
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

岸
本
英
夫
の

「

死
後
世
界
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の
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中

　
村

　
み

ど

り

〈
論
文
要
旨
〉

　
宗
教
学
者
岸
本
英
夫
は
、

五

十
一

歳
の

と

き
に

癌
に

な

り

余
命
半
年
と
の

宣
告
を

受
け
た
が、

そ
の

と

き
は

手
術
を

受
け

て
、

健
康
を

　
回
復
す
る

こ

と

が

で

き

た
。

と
こ

ろ

が

癌
を

忘
れ
か

け
た

頃
に

癌
の

再
発
を

知
り、

十
年
に

渡
っ

て

死
と

向
き

合
う
こ

と

に

な
っ

た
。

岸
本
は、

発
病

　
前
か

ら

死
後
の

世
界
も

霊

魂
の

永
存
も

信
じ
て

い

な
い

と

明
言
し
て

い

た
が
、

死
に

直
面
し
た

と

き

に

は
、

「

死

後
の

生

命
の

存

続
と

い

う

信
念
」

こ

　
そ

が
、

死
の

問
題
に

対
す
る

も
っ

と

も

有
力
な

武
器
で

あ
る

と
思
い

知
る

こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

よ

う
に
、

発
病
当
初
は

死
を

恐
れ

、

「

生
命
飢
餓

状

　
態
」

に

陥
っ

て

い

た

岸
本
だ
っ

た
が

、

晩

年
に

は
、

「

死
の

恐
怖
の

影
が

心
か
ら

消
え
た
」 、

「

命
あ
る

限
り

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

自
分
の

仕

事
を

考

　
え
て

明
る

い

希
望
に

あ
ふ

れ
て

い

る
」

と
ま
で

言
う
よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

こ

の

心

境
の

変
化
は、

何
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ

れ
た
の

か
。

本
稿
は、

岸

　
本
の

心

境
の

変
化
に

着
目
し
な
が
ら

、

岸
本
が

最
終
的
に

た

ど
り
つ

い

た

「

死
後
世
界
観
」

に

つ

い

て

考
察
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉
　
岸
本
英
夫、

成
瀬
仁
蔵、

生
死

観、

死

後
世
界
観

、

宇
宙
生
命
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宇
宙
生
命

1
　
癌
の

宣
告

　
一

九
五

四

年
九

月、

ス

タ
ン

フ

ォ

ー

ド

大

学
の

客

員
教
授
と

し

て

ア

メ

リ

カ

に

滞
在
し
て
い

た

五

十
一

歳
の

と

き
に

、

宗
教

学
者
岸
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本
英
夫
は

、

癌
で

余
命
半

年
と

の

宣

告
を

受
け

た
。

こ

の

と

き
、

岸
本
は

、

人

間
の

生

命
へ

の

執
着
の

強
さ
を

知
っ

た

と
い

う
。

岸

本

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
97

は
、

生

存
の

見
通
し

が

絶
望

的
に

な
っ

た

と

き

の

精
神
状
態
を
生
理

的
な

飢
餓
状
態
に

た

と

え

て
、

「

生

命
飢

餓
状
態
」

と

よ

ん

だ
が
、
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そ

の

苦
し

み

は

想
像
以

上
に

凄
ま

じ

い

も

の

だ
っ

た
。

な
ぜ

な

ら
、

死
の

問
題
に

対
す
る
「

も
っ

と

も

有
力
な

武
器
で

あ
る

死

後
の

生

　

　

　
　
　

　
　
　〔
1）

命
の

存

続
と
い

う

信
念
」

（
「

わ
が

生

死

観

　

生

命
飢
餓
状
態
に

身
を

お

い

て
」

一

九
六一
二

年
一
一

月）

を

も
っ

て

い

な

か

っ

た

た

め
、

素
手
で

死

の

前
に

立
つ

よ

う
に

感
じ
て

い

た

か

ら

で

あ
る

。

岸

本
は
、

も
し

死

後
の

世
界
を

信
じ

る
こ

と

が

で

き

る

な
ら

ど

れ

ほ

ど

楽
だ
ろ

う

と

思
っ

て
い

た

し
、

そ

れ
が

存
在
す
る

な

ら

地

獄
で

あ
っ

て

も
よ
い

と

さ

え

思
っ

て

い

た
が

、

岸
本
の

知

性
は
、

ど

う
し

て

も
霊

魂
や

他
界
の

存
在
を
認
め

る

こ

と
が

で

き

な

か
っ

た
。

死
の

恐

怖
が

ど

れ

ほ

ど

大
き
な
も
の

で

あ
っ

て

も
、

自
分
の

生
命
は

死
と

と

も

に

蝋

燭
の

火
が

消
え
る

よ

う
に

消
え

て

し

ま

う
と

い

う

考
え

方
に

は
、

何
の

変
化
も
な
か
っ

た
と
い

う
。

　

