
〈
特

集
「
仏
教

と
臨
床
心
理

学
」
２
〉

仏
　

教
　

と
　

心
　

理
　

学

―
―
心
理
臨
床
へ
の
適
用
―
―

恩
　

田
　
　
　

彰

と

っ
て

い
る
。
こ
の
見
方
は
今
日
の
認

知
療
法
に
共
通
す

る
も

の
が
あ

る
と

思
う
。

井
上

円
了

は
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年

に
『
仏
教
心

理
学
』
（
哲
学
館
）

を
著
し
、
仏
教
の
心
理
説
で
あ
る
「
倶
舎
論
」
や

「
成
唯
識
論
」

に
基

づ
い

て
、
こ
れ
と
西
欧

の
心
理
学
と
を
比
較
考
察
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
西

欧
の

心
理
学

は
実
験
研
究

に
基
づ

い
て
お
り
確
実
で
あ

る
が
、
仏
教
の
心
理
学
は

世
俗
的
で
不
確
実
で
あ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
両
者
は
目
的
が
違
う
か
ら
で

あ
る
。
西
欧

の
心
理
学

は
、
学
理
を
究
明
す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
の
心
理

学
は
そ
の
目
的

が
宗
教

に
あ
り
、
人
を
転
迷
開
悟
、
安
心
立
命
せ
し
め
る
に

あ
り
、
ま

た
仏

教
は
心
理
を
階
梯
と
し
て
涅
槃

の
頂
上

に
達
し
よ
う
と
す
る

の
だ
と

述
べ
て

い
る
。

ま

た
唯
識
学

を
心
理
学
的
立
場
か
ら
ま
と
め
た
も
の

に
黒
田
亮
の

『
唯
識

心
理
学
』
（
小
山
書
店
、
一
九
四
四
年
）
が
あ

る
。
里一
田
は

禅
の
悟

り
、
剣

道

｜　仏教と心 理学45

人

の

適

応

上

の

問

題

解

決

や

そ

の

苦

悩

か

ら

の

解

放

を

援

助

す

る

心

理

療

法

・

カ

ウ

ン

セ
リ

ン
グ

の

理

論

と

技

法

は

、

主

と

し

て
西

洋

に

お

い

て

発

達

し

て

き

た

が

、

そ

の

思

想

や

方

法

は

、

東

洋

に
お

い
て

特

に

仏

教

に
お

い
て

古

く

か
ら

生

み

出

さ

れ

て

い
た

。

こ

こ

で

は
仏

教

と

心

理

学

お

よ

び

心

理

療

法

・

カ
ウ

ン

セ
リ

ン

グ
と

を

比

較

考

察

し

、

仏

教

の

心

理

臨

床

へ

の
適

用

に

つ

い
て

述

べ

て

み

た

い
と

思

う
。

一
　

唯

識

と

心

理

学

深

層

心

理

の

思

想

と

煩

悩

か

ら

の

解

脱

の

方

法

は
、

フ

ロ

イ

ト

（
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ
,
　
Ｓ
．
）
の
無
意
識
の
発
見
と
精
神
分
析
療
法
よ
り
先
立
つ
こ
と
千

五

百

年

前

に

、

仏

教

と

く

に
唯

識

論

に

お

い
て

創

出

さ
れ

て

い
た

。

唯

識

は

、

瞑

想

の

実

践

に

基

づ

い
た

心

理

的

分

析

で

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る

現

象

は

心
が

っ

く

り

出

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

見

方

、

す

な

わ

ち

現

象

学

的

な

見

方

を



の

極

意

、

能

や

芝

居

に
お

け

る

美

の

創

造

、

荘
子

の

道

な
ど

か
ら

、

こ

れ

ら

の
活

動

に

共

通

に

見

ら

れ

る

自

内

証

（
自

ら

気

づ

く

こ

と

）

を

勘

と

呼

び

、

『
勘

の

研

究

』
（
岩
波
書
店
、
一

九
三
三
年

）
『
続

・
勘

の
研

究

』
（
岩
波

書
店
、
一

九
三

八
年
）
を

ま

と

め

て

い

る

。

千

葉

胤

成

（
一

八
八
四
－

一
九
七
二
）

は
、

固

有

意

識

を

あ

げ

て

い

る

。

そ

し

て

固

有

意

識

を
相

対

的

固

有

意

識

と

絶

対

的

固

有

意

識

に

分

け

て

い

る

。

相

対

的

固

有

意

識

は

、

感

覚

、

想

像

、

思

考

、

感

情

、

意

志

な

ど

の

心

的

機

能

の

背

後

ま

た

は
基

礎

に
お

い
て

働

き

、

個

人

の

全

体

に

か

か

お

る

個

性

の

発

達

の

基

礎

と

し

て

働

い
て

い
る

。

こ

れ

に

対

し

て

絶

対

的

固

有

意

識

は

個

人

意

識

を

超

越

し

て

、

社

会

、

民

族

、

文

化

全

体

に

働

く

全

体

精

神

で

あ

り

、

天
才

の

創

造

活

動

も

こ

の

絶

対

的

固

有

意

識

か
ら

生

ま

れ

る

と

さ

れ

る

。

固

有

意

識

は

仏

教

の

唯

識

説

に

基

づ

い

て

お

り

、

意

識

を

固

有

化

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

心

の

安

定

と

自

由

が

得

ら

れ

る

と

し

て

い

る

。

最

近

で

は

横
山

紘

一

は

、

唯

識

思

想

を

新

し

い

視

点

か
ら

や

さ

し

く
解

説

し

、

日

常

生

活
で

自
己

発

見

と

自

己

変

革

を

め

ざ

す

仏

教

心

理

学

を

つ

く

り

だ

し

て

い

る
。

ま

た

岡

野

守

也

は

、

フ

ロ
イ

ト

の

精

神

分

析

や

ユ

ン

グ
（
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
Ｃ
.
　
Ｇ
．
）
の
分
析
心
理
学
な
ど
の
深
層
心
理
学
を
ふ
ま
え
て
、

