
テ

キ

ス

ト

の

問

題

柳

田

聖

山

一

聖
書

と
法
華
経
i

「放
蕩
息
子
」
を
め
ぐ
っ
て

テキス トの問題191

お

よ

そ

仏

教

に

関

わ

る

限

り

、
誰

で

も
使

う

テ

キ

ス
ト

の

一
つ
に
、

法

華

経

が

あ

り

ま

す

。

こ

の
中

に

、

「
放

蕩

息

子

の
讐

え

」

と

い

う

、

よ

く

知

ら

れ

た

エ
ピ

ソ

ー
ド

が
あ

る
。

親

爺

に
背

い
た

息

子

が

、

好

き

放

題

や

っ
て

、

行

き

詰

ま

り

、
食

い

は
ぐ

れ

て
、

親

爺

の
家

に
戻

っ
て

く

る

と

い
う

の
で

す
。

よ

く

似

た

話

が

、

聖
書

の

ル
カ
伝

に
あ

り

ま
す

。

と

い
う

よ
り

、

「
放
蕩

息

子
」

と

い
う

日
本

語

は

、

実

は

聖

書

の
訳

語

を

借

り

て

い
る

の
で

す

。

キ

リ

ス
ト
教

と

仏

教

の
専

門

家

た

ち

、

あ

る

い
は

一
般

に

人
類

の
文

明

の
歴

史

を

考

え
る

人

々
に
と

っ
て

、

聖

書

と

法
華

経

の
二

つ
の

テ

キ

ス
ト

に
、

同

じ

よ

う

な

話

が

あ

る

と

い
う

こ
と

は

、
大

変

興
味

深

い
問

題

で
あ

り

ま

し

て
、

す

で

に

い
ろ

い
ろ

な

意

見

が

出

て

い

る
。

し

か
し

、

こ

こ

で
は

そ

う

し

た

問

題

に
は

立

ち

入

ら

な

い

こ
と

に

し

ま
す

。

歴

史

的

な

前

後

関

係

、

つ
ま

り

、

ど

ち

ら

が

ど

ち
ら

に
影

響

を

与

え

た

か
と

い

っ
た

よ

う

な

こ
と

を

考

え

る

こ
と

も

、

も

ち

ろ

ん

大
切

で
す

け

れ

ど
も

、

そ
れ

よ
り

も

、

こ

の
二

つ
の
話

そ

の
も

の
、

現

在

私

た
ち

に
与

え
ら

れ

て

い
る

二

つ
の

テ

キ

ス

ト

の
読

み

比

べ
と

い
う

こ
と

は

、

さ
ら

に
大

事

な

こ
と

で

は

な

い
か

と

思

う

か

ら

で
す

。

そ
う

い
う

観

点

か
ら

、
少

し

お

話

し

さ

せ

て

い
た

だ

き

ま

す

。
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聖

書

の
放
蕩

息

子

と

い

う

の
は

、
要

す

る

に
、

好

き

放

題

を

や

っ
て

、

食

い
は

ぐ

れ

た

息

子

が

、
悔

い
改

め

て
親

爺

の
も

と

に
戻

っ
て

く

る

。

そ

の
悔

い
改

め

の
動

機

に

な

っ
た

の

は

、
自

分

が
人

間

以

下

の
動

物

に
落

ち

込

ん

で

い
る

、

と

い
う

こ
と

に

気

づ

く

こ
と

に
あ

り

ま

し

た

。

す

な

わ

ち

、
落

ち

に
落

ち

て

、
最

後

に
は

人

に
雇

わ

れ

て

、

豚

飼

い

の
手

助

け

を

す

る

わ

け

で

す

が

、
腹

が
減

っ
て

、
豚

の
餌

を

盗

ん

で

食

お

う

と

す

る
。

そ

の
と
き

、

ふ

と

、

「
豚

の
餌

を

盗

ん

で
喰

う

と

い
う

こ
と

は

、
豚

よ

り

惨

め

で

は

な

い
か
。

自

分

は

、

も

う

す

で

に

人

間

で

は

な

く

な

っ
て

い

る

の
だ

」

と

い
う

こ

と

に
気

付

く

。

愕

然

と

し

た
息

子

は

、
父

親

の

こ
と

を

思

い
、

故
郷

を

思

い
、

矢

も

た

て

も

た

ま

ら

な

く

な

っ
て

、

一
目

散

に

父

の
元

へ
戻

っ
て
く

る
。

親

爺

は

、

息

子

が

帰

っ
て

き

た

こ
と

を

非
常

に
喜

ん

で

、

ふ
だ

ん

は
滅

多

に
御

馳

走

を

し

た

こ
と

も

な

い

の

に
、

歓

迎

の
宴

を

開

い
て

や

る

の

で
す

が

、

こ
う

い
う

父

親

の
歓

迎

ぶ

り

に

、
す

こ

ぶ

る
快

よ
く

な

い

思

い

を

し

て

い

る

の
が

、
そ

れ

ま

で

忠

実

に
家

業

に

励

ん

で

、

親

爺

を

助

け

て
き

た

長

男

で

す

。

「自

分

は

、
三

十

年

、
父

親

を

助

け

て

、
忠

実

に
家

業

に
励

ん
で

き

た

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

こ
ん

な

に

親

爺

か
ら

歓

迎

さ
れ

た

こ
と

は

な

い
。

俺

の
た

め

に
鶏

を

殺

し

て
御

馳

走

す

る

と

い
う

よ
う

な

こ

と

は

、

一
度

も

な

か

っ
た

。

そ

れ

な

の

に

、
好

き

放

題

を

や

っ
て
、

親

に
背

い
た

弟

の
た

め

に

、

大

切

な
鶏

を

殺

し

て

歓

迎

す

る

の
は

、

ひ

ど

い

で

は
な

い
か

」
。

こ
う

い
う

抗

議

が
兄

貴

の
方

か

ら

出

さ

れ

る

。

そ

こ
で

父

親

が

こ
れ

に

答

え

た

の
が

、

有

名

な

次

の
言

葉
。

「
罪

あ

る
も

の

に

こ
そ

、

神

の
愛

が

必
要

」
。

何

よ

り

も

、

こ

の
子

は

、

い
ま

悔

い
改

め

て

い
る

。

そ

し

て
、

「
忠
実

な

百

匹

の
羊

よ
り

も

、

一
匹

の
迷

え

る

子

羊

の

た

め

に

、
神

の
愛

は
集

中

さ
れ

る
」
。

こ
う

い
う

説

教

が

、
続

く

わ

け

で
す

。

つ
ま
り

、

「
悔

い
改

め
」

と

「
迷

え

る

子
羊

の
た
め

の
神

の
愛

」

と

い
う

こ
と

が

、

バ

イ
ブ

ル
の

二
大

テ

ー

マ
に
な

っ
て

い
る

。

私

は

キ

リ

ス
ト
教

に

は

、
す

こ

ぶ

る

不
案

内

で

、

専

門

家

が

そ

の
あ

た

り

の

こ
と

を

ど

う

考

え

て

い
る

か

、
確

か

な

こ

と

は
言

え
な

い

の

で
す

が

、

矢

内

原

さ

ん

の
講

義

な

ど

、

現
代

の
権

威

の
解

説

を

拝

見

す

る
限

り

、

だ

い

た

い

、

そ

う

い

う
方

向

で

理
解

さ

れ

て

い
る

よ
う

で

す
。こ

れ

に

対

し

て

、
法

華

経

の

「放

蕩

息

子

」

は

、

ま

る

き

り

違

い
ま

す

。

第

一
、

息

子

が

ち

っ
と

も
悔

い
改

め

て

い

な

い
。

息

子
は

、



テキス トの問題193

諸

国

放
浪

の
途
中

、

た

ま

た
ま

親

爺

の
家

の
前

を

通

り

か

か

り

ま

す

。

盗

み

ぎ

り

ぎ

り

の
食

い

つ
め

よ
う

、

日
雇

い

の
賃

仕

事

は

な

い
か

と

門

付

け

を

し

な

が
ら

、
各

地

を

放

浪

す

る
う

ち

に
、

偶

然

、

長

者

の
邸

宅

の
前

に

ふ

っ
と

足

を

止
め

て

、
中

を

覗

い
た

。

す

る

と

、
偉

そ

う

な

そ

の
家

の
主

が

、
地

方

の
権

力

者

や

大

富

豪

、

文

学

者

た

ち

に

囲

ま

れ

て

い

る
。

こ

れ

を

見

て

、

「
こ

ん
な

格

式

の
高

い
家

で

は

、

と

て
も

仕

事

に

は
あ

り

つ
け

ま

い
し

、

物

も

貰

え

ま

い
。

ぐ
ず

ぐ
ず

し

て

い

た
ら

、

ど

ん
な

仕

打

ち

を

食

う

か

分

か

ら

ん

」

と

思

い
、

息

子

は

い
ち

も

く

さ

ん

に
逃

げ

出

す

。

し

か

し

、
父

親

は

、

一
日

も
忘

れ

た

こ

と

の
な

い
息

子

が

、

門

の
あ

た

り

か

ら

覗

い
た

こ
と

に

、

い
ち

早

く
気

が

つ
い

て

、

「
お

い
、
息

子

よ
」

と
声

を

か

け

る
。

そ

こ

で

、

家

中

の
人

が
び

っ
く

り

し

て

、
息

子
を

追

っ
か

け

る
。

息

子

は

、
人

々
が
追

っ
て
く

る
理

由

が

分

か

り

ま

せ
ん

か

ら

、

恐

怖

に
か

ら

れ

て

逃

げ

ま

ど

い

、

と
う

と
う

気

絶

し

て
し

ま

、つ
。法

華

経

の
こ

の

一
段

の
描

写

は

、
非

常

に
文

学

的

で

す

が

、

要

す

る

に

、

父

親

の
顔

も

、

父
親

の
家

も
忘

れ

て

し

ま

っ
た
息

子

が
、

父

親

に

呼

び

止
め

ら

れ

て

、
逃

げ

出

そ

う

と

す

る
と

こ
ろ

か

ら

、

こ

の
話

は

始

ま

る

わ

け

で

す
。

息

子

は

、
ち

っ
と
も

後

悔

し

て

い
な

い
し

、

海

い
改

め

て
も

い
な

い
。

た
だ

、
放

浪

の
途

中

で

、

偶

然

に

親

爺

の
目

に

止

ま

る

だ

け

で

す
。

も

し

、

「
悔

い
改

め

る

」

と

い
う

こ

と

を

、

あ

え

て
法

華

経

に
当

て

は
め

る
と

す

れ

ば

、

息

子

で
は

な

く

、

む

し

ろ

親

爺

の
方

が

悔

い
改

め

て

い
る

と

言

え

ま
す

。

実

際

、
親

爺

は

「
息

子

に
会

う

機

会

が

あ

れ

ば

」

と

い
う

こ
と

で

、

既

に
家

を

引

っ
越

し

し

て

、
息

子

に
会

え

そ
う

な

町

の
中

に
屋

敷

を

移

し

て

、
探

し
続

け

て

い

る
。

さ
ら

に
は

、

た

ま

た

ま

自

分

の
家

の
前

を

通

り

か

か

っ
た

息

子

に

対

し

て

、

父
親

の
側

か
ら

、
様

々
な

対

応

上

の
工
夫

が
凝

ら

さ
れ

、
巧

み
な

誘

導

が

行

な

わ

れ

ま

す

。

直

接

に

「
自

分

の
息

子
だ

」

と

い

っ
て
、

呼

び

込

む

こ
と

は

で

き

な

い
。

そ

ん

な

こ
と

を

す

れ

ば

、

息

子

は
驚

い

て
逃

げ

出

し

て

し

ま

う

か
ら

で
す

。

「
二

度

と

逃

が

し

た

く

な

い
」

と

い
う

父
親

の
深

い
配
慮

か
ら

、

父
親

は

、

古

く

か

ら
仕

え

て

い

る
老

人
を

二
人

、
息

子

の
迎

え

に

や

る
。

そ

し

て

、
非

常

に
巧

み

に

、
家

へ
来

る

よ
う

、
誘

い
を

か

け

る

。

ど

ん
底

の
生

活

を

し

て

き

た

息

子

が

、
安

心

し

て
大

富

豪

の
家

に
近

づ

け

る

よ

う

に

仕

向

け

る

わ

け

で

す
。

`
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そ

の

た
め

に

、
そ

の
家

の
下
働

き

に

、

わ

ざ

わ

ざ

ポ

ロ
を
着

せ

て

、

息

子

を
誘

わ

せ

る

、

「
こ

の
家

に

は

、

大
勢

の
人

が

お

り

、

い

ろ

ん
な

仕

事

が

あ

る

。

一
軒

ず

つ
門

付

け
を

し

て

、

旦

雇

い

の
仕

事

を

捜

す

よ

り

も

、

こ

の
家

で

働

い
た

ら

ど

う

か

」
。

息

子

は

、

ポ

ロ
を

来

た

相

手

を

仲

間

だ

と

思

っ
て

、
安

心

し

て
そ

の
誘

い

に
乗

り

、

父

親

の
家

に
や

っ
て

く

る
。

そ

う

し

て

、

召

使

い
と

し

て

、

さ

ま
ざ

ま

な

雑

用

を

す

る

う

ち

に

、

そ

の
家

の
近

く

に
小

屋

を

与

え
ら

れ

、

次

第

に
重

要

な

仕

事

を
任

せ

ら

れ

る

よ

う

に

な

る
。

そ

し

て

、

二
十

年

の
後

、
親
爺

の
臨

終

の
席

で

、

つ
い

に
親

子

の
名

乗

り

を

あ

げ

て
、

そ

の
家

の
財

産

と

一
切

の
権

力

を

譲

ら

れ

ま

す
。

法

華

経

の
放

蕩

息

子

は

、

だ

い
た

い
、

こ
う

い
う

話

に
な

っ
て

い

る
。

つ
ま

り

、

人

の
愛

情

と

い
う

も

の
を

、

ま

と

も

に

信

ず

る

こ
と

が

で

き

な

い
と

こ

ろ

ま

で
落

ち

込

ん

で

し

ま

っ
て

い

る
息

子

、

人

か

ら

親

切

に

声

を
掛

け
ら

れ

る

こ
と

自

体

が

、

信

じ

ら

れ

な

い
ま

で

に

な

っ
て

い

る
孤

独

な
息

子

、

五
十

年

と

い
う

長

い
歳

月

に
わ

た

る

放

蕩

の
間

に

、
深

い
人

間

不
信

の
世

界

に

落

ち

込

ん

で

し

ま

っ
た
息

子

、

そ
う

い
う

悲

惨

な

息

子

の
姿

が

、

ま

ず

、

最

初

に
提

起

さ

れ

る
。

そ

れ

が

、

だ

ん
だ

ん
と

立

ち

直

っ
て

い
く
。

こ

う

い
う

問

題

を

テ

ー

マ
と

し

て

い

る

の
が

法

華

経

で
す

。

二

「
露
地
」

の
意
味
す
る
も
の

こ
の
法
華
経
の
話
に
、
私
は
今
ご
ろ
大
変
興
味
を
持

っ
て
お
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
向
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
父
親

の
屋
敷
に
仕
事
が
で
き
て
、
息
子
が
与
え
ら
れ
る
住
居
は
、
屋
敷

の
外
に
あ

っ
て
草
庵
と
呼
ぼ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

や
が
て
、
日
本
の
利
休
に
始
ま
る
俺
び
茶
の
道
場
と
し
て
の

「露
地
草
庵
」
と
い
う
、
非
常
に
大
事
な
考
え
方
、
つ
ま
り
、
茶
道
哲
学
の

重
要
な
思
想
と
か
か
わ

っ
て
き
ま
す
。

私
は
漠
然
と
長
い
間
、
息
子
の
草
庵
は
、
大
き
な
屋
敷
の
内
側
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
、
草
庵
は
、
親
爺
の
屋
敷

