

中

で

他

者

と

比

べ

ず

、

ま

か

せ

ゆ

だ

ね

る

心

の

安

心

と

い

う

気

持

ち

を

見

出

し

、
出

た

感

謝
（

プ

ラ

ス

）
の

言

葉

が
「

無

碍

の

一

道

」
「

自

然

法

爾

」
で

あ

り

、
妙

好

人

た

コピー厳禁
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ち

が

た

ど

り

着

い

た

境

地

な

の

で

あ

る

。
「

な

ぜ

自

分

だ

け

が

こ

ん

な

病

気

に

」
「

ま

だ

若

い

の

に

」
「

家

族

に

迷

惑

を

か

け

る

」
と

い

う

と

ら

わ

れ

の

気

持

ち

を

失

く

し

、

自

然

の

、

あ

り

の

ま

ま

に

ま

か

せ

る

こ

と

が

「

自

然

法

爾

」

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

こ

そ

が

本

当

の

心

の

健

康

で

あ

り

、

妙

好

人

の

ゆ

だ

ね

ま

か

せ

ら

れ

る

安

心

の

生

活

、

心

の

平

安

な

の

で

あ

る

。 

   

結

論 現

代

社

会

に

お

い

て

、
分

別

、
対

辞

に

よ

る

苦

し

み

は

と

て

も

多

い

。
よ

っ

て

、
こ

の

よ

う

な

苦

し

み

の

多

い

社

会

だ

か

ら

こ

そ

、

柳

宗

悦

の

言

う

、

無

対

辞

の

生

活

、

安

心

の

生

活

を

送

っ

た

妙

好

人

た

ち

の

思

想

、

そ

し

て

そ

の

こ

と

ば

が

必

要

な

の

で

あ

る

。 
 

戦

後

の

科

学

主

義

的

教

育

の

中

で

、
自

由

で

、
自

在

で

あ

る

東

洋

的

思

想

の

学

び

と

い

う

も

の

は

少

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。
「
マ

ル

か

バ

ツ

か

」
「

正

解

を

選

べ

」
「

答

え

は

合

っ

て

い

る

が

そ

れ

に

至

る

経

緯

が

違

う

」

と

い

っ

た

、

正

解

が

固

定

化

し

て

お

り

自

ら

の

発

想

で

答

え

を

導

き

出

さ

な

く

て

も

良

い

も

の

が

多

く

な

っ

て

い

る

。

数

学

や

科

学

な

ど

、

理

系

の

持

つ

性

質

上

仕

方

が

な

い

も

の

も

あ

る

が

、

そ

れ

を

国

語

や

道

徳

、

そ

し

て

生

活

的

指

導

に

当

て

は

め

て

し

ま

う

と

お

か

し

く

な

っ

て

く

る

。

教

え

る

側

と

し

て

は

伝

え

や

す

く

、

楽

な

の

だ

が

、

教

育

を

受

け

る

側

と

し

て

は

不

自

由

で

あ

り

縛

ら

れ

て

い

る

。

自

由

で

柔

軟

な

発

想

が

失

わ

れ

て

し

ま

う

の

だ

。 

 
 

幼

い

子

ど

も

の

絵

と

い

う

も

の

は

、

何

に

も

縛

ら

れ

て

い

な

い

。

柔

軟

な

思

考

で

、

自

在

な

形

で

、

自

由

な

色

彩

で

、

見

た

も

の

コピー厳禁
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を

描

く

。

正

し

く

は

、

見

た

も

の

を

自

ら

の

、

何

に

も

縛

ら

れ

て

い

な

い

心

に

落

と

し

込

み

、

常

識

か

ら

外

れ

た

よ

う

な

、

一

般

の

道

理

で

は

で

き

な

い

表

現

の

仕

方

を

す

る

。

し

か

し

、

年

を

重

ね

る

ご

と

に

学

問

の

「

美

術

」

と

し

て

は

上

達

す

る

が

、

個

性

、

自

由

な

表

現

、

オ

リ

ジ

ナ

リ

テ

ィ

と

い

う

も

の

は

失

わ

れ

て

し

ま

う

。

風

景

や

人

物

描

け

ば

、

写

真

に

近

く

な

る

。

そ

れ

が

間

違

っ

て

い

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

く

、

あ

た

り

ま

え

と

い

う

も

の

に

と

ら

わ

れ

、

幼

い

頃

の

よ

う

な

自

由

な

表

現

は

し

な

く

な

る

。

な

ぜ

な

ら

、

周

り

の

大

人

か

ら

お

か

し

い

と

い

わ

れ

、

減

点

を

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

妙

好

人

は

、

こ

の

子

ど

も

の

こ

ろ

の

自

由

な

発

想

、

何

に

も

と

ら

わ

れ

な

い

考

え

を

そ

の

ま

ま

も

っ

た

人

た

ち

で

あ

る

。 

 