さ
ら

に

は

ト

ラ

ン
ス

パ
ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

を

と

り

入

れ

て

唯

識

心

理

学

す

な

わ

ち

仏

教

心

理

学

を

探

究

し

、

自
己

の

究

明

と

成

長

へ

の

実

践

に

役

立

て

よ

う
と

し

て

い

る

。
二
　

禅

の

心

理

学

井
上

円
了

は
「
禅

宗
の
心
理
」

の
中
で

「
坐
禅
に
は
、
調
身

、
調

心
の
二

法
が

あ
る
。
調
身

の
法

に
よ
っ
て
、
身
体
を
安
定
に
し
、
調
心
の
法
に
よ
っ

て
心
を
寂
静

に
す
る
こ

と
が
で
き

る
」
。

そ
し
て
「
禅
は
調
身
、
調

心
に
よ

っ
て

、
心
性

の
本
分
を
開
発
す

る
」
と

い
う
。
こ
の
心
性
の
本
分
と
は
、
仏

性
す

な
わ
ち
真

の
自
己

の
こ
と
で
あ
る
。
元
良
勇
次
郎

は
禅
寺
の
参
禅
体
験

に
基
づ

い
て
、

第
七

回
国
際

心
理
学
会
議
（
一
九
〇
五
年
）
で

「
東

洋
哲

学

に
於
け

る
自
我

の
観
念
」

に
つ

い
て
発
表
し
、
こ
の
中
で

「
禅
と
心
理
学
」

に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
禅
の
心
理
学
の
先
駆
的
研
究
で
あ

る
と

い
え
よ
う
。

禅

は
正
師

に
つ
い
て
禅
の
伝
統
に
基
づ
く
正
し

い
修
行
を
重
ね
て
、
初
め

て
そ
の
何
た
る
か
を
つ
か
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
禅
に
つ
い
て
は
、

仏
教
の
経
典
、
禅
の
語
録
や
諸
文
献
を
参
考
に
し
て
研
究
で
き

る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
科
学
的
な
実

験
や
調
査
に
よ

っ
て
坐
禅
や
禅
体
験
を
研
究
す

る
こ

と
が
で
き

る
。

入
谷
智

定
は

『
禅
の
心
理

的
研

究
』
（
心
理
学
研
究
会
、
一
九

二
〇
年
）
で
、
禅
の
語

録
や
質
問
紙
法

に
よ

っ
て
、
禅
の
見
性
悟

道
を
中
心

と
し
て
、
そ
れ
に
先
行

す
る
心
身
の
条
件

や
そ

の
変
化
に
つ
い
て
究
明
し
て

い
る
。
こ
れ
は
後
の
禅

の
心
理
学
的
研

究
の
発
展
の
方
向
を
示

し
て
い
る
。

黒
田
亮
は
、
論
文
「
禅
の
心
理
学
」
（
一
九
三
七
年
）
で
、
坐
禅

の
生
理
心
理

学
的
研
究
で
あ
る
、
黒
田
の
研

究
室
の
大
塚
鐙

の
実
験
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
は
後
の
実
験
研
究

の
先
駆
的
研
究

を
な
す
も
の
と
思
う
。

佐
久
間
鼎

は
、

『
神
秘
的
体
験
の
科

学
』
（
光
の
書
房
、
一
九
四
八
年
）
の
中
で
、
黙
照

体
験
す

な
わ
ち
禅
定
に
お
い
て

脳
波
的
研
究

に
よ

っ
て
そ
の
生
理
的
心
理

的
課
程
が

客
観
的
に
究
明

さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
後
に
精
神
医
学

の
平
井
富



雄
が
、
こ
の
佐
久
間
の
予
見
に
影
響
を
受
け
て

、
坐
禅
に
よ

っ
て
脳
波
が
変

化
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
識
が
変
わ
る
こ
と
を
実
証
し
た
。
こ
の
研
究
は

後
の

。
禅
の
医
学
的
心
理
学
的
研
究
」
の
先

導
的
研

究
と
な

っ
て

い
る
。
ま

た
佐
久
間

は
、
意
識

の
起
点
と

な
り
、
基
調

と
す

る
も

の
を

「
基

調

的
意

識
」
と
名
づ
け
た
が
、
こ
れ
は
褝
定
と
く
に
三
昧
が
基
本

に
な

っ
て

い
る
と

思
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
一
九
六
一
-
六
二
年
、
佐
久
間
を
代
表
と

し
て
文
部

省
科

学
研

究
費

に
よ
る
総
合
研

究
「
禅

の
医
学

的
心

理
学

的
研

究
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
で
初

め
て
の
褝
の
本

格
的
な
科
学
的
総
合
研
究
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
期
に
前
後
し
て
、
こ
の
総
合