の
外
に
あ
る
よ
う
で
す
。
テ
キ
ス
ト
は

「門
外
の
草
庵
」
と
な

っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
親
爺

の
家

の
外
に
あ

る
。
門
の
外
に
あ

っ
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て

も

中

に
あ

っ
て
も

、

ど

っ
ち

で

も

い

い
よ

う

な

も

の
で

す

が

、

こ
う

し

た

こ
と

が

気

に
な

る

の
は

、
茶

道

哲

学

の
も

う

一
つ
の
大

事

な

課

題

と

し

て

、

「
露

地

」

と

い
う

問

題

が

あ

る

か
ら

で
す

。

こ

こ

で

コ
露
路

」

と

い
う

の
は

、

実

は

、

法

華

経

の
讐
喩

品

と

い
う

、

い
ま

お

話

し

た

エ
ピ

ソ

ー
ド

の
あ

る

信
解

品

よ

り

、

一
つ
前

の

段

落

で
語

ら

れ

る
物

語

に
か

か

わ

っ
て

い
ま

す

。

こ

の
話

も

、

や

は

り

大
金

持

ち

の
長

者

の
家

が

舞

台

に
な

っ
て

い
る
。

先

祖

代

々
受

け

継

が

れ

た

長
者

の
古

い
屋

敷

に

、
あ

る

日

、

火

の
手

が

上

が

る
。

そ

こ
で

、

そ

の
業

火

に
包

ま
れ

た
家

か

ら

、

火

の
手

に
気

付

く

こ

と
な

く

、
無

心

に
遊

び
戯

れ

て

い

る
子

供

た

ち

を

、

ど

う

や

っ
て

安

全

に

屋

外

に
導

き

出
す

か
。

そ
う

い
う

テ

ー

マ
を

扱

っ
て

い
る
。

こ

れ

は

馨
喩

品

の
非
常

に

大
事

な

テ

ー

マ
で
あ

る

と

同
時

に

、
文

学

的

に
も

面

白

い
部

分

で

す
。

く

り

か

え

し

ま
す

。

壁
口喩

品

の
長

者

の
家

の
息

子

た

ち

は

、

家

に

火

が

つ

い
て

い

る

こ

と

に
気

付

か
な

い

で

、
そ

の
中

で
遊

び

ほ
う

け

て

い
る
。

長
者

の
息

子

と

し

て

、
先

祖

代

々
受

け

継

が

れ

た

財

産

の
中

に

安

住

し

て

、

火

が

つ
い

て

い

る

こ
と

に
気

が

つ
か

な

い
。

親

爺

は

、

何

と

か

そ

れ

を

教

え

て

、
安

全
な

屋

外

の
露

地

に
導

き

出

そ

う

と

し

ま

す

。

こ

の
場

合

、

「露

地
」

と

い
う

の
は

、

い
わ

ば
先

祖

代

々
積

み

重

ね

ら

れ

て

き

た
財

産

と

い
う

も

の

の
汚

れ
を

、
根

底

的

に
洗

い
き

よ

め

る

場

所

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

現

代

に
引

き

あ

て

て

考

え

る

な
ら

、

人
類

の
作

り
上

げ

た
文

明

の
根

底

に
あ

る

危

機

、

あ

る

い
は
深

刻

な
危

機

を
露

呈

し

て

い
る

現

代

文

明

と

は

、

ま

さ

に
火

の

つ

い
た

屋

敷

そ

の
も

の
で
す

。

こ

の
焼

け
落

ち

よ

う

と

し

て

い

る
邸

宅

か

ら

、

「露

地
」

へ
と
脱

出

す

る

こ
と

は

、
人

類

全

体

に
課

せ
ら

れ

た

、

現

代
最

大

の
課

題

で

し

ょ
う
。

「露

地

」

が

、

文

明

の
危

機

を

根

底

的

に

洗

い
き

よ

め

る
場

所

で
あ

る

こ

と

か
ら

、
歴

史

的

人

為

的

な

文

明

に

対

し

て

、

こ
れ

を

未

来

の
自

然

そ

の
も

の
と
考

え

て

よ

い

の

で
は

な

い
か

と

思

い
ま
す

。

た

と

え
ば

、

「露

地
」

を

「露

の
降

る
場

所

」

と
す

れ
ば

、

そ

の
対

極

に

は

、

露

も

降

ら

な

い
人

間

の
技

術

、

科

学

文

明

と

い
う

も

の

が
あ

る
。

こ

の
索

漠

と
し

た

世

界

を

、

も

う

一
度

、

夜

に
な

る

と

霜

が
降

り

、
露

が
結

ぶ
。

そ
う

い
う

自

然

の
世

界

に

も

ど

し

て

ゆ

く
。

屋

外

の
露

路

に

、

ど
う

や

っ
て
息

子

を

呼

び

出

す

か

、

そ

の
手

段

を

問

う

こ
と

は

現

代

に

お

い
て

、

い

よ

い

よ
深

刻

な

問

題

に

な

っ
て

い

る
。

讐

喩

品

の
テ

ー

マ
は

、

こ
う

し

た

問
題

と
密

接

に

か

か
わ

っ
て

い
ま

す

。
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こ

の
話

に

は

、

ま

た

、
声

聞

・
縁

覚

・
菩

薩

と

い
う

、

い
わ

ば

仏

教

学

の
基

本

的

な

キ

ー

ワ

ー
ド

を

、
鹿

・
羊

・
牛

と

い
う

動

物

イ

メ

ー
ジ

で
語

る

部

分

が

あ

り

ま
す

。

つ
ま
り

、
親

爺

は

、
子

供

た
ち

に

、
鹿

の
車

、

羊

の
車

、

牛

の
車

と

い
う

、

い
わ
ぼ

子
供

が

一
番

喜

び

そ

う

な

人

間

の
造

作

、

つ
ま

り
過

去

の
技

術

の
成

果

を

与

え

る

こ
と

を

約

束

し

て
、

燃

え

上

が

る

家

か

ら

、

安

全

な
露

路

に
誘

導

し

よ
う

と

し

ま

す

。

こ
れ

が

功

を

奏

し

て

、

一
同

は
無

事

に
外

に
出

て
、

子

供

た

ち

は

約

束

の
車

を

ね

だ

る

け

れ

ど

も

、

父
親

は

、
約

束

し

た

は
ず

の
三

つ

の
車

は

与

え

な

か

っ
た
。

か

わ

り

に
露

地

に

い

た

の
は

、
大

き

な

白

牛

の
車

で
あ

っ
た

、

と

言

い
ま

す
。

こ

の
大

き

な
白

牛

の
車

は

、
燃

え

さ

か

る

屋

敷

の
な

か

で

は

な

く

、
露

地

に
あ

っ
た

。

と

い
う

こ
と

は

、

同

じ

車

と

は

言

っ
て

も

、

過

去

の
文

明
技

術

が
生

み
出

し

て
き

た

よ

う

な

、

欲

望

的

人

間

の
造

作

で
あ

る

と

は
考

え
ら

れ

な

い
。

そ

れ

は

、

む

し

ろ
、

自

然

に
育

ま

れ

た

も

の
で
あ

り

、
自

然

と
人

工

と

の
調

和

か

ら

生

ま

れ

た

、

い
わ

ば

ポ

ス
ト

・
モ
ダ

ー

ン
の
創

造

物

で
あ

っ
た

に
ち

が

い
な

い
。

鹿

・
羊

・
牛

と

い
う

三

つ

の
動

物

に

つ
い

て

は

、
人

類

学

の
立

場

か

ら

、

非

常

に
興

味

の
あ

る

レ
ポ

ー

ト
が

い
く

つ
か
出

て

い

ま
す

。

そ

う

い
う

こ
と

も

考

え

あ

わ

せ

て

、
私

は
人

類

の
歴

史

と

い
う

も

の
を

、
鹿

の
時

代

、

羊

の
時

代

、

牛

の
時

代

と

い
う

ふ

う

に
分

け

る

こ

と

が

で

き

る

の
で

は

な

い
か

と

思

っ
て

い

ま
す

。

鹿

の
時

代

と

は
自

然

採

集

文

明

、
羊

の
時

代

と

は

牧

畜

時

代

、

牛

の
時
代

と

は
機

械

工

業

の
時

代

で

す

。

牛

の
時

代

が
機

械

工
業

の
時

代

と

い
う

の

は

、
少

し

意

外

に
思

わ

れ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、
牛

と

い
う

の
は

、

イ

ン

ド

で

は

、

も

と

も

と

食

料

で

は

な

い
。

そ

れ

は
動

力

な

の

で
す

。

現

代

的

に
言

え
ぼ

、

エ
ネ

ル
ギ

ー

の
牧

畜

的

象
徴

と

言

っ
て
も

い

い

で

し

ょ
う

。

牛

の
時

代

を

機

械

工

業

に

対
応

さ

せ

る

の

は

、

そ

の
先

の
未

来

を

考

え

る

た
め

で
す

。

こ

の
よ

う

に

、

三

つ

の
動

物

は

、

そ
れ

ぞ

れ

人

間

文

明

の
展

開

そ

の
も

の

に
、

大

き

い
関

わ

り

を

も

っ
て

い

る

の
で
す

が

、
過

去

の
文

明

が

極

ま

り

、

さ

ま

ざ

ま

な

矛
盾

が
噴

出

し

、
汚

染

が

ひ
ろ

が

る

な

か

で
、

そ

れ

が

洗

い
清

め

ら

れ

る

場
所

と

い
う

も

の
が

、

ど
う

し

て

も

必

要

に

な

っ
て

く

る
。

そ

れ

が
未

来

の

「
露

路

」

で
す

。

こ

の
よ

う

に
考

え

ま
す

と

、
讐

喩

品

の

い
う

「
火

の

つ
い
た

屋

敷

か

ら

露

路

へ
」

と

い
う

問

題

は

、
決

し

て
古

い

テ

キ

ス
ト

に
と

ど

ま
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る

も

の
で

は

な

く

て

、
現

代

文

明

そ

の
も

の
と

直

結

し

た

、

非

常

に
深

刻

な

問

い
と

な

っ
て
く

る
。

驚

く

べ
き

こ
と

に
、

日

本

の
茶

道

の

先

達

は

、

す

で

に

こ
う

し

た
浄

化

の
場

所

と
し

て

、

「露

地
」

と

い
う

も

の
を

的

確

に
意

識

し

、

非

常

に
洗

練

さ

れ

た

形

で

定

立

す

る

こ

と

に
成

功

し

て

い
ま

す

。

先

に

も

申

し

あ

げ

ま

し

た

よ
う

に

、

「
露

地

」

と

い
う

も

の
を
媒

介

に

し

て

、

信

解

品

と
讐

喩

品

と

が
重

な

り

あ

う

。

も

と

も

と

法

華

経

と

い
う

一
つ

の
経
典

の
な

か

に
あ

る

の
で
す

か
ら

、
互

い

に
何

ら

か

の
思

想

的

関

連

が

あ

る

と
考

え

て
当

然

な

の

で
す

が

、

特

に

「
露

地

」

と

い
う

言
葉

に

よ

っ
て

、

両

者

が

非
常

に
緊

密

な

関

係

に
あ

る

こ
と

が

示

唆

さ

れ

ま

す

。

「
火
宅

」

の

テ

ー

マ
と

「
放

蕩

息

子

」

の

テ

ー

マ
が

、

「
露

地

」

を

媒

介

と

し

て

密

接

に

つ
な

が

っ
て

く

る

の
で
す

。

日

本

の
佗

び
茶

は

、

こ
れ
を

鋭

く

捉

え

て

い

る
。

も

ち

ろ

ん
、

お

茶

の

「
露

地
草

庵

」

は

、
法

華

経

の
物

語

の
説

き

か

た

と

は

、

全

く

別

様

の
、

非
常

に

洗
練

さ

れ

た
形

で

説

か

れ

て

い

ま
す

。

ど

う

見

て

も

、

法

華

経

に

は

、

お
茶

の

「露

地
草

庵

」

の

よ
う

な

、
研

ぎ

澄

ま

さ

れ

、

洗

練

さ

れ

た
美

意

識

と

い
う

も

の
は

な

い
。

し

か

し

、
表

面

的

な

違

い

に
惑

乱

さ

れ

な

け

れ

ば

、

二

つ
を
重

ね

て
見

る

こ
と

が

で

き

ま

す

。

法

華
-経

と
茶

道

の

「草

庵

」

は

、

一
見

、

比
較

に
な

ら

な

い
く

ら

い
、

洗

練

の
度

合

が

異

な

る

も

の
で

は

あ

り

ま

す

が

、

「
人

間

の
在

り

か

た

」

と

い
う

、
最

も
根

本

的

な

問
題

に

お

い

て
は

、

む

し

ろ

共

通

の
、

極

め

て

重

要

な

問

題
提

起

を
行

な

っ
て

い

る
と

言

え

る

で

し

ょ
う

。

た

と

え

ば

、

人

間

の
住

い
に

必
要

な

の
は

、

四

畳
半

で
あ

り

、
三

畳

で

あ

り

、

二

畳

で

あ

り

、

つ
き

つ
め

て

言

え
ば

、

一
畳

あ

れ

ば

い

い
。

そ

れ

以

上

の
大

き

な

邸

宅

は

、
要

す

る

に

火

の
手

の
元

、
火

の

つ
い
た

屋

敷

み
た

い
な

も

の
で

あ

り

ま

し

て

、
取

扱

い

に
手

が

か

か

っ
て

、

も

て

あ

ま

す

だ

け

で

す
。

草

庵

は

、
狭

く
暮

し

に
く

い

よ
う

で
す

け

れ

ど

も

、
実

際

の
日

々

の
生

活

で

は

、

う

ま

く
使

い

こ
な

せ

る

利

点

を

持

っ
て

い
る
。

暗

さ

や

風

通

し

と

い

っ
た

問
題

も

、
長

者

の
古

ぼ
け

た
大

き

な

お

屋

敷

の
、

お

そ

ら

く

は

膨

大

な