け

れ

ど

も
、

そ
こ

に

何
ら
か

の

希
望
が

あ
っ

た

わ

け

で

は

な
い

。

そ
れ

は

絶
望

以
外
の

な
に

も
の

で

も
な
く

、

根

本
的
な

解
決
ら
し

い

も

の

は
、

ど

こ

に

も

見

出
す
こ

と

が

で

き

な
か

っ

た
。

「

わ

ず
か

に

慰
め

ら

し

い

影
が

さ

し

た

と

す

れ
ば

、

そ

れ
は

、

死

後
の

世
界

か

ら

で

は

な

く
、

こ

の

地
上
の

世

界
の

中
に

見
出
さ

れ

た
。

自

分
の

死

後
、

家
族
や

知
友
が

、

自
分
の

こ

と

を

想
い

出
し

て

く
れ

る

だ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　（
2）

ろ

う
と

考
え

る
こ

と

は
、

非
常
な

慰
め

に

な
っ

た
」

（

「

ア

メ

リ
カ

で

癌
と

闘
う

記
」

一

九
五

五

年
一

〇
月
）

と

述
べ

て
い

る
。

岸
本
は

、

こ

の

と

き

自

分
の

死
に

真
剣
に

向
き

合
っ

た

が
、

幸
い

に

も

手
術
が

成
功
し
て

、

徐
々

に

健
康
を

回

復
す
る

こ

と

が

で

き

た
。

と

こ

ろ

が
、

一

九
五

九

年
一

月
、

癌
へ

の

恐
れ
を

忘
れ

か

け

て

い

た

頃
に

そ

の

再
発
を

知
り

、

そ

の

後
も

手
術
を

繰
り
返
し

た
。

発
病
時
か

ら
一

九

六

四

年
一

月
に

永

眠
す
る
ま
で

足

掛
け

十
年

、

岸
本
は

永
き

に

渡
っ

て

癌
と
、

そ

し

て

死
の

恐

怖
と

闘
う
こ

と

に

な
っ

た
。

　

2
　
「

宇
宙
の

霊
」

と

は

何
か

　

実

在
す

る

の

は

こ

の

世
だ

け
で

あ
り

、

死
後
の

世

界
も

霊
魂
の

永
存
も

認
め

な
い
、

そ

れ

が

岸
本
の

主

張
だ
っ

た
。

し

か

し
、

死

後

「

こ

の

自
分
」

は

ど

う
な
る

の

か

と

い

う

問
い

に

対
し

て

は
、

「

宇
宙
の

霊
に

か

え

る
」

な

ど

と

答
え
て
い

た

た
め

、

「

宇
宙
の

霊
」

と

い

う
言

葉
は

霊
魂
を

表
す
も
の

で

あ

り、

岸
本
の

言
葉
に

は

矛

盾
が

出
て

く
る

と

指
摘
す
る

研
究
者
も
い

た
。

次
に

岸
本
が

、

死

後
に

（628）　 98
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岸本英夫の 「死後世界観」

「

こ

の

自
分
」

が
ど

う
な
る

と

考
え

て

い

た
の

か
、

そ

れ

に

つ

い

て

述
べ

た

言

葉
を
紹

介
す

る
。

　

　
そ

れ

ま

で
、

死
と

無
と
い

っ

し
ょ

に

考
え

て

い

た

時
に

は
、

自
分
が

死
ん
で

意
識
が

な

く
な
れ

ば
、

こ

の

世

界
も

な
く
な
っ

て

し

　

　
ま

う
よ

う
な

錯
覚
か

ら
、

ど

う
し

て

も

脱
す
る
こ

と

が
、

で

き

な
か
っ

た
。

し

か

し
、

死
と

は
、

こ

の

世
に

別

れ
を

告
げ
る

時
と

　

　

考
え

る

場
合
に

は
、

も

ち

ろ

ん
、

こ

の

世
は

存

在
す
る

。

す
で

に

別
れ
を

告
げ
た

自
分
が

、

宇
宙
の

霊
に

か

え
っ

て
、

永
遠
の

休

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
（
3）

　