研
究

の
分
担
研
究
者
で
あ
り
禅
を
広
い
立
場

か
ら
研

究
し
て

い
た
佐
藤
幸
治

は
、
と
く
に
臨
済
禅
の
立
場
か
ら
、
悟
り
・
見
性
の
心
理
を
中
心
と
し
て
研

究
し
て

い
た
。
佐
藤

は
、
褝
的
療
法
に
つ
い
て
、
心
身
の
調
整
が
主
と
な
る

と
し
て
も
、
仏
性
の
開
発
と
、
そ
れ
に
伴
う
根
本
的
安
心

の
獲
得
が
重
要
で

あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
秋
重
義
治

は
、
曹
洞
褝

の
立
場

か
ら
、

一
連
の
調
身
・
調
息
・
調
心

に
関
す
る
心
理
学
的
研
究
を
発

表
し
て
き
た
が
、

そ
の
中
で
褝
療
法

（
褝
的
療
法
）
、
お
よ
び
禅

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
提
唱
し
、

禅
的
呼

吸
法

と
心
理
療
法

や
カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
と
の
併
用

を
取

り
上

げ
て

い
る
。
佐
藤
と
秋
重

の
業
績

は
、
国
際
的

に
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
。

平
井
の
精
神
生
理
学
的
研
究
に
よ
る
と
、
禅
定
中
の
脳
波
は
α
波
、
θ
波

が
現
れ
、
そ
れ
が
恒
常
化
し
、
安
定
化
す
る
。
し

か
し

ク
リ
ッ
ク
音
を
聞

か

せ
る
と
、
α
波
や
θ
波
が
β
波
（
活
動
波
）
に
変
わ
り
、
一
、
二
秒
後
に
元

の
波
型

に
戻

る
と

い
う
。
こ
れ

は
禅
定
で

は
、
外
的
刺
激
に
対
す

る
慣
れ
が

生
ぜ
ず
、
い
つ
も
刺
激
に
対
し
て
生
き
生
き
と
し
た
反

応
を
し
て

い
る
こ
と

を
示

し
て
い
る
。
し
か
も
す
ぐ
元

の
安
静
の
状
態

に
戻

る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
恩
田
彰
も
平
井
と
と
も
に
「
禅
の
医
学
的
心
理
学
的
研
究
」

に
参
加
し
、

自
ら
参
禅
し
、
そ
の
体
験
に
基

づ
き
、
禅
と
創
造
性
の
関
係
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
禅
の
悟
り
と
創
造
過
程
と
の
比
較
研
究
に
よ
る
と
、

創
造
的
思
考
の
過
程
に
は
、
思
考
↓
注
意
集
中
↓
瞑
想
の
連
続
性
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
さ
い
注
意
集
中
↓
瞑
想
の
過
程
か
ら
、
禅
で
は
悟
り
が
、
創
造

過
程
で
は
ア
イ

デ
ア
、
イ

メ
ー
ジ
や
直
観
が
生
ず
る
、
す
な
わ
ち
自
己
と
対

象
と
が
対
立
し
て

い
た
の
が
、
主
客
が
一
つ
に
な

っ
た
状
態
か
ら
、
新
し
い

見
方
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

三
　

仏

教

と

心

理
療

法

・

カ

ウ

ン

セ
リ

ン
グ

仏
教
の
目
的

は
、
「
転
迷
開
悟
」

に
あ

る
。

す
な

わ
ち

煩
悩
を
転
じ
て
悟

り
を
開
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一

に
本
来
悩

ん
で

い
る
自
己
も
対
象
と

し
て

い
る
悩
み
も

な
い
の
だ
か
ら
、
煩
悩
も
な

い
の
だ
と
気
づ
く
と
、
煩
悩

が
消
失
し
、
ま

た
は
軽
減
す
る
。
そ
し
て

安
心
を
得
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二

に
煩
悩

は
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
因
果

律
を

は
っ
き
り
と
つ
か
む
と
、
消

失
す
る

か
、
軽
減
す

る
。
そ
し
て

安
心
を
得
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教

で
は
以
上
の
二

つ
の
生
き
方
が
示

さ
れ
て

い
る
が
、
前
者

は
仏
教
で

は
と
く

に
禅
が
向

い
て

お
り
、
後
者
は
心
理
療
法

や
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
が
有
効
で
あ

る
。
そ

の
点
仏

教
は
、
心
理
療
法

や
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
か
ら
心
理
過
程
の

メ
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カ

ニ
ズ

ム
や

ク

ラ

イ

エ
ン

ト

と

の

か

か

お

り

方
を

学

ぶ

こ

と

が

多

く

、

ま

た

心
理

療

法

や

カ

ウ

ン

セ
リ

ン

グ

は

、

仏
教

か

ら
人

間

性

の

本

質

と

そ

の
気

づ

き

の
し

か

た
を

学

ぶ

こ

と

が

多

い

。

こ

の

両

者

を

結

び

つ
け

、

統

合

し

よ

う

と

し

て

い

る

の
が

、

前

述

の

禅

療

法

で
あ

り

、

こ
れ

か

ら

述

べ

る

仏

教

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

で
あ

る

。

藤
田
清
（
一
九
〇
七
―
一
九
八
八
）
は
、
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
提
唱
し

て

い

る
。

藤

田

は

、

釈

尊
以

来

仏

教

の
説

法

は

カ

ウ

ン

セ
リ

ン
グ

の

や

り

方

で

あ

る
と

い

い
、

そ

の
特

徴

は

一

対

一

の
応

機
説

法

、
対

話

を

通

し

て

、

相

手

の
立

場

に

立

ち
、

相

手

と

同

一

方

向

に

進
み

な
が

ら

、

い

つ

の

間

に
か

相

手

の
立

場

が

転
換

し

て
、

問

題

が

問

題

で

な

く
な

る

と

い

う

。

ま

た

カ
ウ

ン

セ
ラ
ー
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
心
の
仕
切
り
が
な
く
な
っ
て
心
が
通
う
関
係
に