エ
ネ

ル

ギ

ー

を

濫

費

す

る
構

造

と

比

較

し

て

、

あ

ら

た

め

て

見

直

さ

れ

て

い

い
。

こ

の

よ
う

に
、

日
本

の
佗

び
茶

の
創

始

者

た

ち

は

、

屋

敷

の
外

に

あ

る
露

地

と

、

信

解

品

の
草

庵

を
結

び

つ
け

て

、

「露

地
草

庵

」

と
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い
う

も

の
を
考

え

た

の
で
す

が

、

こ

の
場

合

、
草

庵

が

屋

敷

の
中

に
あ

る

と

、
ど

う

も

具

合

が
悪

い
。

ま

た

、

先

ほ

ど

も

申

し

あ

げ

ま

し

た

よ

う

に

、

信
解

品

の
記

述

そ

の
も

の
も

、

「
門

外

の
草

庵

」

と

い
う

表

現

に
な

っ
て

い
て

、

や

は

り

、

草

庵

は

、

家

の
外

に

あ

る

と
考

え
ね

ば

な

ら

な

い
。

三

「
内

か
ら
外

へ
」
と

「
外
か
ら
内

へ
」
i

信
解
品
の
二
重
方
向
性

随

分

、

家

の
内

外

に

こ
だ

わ

る

よ
う

で
す

が

、

実

は

、

法

華

経

に

は
、

「
外

か
ら

内

へ
」

と

「内

か
ら

外

へ
」

と

い
う

、

二

つ
の
方

向

の
展

開

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

の
で
す

。

た

と

え
ば

、

讐

喩

品

の
場

合

、
明

ら

か

に
、

「内

か
ら

外

へ
」

と

問
題

が
動

い

て

い

る
。

こ

れ

に
対

し

て
、

信

解

品

の
場

合

は
。

両

方

あ

る

、

た
だ

し

、
従

来

、
主

と
し

て
注

目

さ

れ

て

き

た

の
は

、

「
外

か
ら

内

へ
」

と

い
う

方

向

だ

け

で
す

。

そ

れ

は

、

だ

い
た

い
、
次

の
よ
う

な

も

の
で
す

。

家

に
戻

っ
て

き

た

息

子

が

、
親

爺

か
ら

与

え
ら

れ

た
粗

末

な

小

さ

な

住

居

は

、

と

に

か

く

屋

敷

の
外

に

あ

る
。

こ

の
草

庵

は

、

そ

の
家

の
召
使

、
下

男

た

ち

が

た

む

ろ

す

る

場
所

の

一
角

で
あ

っ
て

、
主

人

、

す

な

わ

ち

父

親

で

あ

る

長

者

の
暮

す

世

界

と

は

、

お

よ

そ
隔

絶

さ

れ

た
世

界

で
あ

り

ま

す

。

そ

も

そ

も

放

蕩

息

子

は

、
門

の
中

を
覗

い

て

、

「
こ

の
家

で

は

俺

の
貰

い

口
な

ど

な

さ

そ

う
だ

。

う

っ
か

り

、

こ
ん

な

家

を
覗

い

て

い
る

と

、

ど

ん

な

目

に
あ

う

か
分

か
ら

ん
」

と
考

え

、
遠

く

逃

げ

出

そ

う

と

す

る

。

自

分

の
身

丈

に

あ

っ
た

場

所

で

、

お
貰

い
も

の
は

、
貧

し

い
人

の
と

こ
ろ

に
あ

る

と
考

え

る
。

そ

ん

な
息

子
を

、
ど

う

に
か

家

に
住

み
着

か

せ

る
た

め

に

、

父

親

は

門

の
外

に

小

さ

な

小

屋

を
与

え
ま

す

。

そ

れ

か

ら

次

第

に

、

家

の
内

へ
と

入

っ
て
ゆ

き

、

つ
い

に
は

長

者

で
あ

る
父

親

の
す

べ
て

を

相

続

す

る

。

こ

の
と

き

息

子

は

、
家

の
最

も

内

な

る
と

こ

ろ

に
達

し

た

と

言

え

ま

す
。

つ
ま

り

、

讐
喩

品

の

「
内

か
ら

外

へ
」

と

い
う

方

向

と

は

反

対

に

、
信

解

品

で

は

、
ま

ず

、
家

の
外

に
立

つ
こ
と

か

ら

始

ま

り

、

し

だ

い
に

内

へ
と
進

ん

で

ゆ
く

。

あ

る

い
は

、

低

い
段
階

か

ら

次
第

に
高

い
段
階

に
引

き

上

げ

る
と

い
う

構

造

で

、
信

解

品

は

構

成

さ

れ

て

い
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る
。

そ

の
間

に

、

二
十

年

の
歳

月

が

必

要

で

し

た

。

こ

れ
を

哲

学

化

す

る

こ
と

で

、

中

国

仏

教

は

様

々
な

教

学

体
系

を

作

り

出

し

て
ゆ

き

ま

す
。

実
際

、

天

台

で

は

、

五
時

八
教

な

ど

と

い

う

、

た

い

へ
ん

複

雑

な

教

学

体

系

を

作

り

上

げ

る
。

こ

れ

は

、

た

い

へ
ん
や

や

こ
し

い
構

造

を

し

て

お

り

ま
す

け

れ

ど
も

、
要

す

る

に

、

そ

れ

は

方

便

の
教

え

と

し

て

、

低

い
段
階

か
ら

高

い

段
階

へ
と

い
う

、
人

間

の
教

育

過

程

を

踏

ま

え

て

、

釈
迦

一
代

の
仏

教

、

五
千

四

十

余

巻

の
経

典

を

分

類

し

よ

う

と

し

た

、

一
種

の
カ

リ

キ

ュ
ラ

ム
、

テ

キ

ス
ト

に
即

し

て

の
図

書

館
学

で
あ

り

、

目
録

学

で
あ

っ
た

。

こ

の
複

雑

な

天

台

の
仏

教

体
系

な

り

、

目
録

学

な

り

の

モ
デ

ル

に
な

っ
て

い
る

の
が

、

法
華

経

の

「放

蕩

息

子
」

の

エ
ピ

ソ

ー
ド

で

あ

り

ま

し

て

、

低

い
と

こ
ろ

か
ら

高

い

と

こ

ろ

へ
と
進

む

に

つ
れ

て
、

力

が

だ

ん
だ

ん

と
蓄

え
ら

れ

、
上

の
方

へ
と

引

き

上

げ

ら

れ

、

そ

の

家

の
召

使

た

ち

の
代

表

と

し

て

、

さ
ら

に
そ

の
家

の
支

配

人

と

し

て

、

最
後

に

は

、
真

実

の
息

子

と

し
て

、
親

爺

の
財

産

を

譲

り
渡

さ

れ

る

。

信
解

品

で

は

、

そ
う

い
う

ふ
う

に
し

て
進

ん

で
ゆ

き

ま

す

。

つ
ま

り

、
讐

喩

品

の
方

は

「
内

か
ら

外

へ
」
、

火
宅

か
ら

露

地

へ
と
進

み
ま

す

が

、

信

解

品

の
方

は

「
外

か

ら

内

へ
」

と
進

ん

で

い
く

。

こ

の
よ

う

に
信

解

品

の

「
放

蕩

息

子

の
讐

え
」

に

つ

い
て

は

、

こ
れ

を

「
外

か

ら
内

へ
」

の

テ

キ

ス
ト
と

し

て
受

け

取

る

の
が

、

従

来

の

仏

教

学

的

解

釈

で

し

た
。

天

台

教

学

も

ま

た

、

そ

う

い
う

方

向

で

解

釈

し

た

わ

け

で
す

。

天

台

に
遅

れ

て
成

立

す

る

華

厳

学

も

、

結

局

は

同

じ

方

向

で
華

厳

を

考

え

る

。

と

こ

ろ
が

実

は

、

信

解

品

に
は

、

そ

れ

と

同

時

に

、

「
内

か
ら

外

へ
」

と

い
う

、

も

う

一
つ

の
テ

ー

マ
が

あ

る
。

従

来

、

こ
う

い
う

こ
と

に

注

目

し

た

人

は

い
な

い

の
で
す

が

、
信

解

品

の

「
放

蕩

息

子

」

の

エ
ピ

ソ

ー
ド

で

は

、

こ

の

「内

か
ら

外

へ
」

と

い
う

テ

ー

マ
が

、

非

常

に

重

要

な
働

き

を

し

て

い
る

よ

う

に
思

わ

れ

ま
す

。

こ

の
点

に

つ
い
て

、

少

し

お

話

し

ま

す
。

息

子

が

ど

こ

に

い
る

か

分

か

ら

な

い
間

は

、

父
親

は
息

子

を
案

ず

る
だ

け

で
あ

っ
た
が

、

い
ざ

息

子

が

自

分

の
身

近

に

戻

っ
て
く

る

と

、

さ

ら

に
も

う

一
つ
の
、
深

刻

な
課

題

が

生

ま

れ

て

き

ま

す
。

つ
ま

り

、
自

分

の
目

の
前

で
、

汚

い
な

り

を

し

た

子

供

に

ウ

ロ
チ

ョ

ロ
さ

れ

る

と

、

こ
れ

は
親

爺

に

は

た

ま
ら

な

い
。

法

華

経

の
テ

キ

ス
ト

が
定

着

す

る

、
古

代

イ

ン
ド

の
身

分

社

会

は

、

私

た

ち

の

理
解

を
超

え
ま

す

。
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法

華

経

は

、

こ

の
部

分

の
説

明

も

非
常

に

文
学

的

で
あ

り

ま

し

て

、

父
親

は

、

子
供

に
気

付

か

れ

な

い
よ

う

に
、

隠

居

所

の
小

窓

を

そ

っ
と

開

け

て

、
毎

日
、

息

子

を

観

察

し

て

い
る
。

こ

の

「
小
窓

こ

し

に
覗

い

て

い

る
親

爺

」

と

い
う

発

想

は

、

父

と

子

の
教

育

倫

理

と

い

う

も

の
を

考

え

る

上

で

も

、

老

子

の
四

十

七
章

に

、

「
戸

を

出

な

い
で

天

下

の
事

を

知

る
」

と

あ

る

、

実
在

論

の
視

点

で

も

、

た

い

へ
ん

大

き

な

示

唆

を

与

え

て

く

れ

る

よ

う

に

思

い

ま
す

が

、

そ

れ

は

と
も

か
く

、
父

親

に
し

て

み
れ

ば

、

と

て

も

実

の
息

子

に

や

ら

せ

た

く

な

い
汚

い
仕

事

を

、

喜

ん

で

引

き
受

け

る
息

子

が
哀

れ

で

、

い

た

た
ま

れ

な

い
。

そ

こ

で

、
何

と

か

早

く

、

「
お

い

、
息

子

よ
」

と

、

声

を

か

け

た

い

の
だ

け

れ

ど

、

う

っ
か

り
呼

び

か
け

た
ら

、

息

子

は

恐

怖

に
か

ら

れ

て
、

逃

げ

て

し

ま

う

に

ち

が

い
な

い
。

い
ろ

い

ろ
考

え

た

す

え

、

あ

る

日

、

お

忍

び

で

、

息

子

の
草

庵

に

出

か

け

る
。

そ

の
際

、

一
家

の
主

人

と

し

て

の
権

威

を

捨

て

、
自

ら

ポ

ロ
を

ま

と

い
、

手

足

を

汚

し

、

腰

を

折

っ
て

、

ヨ

ロ

ヨ

ロ
と
草

庵

に
辿

り
着

ぼ
ろ
ぼ
ろ

く

。

法

華

経

の

こ

の
部

分

の
描

写

も

、

た

い

へ
ん
見

事

で
す

。

「
即

ち

櫻

略

と

、

細

軟

な

る

上

服

、
厳

飾

の
具

と

を

脱
ぎ

、
更

に
麓

弊

、

あ
か
だ
ら
け

垢

賦

の
衣

を

著

、

塵

土

に

身

を

盆

し
」

と
表

現

し

て
あ

る

。

婆

路

と

い
う

の
は

、

貴

金

属

の
代

表

で

あ

り

ま

し

て

、
屡

路

珍

宝

と

い
う

言

葉

が

あ

り

ま

す

よ

う

に

、
首

飾

り
な

ど

に
使

わ

れ

る

権

威

の
し

る
し

。

細

軟

と

い
う

の
は

「
上

等

で

や
わ

ら

か

い
」

と

い
う

意

味

で
す

。

厳

飾

と

い
う

の
は

、

「
き

ら

び

や

か

に

飾

り

あ

げ

た
」

と

い

う

こ

と
。

た

と

え

ば

、

勲

章

な

ど

を

沢

山
身

に

つ
け

て

い

る

父

が
、

そ

れ
ら

を

一
切

脱

ぎ

捨

て

、

息

子

と

同

じ

よ
う

に

、
垢

に
ま

み
れ

た

、
汚

く

臭

い
衣

類

に
着

替

え

て

、

顔

に

泥

を

塗

り

、

手
足

を
汚

し

て

、

ヨ

ロ

ヨ

ロ
と

息

子

の
住

居

に

い
く

の
で

す

。

そ

し

て

、

「自

分

は

、
古

く

か

ら

こ

の
家

に

仕

え

て

い

る

下
働

き

の
な

か

の
大

ボ

ス
だ
。

こ

の
実

の
主

に
は

、

一
番

信

用

さ

れ

て

い
る

。

お

前

に

何

か

不

服

が

あ

り

、

欲

し

い

も

の

が
あ

っ
た

ら

、
何

で
も

俺

に
言

う

が

よ

い
。

こ

の
実

の
主

に

、
俺

が

た

の
ん

で

や

る
。

こ

の
家

の
主

は

、

大

変

気

立

て

の
優

し

い

人

で

、
も

う

年

を

と

っ
て
、

余

命

い
く

ば

く

も

な

く

、

悩

み

に
落

ち
込

ん

で

い

る
。

こ

の
家

で
働

く

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

、

お

前

を
主

が

ど

ん
な

に
頼

り

に
し

て

い

る
か

。

何

で
も

欲

し

い
も

の
は

見

え

」

と

誘

い

か

け

る
。

父
親

本

人

が

言

っ
て

い