妙

好

人

た

ち

は

個

人

の

縛

ら

れ

た

物

差

し

で

の

見

方

を

捨

て

て

、
広

く

、
自

由

な

見

方

、
考

え

方

を

し

て

い

る

の

で

あ

る

。
足

利

源

左

の

大

雨

に

降

ら

れ

た

時

、
鼻

の

向

き

に

感

謝

し

た

話

も

然

り

、
２

５

妙

好

人

な

ら

で

は

感

性

で

物

事

を

見

て

い

る

。
比

べ

る

事

を

せ

ず

、
対

辞

せ

ず

、
あ

り

の

ま

ま

の

世

界

の

美

し

さ

を

み

て

い

る

。
と

ら

わ

れ

の

な

い

妙

好

人

の

考

え

は

、
現

代

社

会

を

生

き

る

我

々

に

足

り

な

い

も

の

で

あ

る

。 

 

比

較

す

る

こ

と

で

生

ま

れ

る

苦

し

み

は

、

現

代

社

会

の

生

活

の

中

か

ら

は

な

か

な

か

離

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

妙

好

人

の

こ

と

ば

に

は

、

謙

虚

さ

、

無

分

別

、

無

執

着

、

そ

し

て

無

対

辞

を

見

る

事

が

で

き

、

対

辞

に

よ

る

争

い

が

起

こ

ら

な

い

、

平

和

な

世

界

が

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。 

足

利

源

左

の

こ

と

ば

で

、
「

お

上

さ

ん

、
こ

の

世

の

こ

た

あ

、
何

に

つ

け
「

さ

せ

て

」
の

字

を

つ

け

な

は

ん

せ

え

よ

、
貰

ふ

ぢ

や

な

あ

て

「

貰

は

さ

せ

て

」

貰

ひ

な

は

れ

。

こ

ら

へ

る

ぢ

あ

な

あ

て

「

こ

ら

へ

さ

せ

て

」

貰

ひ

な

は

れ

。
」
２

６

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

妙

好

人

な

ら

で

は

の

自

覚

が

あ

っ

て

の

謙

虚

さ

か

ら

生

ま

れ

て

く

る

言

葉

で

あ

る

。

比

較

し

、

自

分

が

優

位

に

立

っ

て

い

る

コピー厳禁
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と

錯

覚

し

て

い

る

、

傲

慢

な

人

か

ら

は

出

な

い

言

葉

で

あ

る

。

ま

た

こ

の

自

覚

か

ら

、

不

幸

（

マ

イ

ナ

ス

）

に

あ

っ

て

も

「

お

か

げ

さ

ま

で

さ

せ

て

い

た

だ

く

」

と

変

換

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

己

の

物

差

し

を

捨

て

、

比

べ

ず

、

あ

り

の

ま

ま

を

見

る

こ

と

で

、

謙

虚

に

自

覚

す

る

事

が

出

来

る

。
こ

の

よ

う

な

素

晴

ら

し

い

思

想

の

妙

好

人

だ

が

、
彼

ら

に

煩

悩

が

無

い

わ

け

で

は

な

い

。
「
煩

悩

は

必

ず

私

の

中

に

あ

る

」

と

自

覚

し

て

い

る

か

ら

こ

そ

、

煩

悩

に

と

ら

わ

れ

な

い

の

で

あ

る

。 

今

、

現

代

社

会

を

生

き

る

我

々

に

は

、

妙

好

人

の

こ

と

ば

に

現

れ

て

い

る

よ

う

な

、

と

ら

わ

れ

か

ら

離

れ

、

自

覚

し

、

ま

か

せ

ゆ

だ

ね

る

自

然

法

爾

、

あ

り

の

ま

ま

に

感

謝

す

る

心

の

平

安

、

無

碍

の

一

道

、

そ

し

て

、

柳

宗

悦

の

い

う

対

辞

、

比

較

の

無

い

無

対

辞

の

生

活

、

民

藝

で

い

う

美

醜

を

こ

え

た

真

実

の

美

、

安

心

の

生

活

が

必

要

な

の

で

あ

る

。

コピー厳禁
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