な

る
と

い
う

。

西

光

義

敞

は
、

仏

教

カ

ウ

ン

セ
リ

ン

グ

は
、

法
す

な

わ

ち

悟

り

の
智

慧

で

あ

る
真

の
事

実

に
基

づ

く

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

で

あ

る

と

し

て

、

ク

ラ
イ

エ

ン

ト
と

カ

ウ

ン

セ
ラ

ー

の

世
間

的

次

元

の
関

係

の
み

な

ら

ず

、

出

世

間

的

次

元

の

「
仏

」

の
世

界

か

ら

世
間

へ

の
活

現

と

ク

ラ

イ

エ

ン
ト

ヘ
の

慈

悲

の
働

き

を

取

り

入
れ

て

い

る

。

心
理

療

法

や

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

を

行

な

っ
て

い

る

人

び

と

に
、

禅

に
関

心

を
も
つ
人
び
と
が
い
る
。
例
え
ば
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（
R
o
g
e
r
s
,
　
Ｃ
.
　
Ｒ
．
」
や
フ

ロ
ム
（
F
r
o
m
m
,
 
E
.
）
、
マ
ズ
ロ
ー
（
M
a
s
l
o
w
,
 
A
.
 
H
.
）
、
ユ
ン
グ
な
ど

が

い

る
。

フ

ロ
ム

は
精

神

分

析

と

禅

の

類

似

点

に

つ

い

て

、
「
い

ず

れ

も

人

間

と

し

て

最

良

の
状

態

に
導

く

実

践

を

問

題

と

し

て

い

る

」

と

述

べ

て

い

る

。

ユ

ン

グ

は
、

人

間

が

全
体

に

な

る

こ

と

を
個

性

化

過

程

と
呼

び
、

こ

れ

は

自

己

の

可

能

性

を

実

現

す

る

こ

と

だ

と

し

て

い

る

。

こ

の

全

体

に

な

る

こ

と

は

、

禅

に

お

い

て

も

重

視

さ

れ

て

い

る

と

し

て

分

析

心

理

学

と

の

共

通

性

を

認

め

て

い

る

。

ま

た

目

幸

黙

僊

は

、

ユ

ン

グ

の

分

析

心

理

学

の

立

場

か

ら

、

自

己

実

現

過

程

（
ｉｎ
ｄ
ｉｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

　ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
）

と

い

う

観

点

か

ら

仏

陀

の

成

道

の

過

程

と

悟

り

の

過

程

を

分

析

し

て

い

る

。

恩

田

彰

は

、

心

理

療

法

、

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

と

禅

と

の

間

に

、

そ

の

究

極

の

目

的

と

し

て

創

造

性

の

開

発

の

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

、

ま

た

禅

が

調

身

・

調

息

・

調

心

か

ら

成

り

立

つ

と

こ

ろ

か

ら

、

禅

を

セ

ル

フ

・

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

の

方

法

と

し

て

と

ら

え

て

い

る

。

四
　

日

本

の

「
心

理
療

法

」

の

始

ま

り

井
上
円
了

は
、
『
心
理
療
法
』
（
南
江
堂
、
一
九
〇
四
年
）
を
著

し
て
い

る
。

こ
の
本

は
日
本

に
お
い
て

心
理
学
の
み
な
ら
ず
、
精
神
医

学
の
分
野

に
お
け

る
心
理
療
法
で

は
初

め
て

の
本
で
あ
る
。
井
上
は
す
べ
て
の
病
気

に
心
理
療

法
が
必
要

な
こ

と
を
広
く
世

人
に
知
ら
せ
る
た
め
に
本
書
を
出

版
し
た

の
だ

と
い
う
。
こ

の
心
理
療
法
が
出

版
さ
れ

た
こ
ろ
は
、
催
眠
の
方
法

は
知
ら
れ

て
い
た
が
、
精

神
分

析
の
方
法
は
、
時
期
が
早
す
ぎ
て
知
ら
れ
て

い
な
い
。

本
書
の
思
想
体
系
と
し
て
、
仏
教
↓
哲
学
↓
東
西
の
医
学
（
精
神
医
学
を
含

む
）
↓
心
理
学
↓
心
理
療
法
と
い
う
経
緯
の
も
と
に
「
心
理
療
法
」
が
生
ま

れ
て

い
る
。
井

上
は

『
心
理
療
法
』

の
中
で
、
自
然
的
自
観
法

を
取
り
上
げ

て
い
る
。
す

な
わ
ち
人
の
生
死

や
疾
患

は
、
人
間
の
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も

な
ら

な
い
と
悟

り
、
自
然
に
ま
か
せ

る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
井
上

は
人

は
病
気
を
観
察

す
る
上

で
、
一
方

に
お

い
て
人
為
で
も

っ
て
治
療
で
き

る
と



信
ず

る
と
同

時
に
、
自
然

に
ま

か
せ

る