る

の
で

す

が

、

そ

れ

が
本

人

だ

と
言

え
な

い
と

こ

ろ

に
、

面

白

み
が

あ

る
。

つ
ま

り

、

本

人

で

は

な

い

と

い

う

立

場

以
上

の
愛

情
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を

伝

え

て

い
る

わ

け

で
す

。

そ

の
父

と

子

の
対

話

の
中

に

、

「
七

つ

の
条

件

」

と

い
う

も

の
が

出

て

き

ま

す

。

こ
れ

は

、

同

じ

法
華

経

と

は

言

い

ま

し

て

も

、
梵

語

と
漢

文

と

私

が

問

題

に

し

よ

う

と

す

る

テ

キ

ス
ト

と

、
少

し
ず

つ
違

う

の
で

す

け

れ

ど

も

、

根

底

的

に

は

、

お

よ

そ

人

間

が

生

き

る
上

に

お

い

て

、

一
日
も

欠

か

す

こ
と

の
で

き

な

い

「生

活

必
需

品

七
種

」

と

考

え

て

よ

い
と

思

い
ま

す

。

柴

、

米

、

塩

、

油

、

味

噌

、

酢

、
茶

の
七

つ
が

、

そ

れ

で
す

。

こ
れ

に
酒

が

入

る

と

、

少

し
贅

沢

に

な

り

ま
す

が

、
中

国

社

会

で
は

、
朝

、

門

を

開

け

る

と

、

ま

ず

必

要

に

な

る

も

の
が

、

こ

の
七

つ
の
物

質

で
あ

り

ま

し

て

、

「開

門

七
件

」
、
す

な
わ

ち

「門

を

開

け

る

と
も

う

七

つ
の
課

題

が

待

っ
て

い
る

」

わ

け

で

す

。

私

た

ち

は

こ

の
七

つ

の
物

件

を

抜

き

に
し

て

は

、

生

き

る

こ
と

が

で

き

な

い
。中

国

社
会

で

、

七

つ
は

い

つ
も

、

「
お

か

み
」

の
統

制

に

な

っ
て

い

ま
し

た

。

「
柴
」

が

国
家

管

理

に
属

す

る
と

い
う

の
は

、

少

し

お

か

し

い
よ

う

で
す

け

れ
ど

も

、

こ
れ

は

一
般

に
燃

料

を

指

す

も

の
と

理

解

す

れ

ば

、

そ

の
生

活

全

般

に

お
け

る
重

要

性

も

自

ず

か

ら

明

ら

か

で
あ

り

、

国

家
管

理

と
な

っ
て
も

不
思

議

で

は
な

い
で

し

ょ
う

。

米

、

塩

に

つ
い
て

は

、

現

代

日
本

で

も
食

料

管

理
法

が

ま

だ

生

き

て

お

り

、
管

理

の
対
象

に
な

っ
て

い
ま
す

が

、
中

国

社

会

で
は

、
ず

っ
と

古

く

か

ら

国

家

の
管

理

下

に

あ

っ
た
。

要

す

る

に

、
中

国

で
は

、

こ

の
七

つ
の
生

活

必
需

品

の
管

理

に

、

日

々

の
政

治

、
文

化

の
原

点

が
あ

っ
た

の
で
す

。

い

っ
て

み

れ

ば

、
使

用

人

の
ボ

ス
と
称

し

て

、
父

親

が
息

子

に
提

示

す

る

七

つ
の
条

件

と

い
う

の
は

、
中

国

社
会

に

お

い

て

、
個

人

が

自

由

に
で

き

な

い
、

国

家
管

理

に
属

す

る

も

の
を

列

挙

し

て

い

る

こ
と

に
な

り

ま

す

。

そ

れ

を

「
俺

が

取

り

持

つ
」

と

言

っ
て

い

る

の

で

す

か

ら

、

す

で

に
単

な

る

召

し

使

い

の
立

場

を
超

え

て

い
る
。

社

会

的

な

権

利

の
保

持

者

、

権

力

者

の
顔

が

ち
ら

ち
ら

し

て

い

る
わ

け

で

す

。い
ず

れ

に
し

て

も

、

七

つ
の
生

活

必

需
品

を
挙

げ

て

、

「何

か

、

不
足

し

て

い
な

い
か

」
、

「
欲

し

い
も

の
を

、

何

で

も

俺

に

言

い

な

さ

い
」

と

、

父

親

は

言

い
ま

す

。

す

べ
て

、

わ

が

子

を
案

じ

て

の

こ
と

で
す

が

、

そ

の
場

合

に

、

「
何

一
つ
心

配

す

る

必

要

は

な

い
そ
。

こ

の
家

の
主

は

、

お

前

を

実

の
息

子

の
よ

う

に
頼

り

に

し

て

い
る
。

お
前

に

と

っ
て

、

こ

の
家

の
主

は

、
実

の
親

の
よ

う

な

も

の
で

あ

る
。
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何

の
遠

慮

も

い
ら

な

い
そ
」

と

言

い

ま
す

。

「
実

の
息

子

の
よ

う

な

も

の
」
、

「
実

の
親

の
よ

う

な

も

の
」

と

い
う

形

で

、

こ

こ

に

、
す

で

に
、

親

子

の
名

乗

り

が
行

な

わ

れ

て

い

る

の

で
す

。

た

だ

し

、

こ
う

し

た

対

面

が

可
能

で

あ

る

の
は

、

あ

く

ま

で

も

父
親

が
自

ら

ポ

ロ
を

纏

い
、

身

体

を

汚

し

て

、
息

子

の

と

こ

ろ

へ
出

向

い
た

か

ら

で

あ

る

こ
と

を

忘

れ

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

同

じ

「
放
蕩

息

子
」

で
も

、
聖

書

と

法

華

経

で

大

き

く

違

う

の
は

、

い

ま
申

し
上

げ

た

「
親

子

の
対

面

」

の
部

分

に
あ

り

ま

す

。

聖

書

の
父

親

は

、

決

し

て
息

子

の

レ
ベ

ル

へ
降

り

て

き

た

り

は

し

な

い

の
で
す

。

こ

の
よ

う

に

、

信

解

品

に

お

け

る

「
内

か
ら

外

へ
」

と

い
う

方

向

は

、

父

親

が

長

者

と

い
う

身

分

を

捨

て

、

迷

え

る

小
羊

へ
の
愛

を
超

え
て

、

息

子

と

同

じ

立

場

に

立

つ
こ

と
を

意

味

し
ま

す

が

、

日
本

の
佗

び

茶

の
場

合

に
は

、

こ
れ

が

さ

ら

に

徹
底

さ

れ

、
洗

練

さ

れ

て

い

ま

す

。

す

な

わ

ち

、
茶

道

に

お

け

る

「
露

地

草

庵

」

と

い
う

の

は

、

一
切

の
世

俗

的

な

権

威

や

財

力

と

い
う

も

の
が

、

全

く

通

用

し

な

い

世

界

に
な

っ
て

い
る
。

そ

こ

で

は

、
す

べ

て

の
人

が

一
切

の
虚

飾

を

脱

ぎ

、

赤

裸

々
な

、

一
箇

の
人

間

そ

の
も

の
と

し

て

、

対

面
す

る

こ

と

に
な

り

ま

す

。

秀

吉

と

い
え

ど

も

、

太

閤

と

い
う
身

分

を
背

負

っ
た

ま

ま

、
利

休

の
茶

室

に
招

ぜ

ら

れ

る

こ
と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

た

と

え

、

太
閤

と

し

て
招

ぜ

ら

れ

て

も

、

一
切

の
警

護

の
供

さ

む
ら

い
も

、
肌

か
ら

離

さ

ぬ
武

器

も

捨

て

て

、

踊

口
か

ら

た

だ

ひ
と

り

、

一
介

の
客

と

し

て

入

り

込

む

こ
と

が

要

求

さ

れ

る
。

そ

し

て

、

そ

の
部

屋

の
中

で
語

ら

れ

る
話

題

は

、

決

し

て

政

治

的

な

も

の
で

は

な

い
。

人

間

と

し

て

只
今

、

語

る

に
足

る

根

源

的

な
課

題

だ

け

が

、

そ

こ

で

は
意

味

を

持

つ
。

で

す

か

ら

こ

こ
で

、

商

売

や

政

治

の
話

を

し

て

み

て

も

、

始

ま
ら

な

い

わ

け

で

す

。

法

華

経

の

こ

の

一
段

は

、

繰

り
返

し
申

し
上

げ

ま
す

よ
う

に

、
文

学

的

に
非

常

に
見

事

で
す

。

文

学

的

に
見

事

と

い
う

こ
と

は

、
仏

教

学

と

し

て
も

大

事

な

課

題

が

、

そ

こ

に
含

め

ら

れ

て

い

る

こ

と
を

意

味

し

ま

す

。

文

学

と

仏

教

学

は

、

決

し

て

乖

離

し

た

も

の
で

は

あ

り

ま

せ

ん
。

勝

れ

た

仏

教

文

学

と

い

う

も

の
は

、

必
ず

、

そ

こ

に
非

常

に
深

い
洞

察

が

あ

り

ま

す

。

従

っ
て

、

そ

の
内

容

は

非
常

に

豊

富

で

、

機

会

さ

え
あ

れ

ば

、

仏

教

学

的

に

大

き

な

体
系

に

展
開

し
う

る

も

の
を

秘

め

て

い

る
。

で
す

か
ら

、
読

み
手

し

だ

い
で

、

い
く

ら

で

も

複



雑
な
哲
学
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
め
て
文
学
的
と
言
え
る
法
華
経
か
ら
、
中
国
を
代
表
す
る
と
言
わ
れ
る
天
台
教
学

の
よ

う
な
体
系
が
生
ま
れ
た
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
す
。

四

「
開
門
七
件
」

の
禅
的
展
開
-

馬
祖
道

一
と
南
嶽
懐
譲

テキス トの問題203

じ

っ
さ
い
に
、
法
華
経
の

「開
門
七
件
」
は
、
禅
の
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
ゆ
き
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
禅
者
た
ち
に
よ

っ
て
、

大
き
く
読
み
か
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
六
祖
恵
能
大
師
は
、
初
祖
の
達
磨
さ
ん
か
ら
六
代
目
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
恵
能
の
後
継
者
に
、

南
岳
懐
譲
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
湖
南
省
の
南
の
果
て
に
、
南
の
山
、
す
な
わ
ち
南
岳
が
あ
る
。
そ
こ
に
道
場
を
構

え
て
い
た
こ
と
か

ら
、
南
岳
懐
譲
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
人
は
恵
能
門
下
の

一
方
の
旗
頭
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
唯

一
の
弟
子
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
恵
能
に
は
、
ほ
か
に
も
弟
子
は
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
南
岳
懐
譲
が
六
祖
大
師
の
後
継
者
と
し
て
、
重
要
な
歴
史
的
意
味
を
持

つ
よ
う

に
な
る
の
は
、
そ
の
弟
子
に
、
馬
祖
道

一
と
い
う
人
を
得
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
馬
祖
道

一
か
ら
新
し
く
始
ま
る
祖
師
禅
と
い
う
も
の
が
、
恵
能
の
正
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
、
か
な
り
増

幅
さ
れ
た
歴
史
資
料
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
の
が
、
南
岳
懐
譲
と
い
う
人
柄
で
す
。
そ
ん
な
南
岳
懐
譲
と
馬
祖
道

一
と

い
う
、
師
弟
の
間

を
繋
ぐ
有
名
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
「開
門
七
件
」
に
か
か
わ
る
問
題
が
現
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
法
華
経
を
踏
ま
え
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
対
話
な
の
で
す
。
法
華
経
の
非
常
に
自
由
な
、
悪
く
い
う
と
、
勝
手
な
解
釈
に
よ
る
の
で
す
が
、
逆
に
言
う
と
、
法
華
経

を
こ
こ
ま
で
深
く
読
ん
だ
人
は
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
読
み
お
お
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
馬
祖
に
始
ま
る
祖
師
禅
は
、
中

国
の
大
地
に
本
当

に
足
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
南
岳
懐
譲
と
馬
祖
道

一
を
結
ぶ
、
禅

の

「開
門

七
件
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

南
岳
懐
譲
が
、
あ
る
日
の
説
教
で
言
い
ま
す
、
「俺
に
は
馬
祖
道

一
と
い
う
弟
子
が
い
た
は
ず
、
今
ご
ろ
、
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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一
向

、

お

れ

に

何

の
音

沙

汰

も

な

い
が

」
。

当

時

の
禅

の
修

業

者

た
ち

は

、

さ

か

ん

に
各

地

を

往

来

し

て

、

い

ろ

い

ろ
な

情

報

を

持

っ
て

い
ま

す

か

ら

、

な

に

か

馬
祖

の
こ

と
を

知

っ
て

い
る

も

の
が

い

て

、

「馬

祖

道

一
な

ら

、

江
南

省

の
南

昌

で

、
す

で

に
門

戸

を

張

っ
て

、

ひ
と

か

ど

の
働

き

を

し

て

お

り

ま
す

」

と
言

う

。

懐

譲

に
し

て

み
れ

ば

、

「
そ

れ

は

、

お

か

し

い
、
馬

祖

は
俺

に
何

の
挨

拶

も

し

て
お

ら

ん

」

と

い
う

こ
と

で

、

と

う

と
う

、
馬

祖

に
探

り

を

入
れ

る
使

者

を

出

す

こ
と

に
な

っ
た

。

使

者

に

は

、
馬

祖

が
禅

の
講

義

伽

何

か

を

し

て

い

る

と
き

に

、

い
き

な

り

「
作

慶

生

」

と

問

え

、

と

い
う

こ
と

が

言

い
含

め
ら

れ

る
。

つ
ま

り

、

い
き

な

り

「
ど
う

じ

ゃ
」

と

問

え
と

い
う

。

師

匠

南

岳

の
密

命

を

受

け

て

、

使

者

が

出

発

す

る
。

こ

の
質

問

の
意

図

は

、

「
い

っ
た

い
、

お

前

の
本

領

と
す

る

と

こ

ろ

は
何

か

。

お

前

は

一
体

、
何

を

証

拠

に
そ

う

い
う

説

教

を

し

、
道

場

を

構

え

て

い
る

か
」

と

、
相

手

の
正

体

を

吐

か

せ

よ

う

と
す

る
。

意

地

悪

い
問

い
か

け

と

見

て

よ

い
で

し

ょ
う
。

い
わ

ゆ

る

、
探

り

で
あ

り

ま
す

。

し

か
も

、
南

岳

が

直

接

そ

れ

を

や

る

の
で

は

な

い
。

弟

子

に
言

い
含

め

て

、
そ

っ
と

、

ス

パ
イ

の
よ

う

な

形

で
探

り

を

入

れ

る
。

こ

の
あ

た

り

、
先

に

お
話

し

ま

し

た

法

華

経

の
、

窓

か
ら

息

子

の

よ
う

す

を

見

守

っ
て

い

る
、

父

親

の
複

雑

な

イ

メ

ー
ジ

が

感

じ

ら

れ

ま

す
。

懐

譲

の
弟

子

は

、

馬

祖

の
と

こ

ろ

へ
来

て

、

タ

イ

ミ

ソ
グ
を

見

は

か
ら

っ
て

、

言

わ

れ

た

と

お

り

に

、

「作

腰

生

」

と

や

る
。

こ

の
と

き

、

馬

祖

は

「
胡

乱

に

し

去

っ
て

三

十
年

、

曾

つ
て
塩

醤

を
欠

か
ず

」

と
答

え

た
。

「
胡

乱

」

と

い
う

の
は

、

現

在

の
日

本
語

に

も

生
き

て

い
る

言

葉

で

、

「胡

散

臭

い
」

と

い
う

こ
と

で

す
。

文

献

的

に
は

、

今

申

し

上

げ

て

い

る
馬

祖

の
言

葉

の
出

て

く

る

、

伝

灯

録

の

テ
キ

ス
ト

の
部

分

が

一
番
[古

い
。

実

際

の
と

こ

ろ

、

こ

の
言
葉

は

、

こ

の
話

を

盛

り
上

げ

る

た
め

に
、

数

あ

る

言

葉

の
中

か

ら

わ

ざ

わ

ざ

選

び

出

さ
れ

た

、
禅

の
言

葉

と

言

っ
て

も

い

い
く

ら

い

、
魅

力

に

み
ち

た

口
語

な

ん

で
す

。

「胡

乱

に

し
去

つ
て
三

十

年

、

曾

つ
て

、

塩

醤

を

欠

か

ず

」

と

い
う

の
は

、

「
先

生

の
も

と

を

離

れ

て

か
ら

、
三

十

年

。

イ

カ

サ

マ
ぼ

か

り

や

っ
て
参

り

ま

し

た
が

、

味

噛

・
醤

油

に
は

、

何

の
不

自

由

も

し

て

お

り

ま

せ

ん

」
。

さ
き

の

「
開

門

七
件

」

の

二

つ
を

あ

げ

て

い

る

わ

け

で

す

が

、

こ

れ

に

よ

っ
て
生

活

必

需

品

を

代

表

さ

せ

た

も

の
と

考

え

ら

れ

ま

す

か

ら

、

結
局

、
馬

祖

の
答

え

は

、

「
七

つ
の
条

件

す

べ

て

に

、

私

は
今

恵

ま

れ

て

い

る
。

親

爺

の
心

配

は

無

用

」

と

い
う

こ
と

に

な

り

ま

す
。
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こ

こ

で
注

意

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の
は

、

「胡

乱

に

し
去

つ
て
三

十

年

」

と

い
う

数

字

で

す

。

「
三
十

年

」

と

は

、

修

行

に

関
す

る
限

り

、

一
生

と

い
う

の
と

同
じ

で
あ

り

ま

し

て

、

「
三

十
年

」

た

つ
と

、
も

は

や

、

や

り

直

し

が

き

か

な

い
。

法

華

経

の
場
合

は

「
二
十

年

」

で
す

が

、

こ

の
二
十

年

と

い
う

言

葉

も

ま

た

、
修

行

期

間

と

し

て

は

、

「
も

う

や

り

直

し

が

き

か

な

い
」

と

い
う

こ

と

を
意

味

し

ま
す

。

た

と

え

ば

、
臨

済

録

で

は

、
臨

済

が

「
黄

奨

の
も

と

で

二
十

年

」

と

言

っ
て

お

り

ま

す

し

、

日
本

で

は

、
大

灯

国

師

が

大

応

国

師

の
も

と

を
離

れ

て

、
京

都

の
四
条

大

橋

の
下

で
乞

食

修

行

を

す

る

。

そ

ん

な

聖

胎

長

養

の
期

間

が

、

共

に

二

十
年

と

言
わ

れ

て

い
ま

す

。

こ
れ

は

実

数

で

は

な

く

て

、

一
つ

の
象

徴

的

意

味

を

持

っ
た

言

葉

で
、

も

と

も

と

は

法

華

経

に
基

づ

い
て

い
る
。

つ
.ま

り

二
十

年

の
修

行

と

い

う

の
は

、

放

蕩

息

子

の

「草

庵

二

十
年

」

か
ら

来

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て

、

馬

祖

道

一
は

「
三

十

年

」

と

言

っ
て

い

る
。

こ
れ

は
も

う

、

一
生

と

い
う

こ
と

で

す

。

馬

祖

の
答

え

は

、

「
先

生

の
も

と

を

離

れ

て

、

味

噌

・
醤

油

に

こ
と

欠

か
ず

、

ど

う

に

か

こ
う

に

か

や

っ
て

お

り

ま
す

か
ら

、

心

配

無

用

」

と

い
う

こ
と

で

す

が

、

そ

の
場

合

、

漢

文

の
表

現

と

し

て
注

目

さ

れ

る

の
が

、

「
不

曾

欠

塩

醤

」

(曾

つ
て
塩
醤
を
欠

か
ず
)
の

「
不

曾

」

と

い
う

表

現

で
す

。

こ
れ

は

「
未

曾

有

」

と

い
う

言

葉

よ

り

も

、
ず

っ
と
強

い
表

現

で
す

。

「
未

曾

有

」

と

は

、

今

ま

で
な

か

っ
た

こ
と

が

起

こ

っ
た

場

合

を

言

い
ま

す
。

い
ま

だ

曾

て

な

か

っ
た

こ
と

が
起

こ

っ
た

か
ら

、

「
未

曾

有

の
大

事

件

」

に
な

る
わ

け

で
す

が

、
そ

れ

は

、

「今

ま

で
な

か

っ
た
」

だ

け

の

こ
と

な

ん
で

す

。

過

去

に
は

な

か

っ
た

が

、

い
ま

現

に
起

こ

っ
て

い

る
。

つ
ま

り

、

そ

れ

は

「
起

こ
る

こ

と

の
可
能

」

な

事

態

で
す

。

こ

れ

に
対

し

て

、

「
不
曾

」

と

い
う

場

合

は

、

過

去

・

現

在

・
未

来

を

通

じ

て

、
お

よ

そ

、
あ

り

よ
う

も

な

い

こ
と

を

意

味

す

る
。

「未

曾

有

」

よ
り

も

、
ず

っ
と

強

い

の
で

す

。

つ
ま

り
馬

祖

は

、

過

去

も

、

現
在

も

、
あ

る

い

は
未

来

永

劫

に
わ

た

っ
て

、

「
お

よ

そ

味

噌

・
醤

油

に

こ
と

欠

く

こ
と

は

ご
ざ

ら

ん
」

と

言

う

の
で
す

。

こ

こ

に

は

、
師

匠

の
印

可
証

明

と

か
、

師

匠

の
後

楯

と

い
う

も

の
を

全

く

期

待

し

な

い
、

非
常

に
強

烈

な
自

信

が
窺

わ

れ

ま

す
。

そ

こ

に

は

、
師

匠

が
弟

子

を

証

明

す

る

の
で

は

な

く

、
逆

に
弟

子

の

ほ
う

が

、
師

匠

を

証

明

す

る

と

い
う

気

迫

が

あ

る
。

法

華

経

で

は