覚

悟
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
自

然

に
ま

か
せ

れ
ば
、

自
然

の
力

に
よ

っ
て
疾

患
は
治
癒
す

る
と
い
う
の
で
あ

る
。

こ

の
自
然

的
自

観
法

は
、
心
理
療
法
で
自
己

の
体
験
す
る
事
実

を
観
察
し

、

そ
れ
を
そ

の
ま
ま
受
容
す
る
方
法

に
相
当
す

る
と
思

う
。

日
本

に
お

い
て
生
ま
れ
、
国
際
的
に

注
目
さ

れ
て

い
る
心
理
療
法
と
し
て
、

森
田
療
法
と
内
観
療
法
が
あ
る
。
森
田
療
法
は
森

田
正
馬
（
一
八
七
四
－

一
九

三
八
）
に
よ

っ
て
創
始
さ
れ
、
神
経
質

（
神

経
症
）

に
対

す
る
心

理
療
法

で

あ
る
。
こ
の
療
法

は
「
こ
う
で

な
く
て

は
な
ら
な

い
」
と

い
う
態
度
を
捨
て

て
、
こ
の
ま
ま
で

い
い
の
だ
と
い
う
「
あ
る
が
ま
ま
」

に
現
実
を
受
け
入
れ

る
態
度
を
と
り
、
安
心
を
体
験

さ
せ
る
や
り
方
で
あ
る
。
森
田
療
法
は
、
そ

の
源
流
と

素
材

は
西

洋
の
精
神
療
法

か
ら
出
て

い
る
。

し
か
し
そ
の
基

本
的

な
発
想
の
中
に
は
、
仏
教
と
く
に
禅
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
野
村
章
恒
に
よ

れ
ば
、

森
田

は
井

上
の

『
妖
怪

学
講
義
』
（
哲
学
館
、
一

八
九
六
年
）
と

『
心

理
療
法
』

を
読
ん
で
影
響

を
受
け
、
精
神

療
法

を
大
学
院
の
研

究
テ
ー
マ
と

し
て
選
択

す
る
こ
と
に
な

っ
た
と

い
う
。

内
観
療
法

は
、

吉
本
伊
信
（
一
九
一
六－

一
九
八
八
）
が
浄
土
真

宗
の
一
つ

の
求
道
法

に
基

づ
い
て
開
発
し
た
「
自
己

を
探
求
し

、
実
現
す

る
」
方
法
で
、

臨
床
活
動
以
外
で

は
内
観
法
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
内

観
法
と

い
う
名
称
は
、

吉
本

が
富
士
川

游
の

『
内
観

の
法
』
（
厚
徳
書
院
、
一
九
三
六
年
）
を
読

ん
で

啓
発
さ
れ
て
名
づ
け
た
と
い
う
。
富
士
川

は
日
本
医
学
史
研
究
の
大
家
で
、

井

上
が
創
立
し
た
東
洋
大
学
で
教
育
病
理
学
を
講
義
し
て

い
る
。
富
士
川

は

こ
の
本
の
中
で
「
内
観
と
は
、
自

分
の
心
の
相
を
如
実
に
、
あ
り
の
ま
ま
に

知
る
こ
と
だ
」
と
述
べ
て

い
る
。
富
士
川

は
井
上
と
同
じ
く
浄
土
真
宗
の
信

仰
が
厚
く
、
両
者

の
思
想
の
影
響

は
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
仏
教
と
心
理
療

法

と
の
結
び
っ
き

に
お
い
て
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
て
見

る
と

、
森
田
療
法
と
内
観
療
法
は
、
そ
の
生
ま
れ
る
思
想
の

源

流
に
は
、

仏
教
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
生
か
す
方
法
と
条
件
と
し
て
、
西

洋

の
精
神
療
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　

密

教

、

浄

土

教

と

心

理
学

密
教
で

は
、
真
言

（
マ
ン
ト
ラ
、
Ｍ
ａ
ｎ
ｔｒａ
）
を
繰
り
返
し
唱

え
る
こ
と

で
、
精
神
集
中
、
禅
定
、
三
昧
の
状
態
が
得
ら
れ
、
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ

る
。
さ
ら
に
精
神

集
中
力
が
強
く
な
り
、
三
昧
力
が
得
ら
れ
る

の
で
、
観
察

力

、
理
解
力
、
記

憶
力
が
高
ま
り
、
創
造
性
が
開
発
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
密

教
に
は
虚
空
蔵
求
聞

持
法
と

い
う
行
法
か
お
り
、
虚
空
蔵
菩
薩

の
真
言
を
百

万

回
唱
え
る
。
一
日
に
一
万

回
唱
え

る
と
す
れ
ば
、
一
〇
〇
日
間
、
一
日
に

二
万
回
な
ら
ば
、
五
〇
日

か
か
る
。
こ
の
行
法
で
は
、
精
神
集
中
力
が
強
く

な
り
、
三

昧
力

が
養

わ
れ
る
の
で
、
記
憶
力
は
も
ち
ろ
ん
、
創
造
性
や
超
常

的
能
力
が
開
発
さ
れ

、
虚
空
蔵
菩
薩
の
境
地
で
あ
る
悟
り
が
得
ら
れ
る
の
で

あ

る
。
虚

空
蔵
菩
薩

は
、
虚
空
か
ら
情
報
を
取
り
出
し
、
智
慧
を
生
み
出
す

宝
庫

を
表
す
仏
で
あ

る
。

ユ
ン
グ
の
い
う
集
合
的
意
識
、
ま
た
は
ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
で
、
個
人
の
意
識
を
超
え
た
超
個
的
無
意
識
が