、

父
親

が

、

「
味

噌

・
醤

油

」

を

始

め

と
す

る

七
種

の
生

活

必

需

品

を

、

「
お
前

の
た
め

に
調

達

し

て

や

る

」

と

言

う

の
で
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す

が

、

馬
祖

で

は

、
父

親

に
相

当

す

る

南

岳

に
、

そ

ん

な

こ
と

は

全

く

期
待

し

な

い
。

自

力

で
大

丈

夫

だ

、

と
言

っ
て

い
る

。

そ

れ

も

、

未

来

永

劫

、
事

欠

く

こ

と

は
な

い
と

言

う

の
で

す

。

懐

譲

は

、

ち

ょ
う

ど

、

子

供

の

こ
と

が

心

配

に

な

っ
て

、
窓

か
ら

様

子

を

覗

っ
て

い

る

父

親

み

た

い

な

も

の

で
す

。

し

か
し

、
馬

祖

と

い
う

放

蕩

息

子

は

、

「
何

か

し

て

や

ろ
う

か
」

と

い
う

父

親

に
、

「
そ

ん
な

必

要

は

全

く

な

い
。

逆

に

、
私

の
ほ
う

か
ら

何

か

し

て

や
り

た

い
く

ら

い
だ

」

と

言

う

の
で

す

。

「
不
曾

」

と

い

う
語

気

に

は

、

そ
う

い
う

非

常

に
激

し

い
自

信

が

感

じ

ら

れ

る
。

も

は

や

、

父
親

が
財

産

を

譲

る

の

で
は

な

い
。

逆

に
、

息

子

の
ほ

う

が

あ

り
余

る
富

を
誇

示

し

て

い

る
。

そ

ん
な

テ

キ

ス

ト
で

あ

る

こ

と

が

、

お
わ

か

り

い

た
だ

け

る
と

思

い
ま

す

。

こ
う

い
う

形

で

、
法

華

経

の

「味

噌

・
醤

油

」

の
問

題

が

、
新

し

い
受

け

止

め

方

を

さ

れ

て

い
る
。

そ

う

い
う
受

け
止

め

方

を

す

る
と

こ

ろ

に
、

禅

仏

教

の
新

し

い

出
発

が
あ

る
。

文

献

の
細

か

い
詮

索

か

ら

言

い
ま

す

と

、

馬

祖

と

懐

譲

の

こ
う

し

た

逸
話

は

、
す

べ

て
作

ら

れ

た

話

で
、

史

的

事

実

の
記

録

で

は

な

い

と
思

い

ま
す

け

れ

ど

も

、
そ

う

い
う

話

を

作

る

と

こ
ろ

が

、
禅

の
歴
史

そ

の
も

の
な

の
で
あ

り

、

禅

思

想

の
新

し

い
展

開

と

い
え

る
。

実

際

に
起

こ

っ
た
事

件

で

は
な

い
と

い
う

意

味

で
は

、

歴

史

的

で

な

い
か

も

し

れ

な

い

が

、
生

き

生

き

と

一
つ
の
思

想

が

生

ま

れ

、

新

た

な
禅

が

展
開

し

、

そ

の
思

想

に

よ

っ
て

、
人

々
が

生

き

て

い
た

と

い
う

意
味

で

、

一
つ

の
思

想

史

的

事

実

で
あ

る

こ
と

は

否

定

で

き

ま

せ

ん
。

そ

れ

が

、

禅

に

見

ら

れ

る
語

録

生
産

の
、

と

て
も

面

白

い
と

こ

ろ

で
す

。

こ
れ

を

抜

き

に
し

て

、

結

局

、
禅

の
テ

キ

ス
ト

と

い
う

も

の

は
考

え
ら

れ

な

い
。

馬

祖

と
懐

譲

に
仮

託

し

て

、
誰

か

が

一
つ
の
思

想

を

語

っ
た

。

そ

の
思

想

が

、

人

々
に

大

き

な

影
響

力

を

持

つ

の
で

す

。

歴

史

的

事

実

以

上

に

、

こ
う

し

た

思
想

的

事

実

が

、
人

々
を

動

か
し

て
ゆ

く

。

あ

え

て

言

う

な

ら

、
禅

の
原
動

力

は

、
単

な

る
歴

史

的

事

実

で
は

な

く

て

、
常

に

新

し

く

生

み
だ

さ

れ

る
禅

思

想

の

テ

キ

ス
ト

に
あ

り

ま

す

。

そ

れ

が

禅

の

テ
キ

ス

ト
で
す

。

テ

キ

ス
ト
と

い
う

も

の
は

、

元

来

、

そ
う

い

う

も

の

で
す

。

一
方

で
は

、

新

し

い

テ

キ

ス

ト
が

次

々
と

生

産

さ

れ

る

と

と
も

に

、

一
方

で

は

、

一
つ
の

テ
キ

ス

ト
が

刻

々
と
新

し
く

読

み
替

え
ら

れ

て
ゆ

く

、

こ
れ

ら

両

者

の
生

成

過

程

は

、

別

々

の
も

の
で

は
な

く

て

、
法

華

経

を

新

し

く

読

み

な

お

す

こ
と

に

よ

っ
て

、
馬

祖

の
語

録

が

形

成

さ

れ

る

と

い
う

ふ
う

に

、

相

互

に
密

接

に
関

連

し

て

い
ま

す

。



ウ

ル
テ

キ

ス
ト

が
あ

る

け
れ

ど

も

、

い

つ
も

一
定

し

て

い
る

わ

け

で

は

な

い

、
新

し

く

読

み
か

え

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て

、

テ

キ

ス
ト

が

本

当

に

生

き

た

も

の
に

な

っ
て

い
く

。

師

匠

と
弟

子

の
関

わ

り

一
つ
に
し

て

も

、

今

頃

は

、

「
師

匠

が

弟

子

を

証

明

す

る

」

わ

け

で
す

が

、

新

し

い
読

み

に

よ

っ
て

、

「
弟

子

が

師

匠

を
証

明
す

る
」

と

い
う

と

こ

ろ
ま

で
ゆ

く

。

馬

祖

か

ら

始

ま

る

祖

師

禅

と

い
う

の
は

、

そ

う

い
う

形

で

全

く

新

し

い

展
開

を

遂

げ

て
ゆ

く

。

馬

祖

下

に
は

、

や

が

て

百
丈

が

生

ま

れ

、
百

丈

の
下

に
は

黄

奨

、

黄

奨

か

ら

臨
済

と

い

う

よ

う

に

、

こ

の
四

代

が

、
次

々
と
新

し

い

「
読

み
」

を

加

え

る

こ
と

に
よ

っ
て

、
祖

師

禅

の
黄

金

時

代

を

形

成

し

て

ゆ

き

ま

す
。

五

途

中

と

家

舎
ー

臨
済
に
よ
る

「
放
蕩
息
子
」
の
読
み
か
え
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臨
済
録
に
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
「途
中
と
家
舎
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
二

人
有
り
、
劫
を
論
じ
て
途
中
に
在

っ
て
、
家

舎
を
離
れ
ず
」
と
、
臨
済
は
上
堂
説
話
で
言
い
ま
す
。
こ
の

「途
中
と
家
舎
」
と
い
う
問
題
が
、
法
華
経
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
放
浪
と
帰
宅
、
要
す
る
に

「放
蕩
息
子
」
の
テ
ー
マ
が
、
こ
こ
に
新
し
い
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

馬
祖
は
、

「胡
乱
に

し
て
三
十
年
」
と
い
う
形
で
、
法
華
経
を
読
ん
だ

の
で
す
が
、
臨
済
は

「途
中
と
家
舎
」
と
い
う
形
で
、
「放
蕩
息
子
」
を
読
み
か
え
る
。

「
永
劫
に
途
中
に
あ
り
な
が
ら
、
家
舎
を
離
れ
ず
」
と
、
臨
済
は
言
い
ま
す
。
法
華
経
の
放
蕩
息
子
は
、
親
爺
を
忘
れ
、
親
爺
の
家
を

も
忘
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
親
爺
か
ら
親
切
な
呼
び
出
し
を
受
け
る
と
、
あ
わ
て
て
逃
げ
出
す
。
そ
れ
く
ら

い
、
放
蕩

の
極
を
尽
す
。

親
不
幸
の
限
り
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
家
舎
を
離
れ
て
い
な
い
、
と
臨
済
は
主
張
す

る
の
で
す
。

臨
済
に
言
わ
せ
れ
ば
、
逆
に
、
家
舎

の
方
か
ら
、
息
子
に
会

い
に
い
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
実
際
、
法
華
経
を
よ
く
読
め
ば
、
父
親

の
ほ
う
が
、
家
舎
の
ほ
う
が
必
死
に
な

っ
て
、
息
子
の
ほ
う

へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
判
る
。
探
し
も
と
め
て
い
る

の
は
、
実
は
家
舎

の
ほ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
さ
ら
に

一
歩
す
す
め
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
。
ど
こ
に
い
て
も
、
す
で
に
家
舎
が
息
子
の
と
こ
ろ
に

来
て

い
る
。
途
中
に
在

っ
て
家
舎
を
離
れ
ず
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
く
で
し
ょ
う
。
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し

た

が

っ
て

、

も
う

、
家

舎

に
戻

る
必

要

が

な

い
。

永

劫

に
途

中

に
あ

り

な

が

ら

、

い
た

る

と

こ
ろ

が

家
舎

で

あ

る
。

そ

の
途

中

の

一

つ

一
つ
が

、

家

に
戻

っ
て

い
る

の
と

同
じ

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に

、
あ

ら

た

め

て
戻

る

必

要

の
な

い
家

舎

を

三

十

年

、

す

な

わ

ち
永

遠

に

生

き

つ
づ

け

て

い
る

息

子

、

そ

ん

な
意

味

が
臨

済

録

の
、

「
永

劫

に
途

中

に

あ

っ
て

家
舎

を
離

れ
ず

」

に

は
含

ま

れ

て

い
る
。

し

か

し

、
臨

済

の

「
途

中

と

家

舎

」

は

、

こ

こ
に

と

ど

ま

ら

な

い
。

臨

済

は

さ

ら

に

一
歩

を

進

め

ま

す

。

二

人

あ

り

、

家

舎

を

離

れ

て

、
途

中

に
あ

ら

ず

」

で
す

。

こ
れ

を

「
家
舎

も

途

中

も
離

れ

き

っ
た
」

と

い
う

、
短

絡
的

な

受

け
止

め

か

た
を

し

て

し
ま

い
ま

す

と

、

こ

の
話

は

理
解

で
き

な

く

な

る
。

「
家
舎

を

離

れ

て
途

中

に
あ

ら

ず

」

と

、
臨

済

が

言

お
う

と

す

る

の
は

、

「永

劫

に
家

舎

に
あ

っ
て

、
中

途

を
離

れ
ず

」

と

い
う

前

段

階

が

あ

っ
て

、

始

め

て

出

て

く

る

と

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

両
者

は

、

互

い
に
密

接

に
関

連

し

て

い

る

わ

け

で
す

。

臨

済

は

、

法

華

経

の

「放

蕩

息

子
」

の

「
内

か

ら

外

へ
」

の

テ

キ

ス
ト

、

つ
ま

り

、

家

舎

が

息

子

の
ほ

う

へ
と
歩

み

寄

る
方

向

を

、
極

限

ま

で

推

し

進

め

る

こ
と

に

よ

り

、

「
永

劫

に

途

中

に

あ

っ
て

、

家

舎

を

離

れ

ず

」

と

い
う

と

こ
ろ

ま

で

行

っ
た
。

も

は

や

、
息

子

の
行

く

と

こ
ろ

、

す

べ
て

家

舎

で

あ

り

、
家

舎

は
あ

た

か
も

影

の

よ
う

に
息

子

に
寄

り

添

っ
て
、

決

し

て

離

れ

る

こ
と

は

な

い
。

し

か

し

、

ひ

る

が

え

っ
て

考

え

て

み

ま

す

と

、

こ

の

「家

舎

を
離

れ

な

い
息

子
」

は

、

や

は
り

家

舎

に

ひ

っ
か

か

っ
て

い
る

、

と

も

見

え

て

く

る

。

家

舎

と

い
う

重

荷

を

背

負

っ
て

い
る

よ

う

に

見

え

て

く

る
。

家
舎

を
離

れ

な

い

と

い
う

こ

と

が

、
逆

に

一
種

の
束

縛

に
な

っ
て

く

る

わ

け

で

す
。こ

う

な

る

と

、
も

は
や

、
本

当

の

「
途

中

」

を

生

き

て

い
る

と

も

い
え

な

い
。

す

な

わ

ち

、

「
途

中

に
あ

っ
て
家

舎

を
離

れ
ず

」

と

い

う

と
き

の

「
途

中

」

は

、
ま

だ

、

本

当

の

「
途

中

」

で

な

い

の
で

は

な

い
か

。

こ
う

い
う

点

を

あ

ら

た

め

て

問

う

と

こ
ろ

に

、

「
家

舎

を

離

れ

て

途

中

に
あ

ら

ず

」

と

い
う

、

も

う

一
つ
の

「
途

中

と

家

舎

」

の
あ

り

よ

う

が

提

示

さ

れ

る

こ
と

に

な

る

。

そ

し

て

、

「
那

箇

か
人

天

の
供

養

を

受

く

べ
き
」

と

、
臨

済

は
問

い
か

け

ま

す

。

こ
れ

ら

二

つ
の
あ

り

よ

う

の
う

ち

、

ど

ち

ら

が

人

天

の
生

き

も

の

の
、
真

の
供

養

を

受

け

る

こ
と

が

で

き

る

で
あ

ろ
う

か

、
と

い
う

わ

け

で
す

。



生

き

た

テ
キ

ス

ト
と

い
う

も

の
は

、

ま

こ

と

に

お
も

し

ろ

い
も

の
で

し

て

、

そ

こ
に

無

限

の
意

味

合

い
が
あ

る
。

自

ら

の
問

題

意

識

に

応

じ

て

、

い
く

ら

で

も

新

し

い
意

味

を

開

示

し

て

く

れ

る
。

そ
う

い
う

深

ま
り

と

広

が

り

が

、

勝

れ

た

テ

キ

ス

ト
に

は

あ

り

ま
す

。

古

曲
ハ

と

い
う

も

の
は

、
そ

う

い
う

も

の
で

す

。

こ

の
意

味

で

、

法
華

経

と

か
臨

済

録

と

い
う

テ

キ

ス
ト

は

、
単

に
特

定

の
民

族

、

特

定

の
宗
教

文

化

と

い
う

よ
り

、

人

類

全

体

の

テ

キ

ス
ト
と

い
う

べ
き

も

の
で

あ

ろ

う

と

思

い

ま

す
。

し

か

し

、
ど

ん
な

に
勝

れ

た

テ

キ

ス
ト
で

あ

っ
て

も

、

こ
れ

を

他

者

的

に
読

む
限

り

、
本

当

の
意

味

で

の

テ

キ

ス

ト

に
は

な

ら

な

い
。

そ
れ

ぞ
れ

の
自

己

の
全

存

在

を

か

け

て
、

読

み
か

え

、

読

み

脱

く

こ
と

で

、

そ

こ

に

新

た

な
意

味

が
創

造

さ
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

法

華

経

に
対

し

て

、
臨

済

が

独

自

の
読

み
を

示

し

、

澄
刺

と

し

た

自

己

の
禅

と

い
う

も

の
を

展
開

し

た

よ

う

に

、
我

々
ひ
と

り

ひ
と

り

が

、

新

た

な
読

み

を

し

て
ゆ

か
な

け

れ
ば

、

テ

キ

ス
ト
と

い
う

も

の
は

死

ん

で
し

ま

う

。

先

に

お

話

し

ま

し

た

よ
う

に

、
法

華

経

の

「
露

地

」

を

読

み
脱

く

こ
と

に

よ

っ
て

、

日

本

の
茶

道

は

、
文

明

そ

の
も

の
を

洗

い
直

す

と

も

言

え

る

よ
う

な

、
実

に
洗

練

さ

れ

た

空

間

を

創

造

す

る

こ
と

に

成

功

し

ま

し

た
。

そ

れ

は

、

現

代

の
文

明

が

、
も

は
や

単

な

る
恵

み
で

は

な
く

て

、

同
時

に

た

い

へ
ん
な

重

荷

と

な

っ
た

我

々
に
と

っ
て

、

極

め

て

重

要

な

示

唆

を

与

え

て

く

れ

る

と

思

い

ま
す

。

茶

道

や

法

華

経

に

は
限

り

ま

せ

ん
。

お

よ

そ
仏

教

に
お

け

る
般

若

と

か

空

の
世

界

、

す

な

わ

ち

大

乗

と

い
う

も

の
を

、

も

う

一
度

新

た
な

目

で
読

み
直

す

こ
と

に

よ

っ
て

、
我

々
は
自

分

た
ち

が
作

り
だ

し

、
自

分

た

ち

が

直

面

し

て

い
る

、

こ

の
巨

大

な

文

明

の
危

機

を
克

服
す

る

た
め

の
、

新

し

い
鍵

を
得

る

こ
と

が

で

き

る

の
で

は

な

い
で

し

ょ
う

か
。

私

に

は

、

そ

ん
な

気

が

し

て
な

ら

な

い

の
で

す

。

題問のト

六

目

と

耳

の

問

題

スキテ

以

上

で

、
だ

い
た

い
、

私

の
当

初

考

え

て
お

り

ま

し

た

要

点

は

、

す

べ
て

お

話

し

ま

し

た
。

あ

と

は

、
雑

談

の

つ
も

り

で

、

お

気

楽

に

脚

お

聞

き

く

だ

さ

い
。

先

日

・
久

し

ぶ
り

に

(
山

折

哲

雄

さ

ん

に
お

会

い
し

ま

し

た
。

そ

の
と

き

、

話
題

に
な

っ
た

の
が

、
耳

と

目

の
問

題
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で
あ

り

ま

し

て
、

中

世

は

耳

の
時

代

で

す

が

、
近

代

科
学

と

い
う

も

の
は

、
見