こ
れ

に

相
当
す
る
と
思
う
。

ま
た
阿
字
観
は
、
梵
字
の
阿
字
を
観

想
す

る
密
教
の
瞑
想
法
で
あ

る
。
阿
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字
は
大
日
如

来
を
表
し
、

全
宇
宙
を
こ
の
一
字

に
集

約
し
た
も
の
で

あ
る
。

蓮
華
の
上

に
あ
る
白
色
の
満
月
の
月
輪
の
中

に
、
阿

字
を
描
い
た
阿
字
観
の

本
尊

の
軸

を
掛
け
て

、
そ
の
前
で

坐
り
、
出

入
の
息
ご
と
に
阿
字
を
対
象
と

し
て

、
精

神
集
中
し
、
阿
字
と
一
体
化
す

る
体
験
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ

っ
て

記
憶
力
、
創
造
的
想
像
力

を
開

発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
崎
泰

広
は
、
こ
の
阿
字
観
と
自
律
訓
練
法
と
比
較
し
、
自
律
訓
練
法
は
リ
ラ

ク

ゼ

ー

シ
ョ
ン
が
最
大

の
要
素
で

あ
る
が
、
阿

字
観

は
、
安

定
、
リ

ラ

ク

ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
生
気
の
充
実
の
三
要
素
が
必
要

で
あ
り
、
リ
ラ

ク

ゼ
ー

シ
ョ
ン
と

緊

張
と
の
バ
ラ

ン
ス
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

浄
土
教

は
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
成
仏
す

る
こ
と
を
説
く

教
え
で
あ
り
、
そ

の
た

め
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
も

っ
ぱ
ら
阿
弥
陀
仏

の
名
を

称
え

る
と
い
う
念

仏
が
す
す

め
ら
れ

る
。

一

般
に

瞑
想
法

は
、
調

身
・
調
息
・
調
心

か
ら
成
り
立
つ
。
そ
の
点
、
念
仏
も

こ
の
関
係

が
成

立
す

る
。
そ
こ
で
念

仏
も
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
で

あ
る
。

念
仏
は
ふ
つ

う
正
座

の
姿
勢

を
と
る
が
、
手

の
ひ
ら
を

合
わ
せ
て

合
掌
す
る
。
称
名
（
仏

名
を
称

え
る
こ
と
）
に
ょ

っ
て

調
息
す

な
わ
ち
呼

吸
が
調
え
ら
れ
る
の
で

、

こ

れ
に
よ

っ
て

調
心
が
得
ら
れ
る
。
ま
た
念
仏
で

は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
繰

り

返
し
称
え
、
そ
の
音
声

に
注
意
集
中
す
る
。
そ
の
注
意
集
中
が
強
め
ら
れ
、

や
が
て

三
昧
の
状
態
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
状
態

に
至
る
と
、
仏
や
浄
土
の
イ

メ
ー
ジ
が
現
れ
る

の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て

い
る
。
ま

た
無
生
法

忍

と
い
う
悟
り
が
得
ら
れ

る
と

い
う
。
心
理
学
的

に
は
、

心
身
が
安
定
し
、

自
発
的
な
気
づ
き
、
創
造
的
な
ア
イ
デ
ア
や
イ

メ
ー
ジ
が
生
ま
れ

る
こ
と
が

あ

る

。

褝

と

念

仏

の

心

理

学

的

研

究
で

は
、

鈴

木

大

拙

は

「
念

仏

は

種

々

の
観

念

や

感

情

を

払

拭

す

る

」

と

述

べ

て

い

る
。

す

な

わ
ち

念

仏

は

褝

の
公

案

の
拈

提

と

同

じ

よ

う

に

、

一
切

の

観

念
、

イ

メ

ー

ジ

や
感

情

を

消

滅

さ

せ

る
働

き

が

あ

る
。

恩

田

も

褝

と

念

仏

と

の

関

係

に

つ

い
て

心
理

学

的

に

考

察

し

た
。

す

な

わ

ち

浄

土

教

で

は
、

念

仏

に

よ

っ
て
三

昧

の

状

態

に

い

た
り

、

仏

の
姿

や

極

楽

の

光

景
を

観

見

す

る
こ

と

を

見

仏

と

か

三

昧

発

得
と

か

い

っ
て

い

る

が

、

こ
れ

は

禅

の
見

性

や

悟

り

に

相

当

す

る

よ

う

に

思

わ
れ

る
。

全

く

同
じ

も

の

と

は

い

え

な

い
が

、

共

通

性

を

見

出

す

こ

と

が

で
き

る
。

す

な

わ

ち

褝

の

見

性

に

よ

っ
て

、

自

他

に
仏

性

を

見

出

し

、

こ

の

世
界

が

こ

の
ま

ま

浄

土

で

あ

る

こ
と

に
気

づ

く
こ

と

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

精

神

分

析

で

は
、

男

の

子

の
幼

児

期

に

持

つ

母

親

へ

の
愛

着

と

父

親

へ

の

敵

意

を

エ

デ

ィ

プ

ス

ー
コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

（
ｏ
ｅ
ｄ
ｉｐ
ｕ
ｓ
　ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌｅ
ｘ
）

と

い

う
が
、
こ
れ
に
対
し
て
古
沢
平
作
（
一
八
九
七
―
一
九
六
八
）
は
、
「
観
無
量

寿

経

」

の

阿

闍

世

王

の

物
語

か
ら

、

母

親

と

の
関

係

で

持

つ

感

情

を
阿

闍

世

コ

ン
プ

レ

ッ

ク

ス
と

名

づ
け

た
。

古

沢

に

よ
れ

ば

、

前

者

の

罪

意

識

は

、
処

罰