る

こ

と

、
す

な
わ

ち

目

の
力

を

最

高

に
信

用

す

る

。

あ

え

て
言

う

な

ら

、

過

度

に

信

用

す

る
。

そ

こ

に
大

き

い

問
題

が
あ

る
。

い
う

な

ら

ば

目

の
偏

重

に

よ

っ
て

、
聞

く

力

を

疎

外

し

て
し

ま

っ
た
文

明

が

、

大

き

な

壁

に

ぶ

つ
か

る

こ
と

に

よ

っ
て

、

い

ま

、
あ

ら

た

に
問

い
な

お

さ

れ

て

い

る

の
は

、

ど
う

し

て
耳

や

眼

の
外

に
出

る

か

と

い
う

こ
と
。

今

す

で

に

失

わ

れ

て

し

ま

っ
た

、
中

世

的

な

「
聞

く

世

界

」

に

、

ど
う

帰

っ
て

い
く

か
。

こ

こ

に
は

、

単

に

「
家
舎

に
帰

る
」

と

い
う

だ

け

で

は
す

ま
な

い

、

よ
り

深

刻

な

問

題

が

あ

り

ま

す

。
浄

化

の
場

と

し

て

の

「
露

地

」

が

、
ど

う

し

て

も

必

要

と

な

っ
て

く

る

。

山

折

さ

ん

が
私

に
教

え

て
く

れ

た

な

か

で

、

一
番

面

白

か

っ
た

の
は

、

学

生

に

ア

ン

ケ

ー

ト
を

と

っ
て

、

「
耳

と

目

と

、

い
ま
奪

わ

れ

る

と

し

た
ら

、
ど

ち

ら

を

選

ぶ

か

」

と

聞

い
た

こ

と

で
す

。

学

生

の
大

半

は

、

「
耳

は

聴

こ
え

な

く

て

も

い

い
か

ら

、

眼

は
欲

し

い
」

と

答

え

た
。

ま

さ

に
、

近

代

を

生

き

る
若

者

た

ち

の
傾

向

を

、
見

事

に
表

し

て

い
る

。

と

こ

ろ
が

、

「
た

と

え
ば

、
癌

で
あ

と

一
年

」

と

い
う

ふ

う

に
限

定

さ

れ

た
場

合

、

「
お

前

は

耳

を

選

ぶ

か

、

目

を
選

ぶ

か
」

と

言

っ
た

ら

、
俄

然

、

耳

が

戻

っ
て
き

て

、

「
目

よ

り

も

耳

が
欲

し

い

、
最

後

の

一
年

は

、
耳

が
欲

し

い
」

と

言

う

の
だ

そ

う

で

す

。

結

局

、

人

間

が

、

ぎ

り

ぎ

り

に
追

い

つ
め

ら

れ

た
と

こ

ろ
で

、

一
番

頼

り

に

な

る

の
は

、

実

は

、

目

よ

り

耳

の
世

界

だ

と

い
う

こ
と

を

、

山

折

さ

ん

は

話

し

て

く

れ

た

の
で
す

け

れ

ど

も

、

こ
れ

は

非

常

に

興

味
深

い
問
題

で
す

。

私

た
ち

は

、

た

い

て

い

、
目

で

見

る

も

の
に

よ

っ
て

、

全

て

を
確

か
め

よ
う

と

し

て

い
ま

す

。

こ
れ

は

現

代

文

明

あ

る

い

は

現

代

社
会

が

、

一
般

の
絶

対

信

頼

を

得

て

い
る

、

非
常

に
強

い
根

拠

で
す

。

そ

ん
な

偏

向

し

た

目

へ
の
依

存

に
よ

っ
て

、

耳

の
世

界

を

通

じ

て
我

々

の
祖

先

が

掘

り

起

こ
し

て

き

た

、

よ

り

大

き

な
世

界

を

見

落

と

し

か
ね

な

い
状

況

に
な

っ
て

い
る

。

こ
れ

は

、

テ
キ

ス

ト
に

つ

い
て

言

え

る

こ

と

で
す

。

我

々
は

、

テ

キ

ス

ト
を

目

に
短

絡

し

が

ち

で

す

が

、
我

々

の
祖

先

は

、
む

し

ろ

耳

の
方

か

ら

テ

キ

ス
ト

に

入

っ
た

も

の

で
す

。

私

も

そ

う

で

す

が

、
宗

門

の
子

供

た
ち

は
小

さ

い

こ
ろ

か
ら

、
わ

け

の
わ

か

ら

ん

お

経

を

教

え

ら

れ

た
。

親

父

か
ら

口
移

し

で
教

え

ら

れ

て

、

「
ナ

ム

カ

ラ

タ

ン
ノ

ー

、

ト

ラ

ヤ

ー

ヤ

ー
」

と

、

意

味

も

分

か
ら

な

い
ま

ま

、

た

だ

耳
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か

ら

旧

へ
、

繰

り

返

し

て

唱

え

た

も

の
で
す

。

　

こ

の
よ

う

に

人
類

の
、

否

、
生

き

も

の
の

テ

キ

ス
ト

に
は

、

耳

か

ら

入

る

と

い
う

と

こ

ろ

が
あ

り

ま

す

。

耳

か

ら

入

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

本

当

に

血

肉

化

す

る
。

そ

の
後

で

、
目

で
確

か

め

て

み
る

。

そ

う

す

る

と

、

そ

の
テ

キ

ス
ト

が
読

め

る
、

あ

る

い
は

判

る

、

と

い
う

こ
と

が

あ

る
。

た

と

え

ば

、
斎

藤

茂

吉

は

、
第

一
歌

集

に

「
赤

光

」

と

い
う

題

名

を

つ
け

た
。

こ
れ

は
じ

つ
は

、

生

家

の
隣

が
浄

土
真

宗

の
寺

で

、

梅

を
拾

う

と
き

に
も

、
水

を

汲

む

と

き

に

も

、

そ

こ

の
小

僧

が

「赤

色
赤

光

、
白

色

白

光

」

と

い
う

、

阿

弥

陀

経

を

唱

え

る
。

一
緒

に

い
た
茂

吉

も

、
知

ら

ず

に
そ

れ

を

や

っ
て

い
る

。

そ

の
後

、

茂
吉

は

東

京

に

出

て

、
初

め

て

「
赤

色

赤

光

」

と

い
う
浄

土

三

部
経

の
赤

い
本

を
見

た
。

そ

こ
か
ら

、

「赤

光
」

と

い
う

題

名

を

つ
け

る

こ

と

に
な

っ
た

。

.
漢

字

を
含

め

て

、
文

字

の
文

明

と

い
う

も

の
は

、

ど

う

し

て

も

目

に

頼

り

が

ち

に

な

り

ま
す

。

現

代

文

明

は

、

そ

の
典

型

で

あ

り

、
極

端

な

ま

で

に

目

に
重

点

が
置

か
れ

る
よ

う

に
な

っ
て

い
る

。

し

か

し

、

生

き

た

テ

キ

ス
ト

と

い
う

も

の

は

、
茂

吉

の
よ

う

に

、

そ

の
前

に
、

ど

う

も

耳

か

ら

入

っ
て
き

て

い

る

の
で

は
な

い

か
。

.

山

折

さ

ん

の
眼

と

耳

に
関

す

る
話

に

、
私

は

大

き

な

共

感

を

覚

え

た

の
で

す

け

れ

ど

も

、
実

は

、

こ
れ

は

単

に
耳

と

眼

だ

け

に

は

と
ど

ま

ら

な

い
。

耳

や
眼

は

、
確

か

に
重

要

な

感

覚

器

官

で

は

あ

り

ま

す

が

、

そ

れ

ら

を
含

め

て

、
私

た
ち

は
も

と

も

と

、

五
管

と

い
う

も

の

を

持

っ
て

い
る

の
だ

し

、

さ
ら

に

そ

の
奥

に

は

、
さ

ま

ざ

ま

な

意

識

、

仏

教

で

言

え

ば

阿
頼

耶
識

と

い
う

と

こ

ろ
ま

で
考

え
ら

れ

る
。

阿

頼

耶

識

と

い
う

の
は

、
.
現

代

的

に

言
う

な
ら

深

層

意

識

で
す

。

.
そ

こ
ま

で
深

め

て

ま

い
り

ま
す

と

、
阿

頼

耶

識

や
末

那

識

、
あ

る

い
は

も

っ
と

奥

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

そ
う

い
う

と

こ
ろ

ま

に
ま

で
透

徹

す

る

、

テ
キ

ス

ト

の
読

み

か

た

と

い
う

も

の
が
あ

る
。

血

肉

化

し

た

テ
キ

ス

ト

の
読

み

か

た

と

は

、

そ
う

い
う

も

の
で

す
。

そ

の
と

き

始

め

て

、

テ
キ

ス

ト
は
単

な

る
文

字

の
羅

列

で
あ

る

こ

と
を

止

め

、

本

当

に
生

き

た

テ

キ

ス
ト

、

い
わ

ば

「
命

の

テ

キ

ス

ト
」

に
な

る

よ
う

に
思

わ

れ

ま

す
。

学

問

と

い

っ
て

も

、
教

育

と

い

っ
て
も

隅

政

治

と

い

っ
て

も

、

環

境

と

い

っ
て

も

、

そ

の

ほ

か

に
別

の

テ

キ

ス
ト
が

あ

る
わ

け

で
は

な

い
。