を

恐

れ

て

の

も

の

で

あ

る

が

、

後

者

の

罪

意
識

は
、

子

供

が

過

ち

を

犯
し

、

そ

れ

が

許

さ

れ

る
時

に
、

心

か
ら

す

ま

な

い

と
思

う

罪
意

識

で

あ

る

と

い

う
。

小

此

木

啓

吾

は
、

日
本

人

の

阿

闍

世

コ

ン

プ

レ
ッ

ク

ス

は
、

欧

米

の

「
罪

に

対

し

て

そ

れ

を
罰

し

、

貭

わ

せ

る

」

と

い

う

父

性
原

理

と
対

照

的

な

「
罰

を

許

し

、

許

さ

れ

る
」

と

い
う

母

性

原

理

と

し

て
示

さ

れ

る

と
し

て

、

こ

れ

を

日
本

人

の
文

化

と

心

理
の

原

型

と

し

て

い

る

。

／
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六
　

東

洋

的

ア

プ

ロ
ー

チ

と

西

洋

的

ア

プ

ロ
ー

チ

の

統
合

最

近

、
日

本

に

お

い
て

も

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル
・

セ

ラ

ピ

ー

が

注
目

さ
れ
て

い
る
。

ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
セ
ラ
ピ
ー
と

は
、

ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学

に
基

づ
い
て
、
人
間

を
心
、

か
ら
だ
、
魂
を

統
合

し
た

全
体
と
し
て
と
ら
え
、
自
己
治
癒

、
自
我

の
確

立
、
自
己
実
現
お
よ

び
自
己

超
越

に
い
た
る
人
間
成
長
を
目
標
と
し
て
、
超
個
的
意
識

の
気
づ
き
、

覚
醒

や
悟
り
と
解
脱
と

い
っ
た
体
験
を
促
進
す

る
技
法
で
あ
る
。
こ
れ

は
西

欧
の

伝
統
的
な
心
理
療
法
と

ヨ
ー
ガ
、
禅
、
チ
ベ

ッ
ト
密
教
、
上
座
仏
教
、
道
教

な
ど
の
東
洋
に
発
達
し
た
思
想
や
瞑
想
法
が
統
合
さ
れ
て
開
発
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
東
洋
と
西
洋
の
心
理
療
法
の
両
ア
プ

ロ
ー
チ
の
統
合
と

い

う
課
題
か
お
る
。
ま
た
宗
教
と
臨
床
と
の
接
点
が
あ
る
。
心
理
療
法
も

カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
も
、
そ
の
源
流
に
さ

か
の
ぼ
れ
ば
宗
教
に
突
き
当
た

る
。
し

か

し
今
日
こ
の
分
化
し
た
も
の
を
再
び
統
合
し
よ
う
と
い
う
実
践
が
こ
の

ト
ラ

ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

セ
ラ

ピ
ー
で
あ
る
。

伊
東
博
（
一
九
一
九
―
二
○
○
○
）
は
、
長
年
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
感
覚
、
身
体
の
動
き

、
自
己
お
よ
び
人

と
も
の
と
の
か
か
お
り
方
の
気
づ
き
、
自
己
実
現
と
い
う
体
験
学
習
を
通
し

て

、
自
分
自
身

の
感
覚

の
気
づ
き

を
促
進
す
る
と
い
う
、

ニ
ュ
ー
・
カ
ウ

ン

セ
リ
ン
グ
を
生
み
出
し
て

い
る
。

こ
の
方
法

は
東

洋
の
身

体
の
気
づ
き
、
禅

や
ヨ
ー
ガ
の
瞑
想
、
老
子

や
荘
子

の
思

想
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
、

ボ

デ

ィ

ワ

ー

ク

等

を

統

合

し

た

身

心

一

如

の

全

体

的

人

間

論

の

も

と

に

体

系

化

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

ニ

ュ

ー

・

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

は

、

伊

東

に

よ

れ

ば

、

シ

ャ

ー

ロ

ッ

ト

・

セ

ル

ヴ

ァ

ー

（
Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｌｏ
ｔ
ｔｅ
　
Ｓ
ｅ
ｌｖ
ｅ
ｒ

，
　
１
９
０
７
-
」
　
の

セ

ン

サ

リ

ー

・

ア

ウ

ェ

ア

ネ

ス

（
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｏ
ｒ
ｙ

　ａ
w
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）

に

基

づ

い

て

い

る

。

し

か

も

こ

の

セ

ン

サ

リ

ー

・

ア

ウ

ェ

ア

ネ

ス

は

禅

仏

教

の

影

響

を

受

け

て

い

る

と

い

う

。

そ

の

意

味

で

は

東

西

の

カ

ウ

ン

セ
リ

ン

グ

の

理

論

と

技

法

を

統

合

し

た

方

法

で

あ

る

。

今

後

こ

の

よ

う

な

東

洋

的

ア

プ

ロ

ー

チ

と

西

欧

的

ア

プ

ロ

ー

チ

が

統

合

さ

れ

た

心

理

療

法

や

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

・

シ

ス

テ

ム

が

ま

す

ま

す

開

発

さ

れ

て

い

く

で

あ

ろ

う

。

（
1
）
　
千
葉
胤
成
『
無
意
識
の
心
理
学
』
千
葉
胤
成
著
作
集
２
、
協
同
出
版
、
一
九

七
二
年
。

（
２
）
　
横
山
紘
一

『
「
唯
識
」
と
い
う
生
き
方
』
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
一
年
。

（
３
）
　
岡
野
守
也

『
唯
識
の
心
理
学
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
。

（
４
）
　
井
上
円
了

「
禅
宗
の
心
理
」
中
野
祖

応
（
編
）
『
甫
水
論

集
』
博
文
館
、
一

四
九
―
一
五
九
頁
。

（
５
）
　
元
良
勇
次
郎
著
、
蛎
瀬
彦
蔵
訳
「
東
洋
哲
学

に
於
け

る
自

我
の

観
念
」
『
哲

学
雑
誌
』
二
〇
、
ニ
ニ
一
、
二
二
二
、
二
二
三
号
、
附
録
、
一
九
〇
五
年
、
一

―
四
〇
頁
。

（
６
）
　
黒
田
亮
「
禅
の
心
理
学
」
『
禅
の
講
座
（
一
）
」

春
陽
堂
、

一
九
三
七
年
、
五

七
―
一
一
三
頁
。

（
７
）
　
平
井
富
雄
「
坐
禅
の
脳
波
的
研
究
―
集
中
性
緊
張
解
放
に
よ
る
脳
波
変
化

―
」
『
精
神
神
経
学
雑
誌
』
六
二
、
一
九
六
〇
年
、
七
六
－
一
〇
五
頁
。

（
８
）
　
佐
藤

幸
治

『
心
理
禅
』

創
元
社
、
一
九
六
一
年
。

（
９
）
　
秋
重
義

治
「
禅
の
心
理
学
」
三
枝

充
悳
編

『
人
間
論

・
心
理
学
』
（
講
座
仏
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教
思
想
四
）
理
想
社

。
一
九
七
五

年
、
三
三
七
－

四

一
三
頁
。

（
1
0）
　
恩
田
彰

『
創
造
性
開
発
の
研
究
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
八
〇

年
。

（
1
1）
　
恩
田
彰

『
褝
と
創
造
性
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
五
年
。

（
1
2）
　
藤
田
清
「
仏
教

カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
」
三

枝
充
悳
編

『
倫
理
学
・

教
育

学
』

（
講
座
仏
教
思
想
三
）
理
想
社
、

一
九
七
五

年
、
三
三
五
－

三
七
九
頁
。

（
1
3）
　
西
光
義
敞
「
仏
教
と
カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
」
『
人
間
性
心
理
学
研
究

』
第
五

巻
、

一
九

八
七
年
、
一
〇
－

一
二
頁
。

（
1
4）
　
鈴
木
大
拙
．
Ｅ

・

フ
ロ

ム
、
Ｒ
・

デ
マ
ル
テ

ィ
ー

ノ
著
、

佐
藤

幸
治

他
訳

『
褝
と
精
神
分
析
』

東
京

創
元

社
、
一
九
六
〇

年
。

（
1
5）
　
Ｃ

・
Ｇ
・
ユ

ン
グ
著
、
湯
浅
康
雄
他
訳

『
東
洋
的
瞑
想
の
心
理
学
』
創
元
社
、

一

九
八
三
年
。

（
1
6
）
　
目
幸
黙
僊
「
仏
教
に
お
け
る
心
と
深
層
心
理
―
分
析
心
理
学
的
に
み
た
仏

陀
の
成
道
―
」
三
枝
充
悳
編
『
人
間
論
・
心
理
学
』
（
講
座
仏
教
思
想
四
）

理
想
社
、
一
九
七
五
年
、
二
八
七
―
三
三
六
頁
。

（
1
7）
　
恩
田
彰

『
禅
と
創
造
性
』
。

（
1
8）
　
野

村
章

恒
『
森
田
正
馬
評
伝
』
白
揚
社

、
一
九
七
四
年
。

（
1
9）
　
恩
田

彰
「
密
教
と

創
造

性
」
山
崎

泰
広
教

授
古
稀
記
念

論
文
集
刊

行
会
編

『
密
教
と
諸
文
化
の
交
流
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
、
四
六
九
―
四
八
六

頁

。

（
2
0
）
　
恩
田
彰
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
の
心
理
学
的
考
察
―
「
選
択
集
」

を
中
心
に
し
て
―
」
『
仏
教
文
化
研
究
』
第
四
二
・
四
三
号
、
一
九
九
八
年
、

二
五
―
三
七
頁
。

（
2
1
）
　
鈴
木
大
拙
『
褝
と
念
仏
の
心
理
学
的
基
礎
』
（
「
鈴
木
大
拙
選
集
」
）
第
一
六

巻
、
春
秋
社
、
一
九
六
一
年
、
一
七
四
頁
。

（
2
2
）
　
恩
田
彰
「
褝
と
念
仏
の
心
理
学
的
比
較
考
察
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

二
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
四
年
、
一
－

七
頁
。

（
2
3）
　
小
此
木
啓
吾

『
日
本
人
の
阿
闍
世
コ

ン
プ

レ
ッ
ク
ス
』
中
央
公

論
社
、
一
九

八
二
年
。

（
2
4）
　
藤
見
幸
雄
「
ト
ラ

ン
ス
パ
ー
ソ

ナ
ル
心
理

療
法
の
現
在
」
『
ト
ラ

ン
ス

パ
ー

ソ

ナ
ル
学
』
第
一
巻
、
一
九
九
六
年
、
ニ

ー

三
九
頁
。

（
2
5）
　
黒
木
賢
一
「
ト
ラ

ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
療
法
」
氏
原
寛
・
成
田
善
弘
編
『
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
と
精
神
療
法
』
培
風
館
、
一
九
九
九
年
、
ニ
一
九
―
二
二
六
頁
。

（
2
6）
　
諸
富
祥
彦

『
ト
ラ

ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
入
門
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

（
2
7）
　
伊
東
博

『
身
心
一
如
の

ニ
ュ
ー
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
誠
信
書

房
、
一
九
九

九
年
。

（
お
ん
だ
・
あ
き
ら
、
仏
教
心
理
学
・

創

造

心

理

学

、
東

洋

大

学

名

誉

教

授

）
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