　

息
に

入
る

だ

け
で

あ
る

。

私
に

と
っ

て

は
、

少
な

く
と

も
、

こ

の

考
え
方
が
、

死
に

対
す
る

、

大
き

な

転
機
に

な
っ

て
い

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
「

別
れ
の

と

き

　
　
死
に

出
逢

う
心

構
え
」

】

九
六
】

年
七

月）

　

　

私
に

と

っ

て

は
、

私
の

個
人
の

生

命
力
と
い

う
も

の

は
、

私
の

死
後
は

、

大
き
な

宇
宙
の

生

命
力
の

中
に

、

と

け
込
ん

で

し
ま
っ

　

　
て

ゆ

く
と

考
え
る

ぐ
ら
い

が
、

せ
い

一

杯
で

あ
り

ま

す
。

そ

れ

は
、

い

い

か

え
れ
ば

、

私
と

い

う
個
人

は
、

死
と

と

も

に

な
く
な

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
4）

　

　
る

、

と

い

う
こ

と

で

あ
り
ま
す

。

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
（
「

私
の

心
の

宗
教
」

一

九
六
二

年
七

月）

　
こ

の

よ

う
な

岸
本
の

言
葉
に

対
し

、

た

と

え

ば

窪
寺
俊
之

は
、

こ

れ

ら
の

言
葉
に

よ
っ

て

岸
本
が

自
ら

の

霊
の

存

在
を

認
め

、

「

岸

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

つ

こ

本

自
身
の

生

命
が

永
遠
に

継
続
す
る
こ

と

を

願

望
し

た

こ

と

を

暴
露
し

て

い

る
」

と

い

っ

た
。

ま

た
、

近

藤
勝
彦
は

、

「

宇
宙
霊
魂
」

「

宇
宙
生
命
」

な

ど

の

表
象
に

は

ア
ニ

ミ

ズ

ム

の

響
き

が

感
じ

ら

れ
る

と

い

い
、

「

既
成
の

宗
教
に

生
き

る
こ

と

の

で

き
な

か

っ

た

日

本
の

知
識
人
が

、

自
家

製
の

宗
教
的
世
界

観
の

表

象
に

到
達
し

た

と

い

う
こ

と
で

あ
ろ

う
。

壮
絶
な

死
と

の

内
的

戦
い

で

あ
っ

た

が
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
6）

結
論
的
に

は
、

意
外
に

素
朴
な

疑
似
宗
教
の

中
に

安
心

を
求
め

た

と

言
わ

ざ
る

を

得
な
い

で

あ
ろ

う
」

と

批
判
し

た
。

さ

ら

に

宮
家
準

は
、

「

宇
宙
の

霊
」

と
い

う

言
葉
で

表
さ

れ
た
も
の

は

他
界
の
一

種
で

あ
り

、

「

実
体
が

あ
る

の

は

唯
こ

の

世
の

生
だ

け
だ
と

強
く

確
信

し

て

い

た
」

合
理

主
義
者
の

岸
本
が

、

「

死
の

怖
れ

が

も
た

ら

し

た

信
念
の

ぐ

ら
つ

き
の

な
か

で
、

宇
宙
の

霊
に

帰
っ

て

休
息
す
る
と

い

う

独
自
の

他
界
観
を

案
出
」

し

た

と

指
摘
し
、

「

こ

の

こ

と

は

死
に

直
面
し

た

人

間
に

と
っ

て

他
界
の

存
在
を

信
じ

る
こ

と

が
い

か

99 （629）
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に

大
き

な

安
ら

ぎ
を

与
え
る

か

と
い

う
こ

と

を

示
し

て

い

る

と

も

思
え
る
」 ．

と
い

っ

た
。

そ

し
て

、

「

他
界
に

お

も

む

い

た

死
者
の

霊

は
、

そ
こ

に

あ
っ

て

も

常
に

自

分
が

こ

の

世
に

残
し

て

別
れ

て

き

た

妻
子
の

生

活
を

心
配
し

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
」

と

述
べ

て

い

〔
7）る

。

　

ま

た
、

岸
本
の

直
弟
子
で

あ
る

脇
本
平
也

も
、

「

宇
宙
の

『

霊
』

と

い

う

言
い

方
も

、

霊

魂
観
を
し

り

ぞ

け

た

科
学
者
岸
本
の

語
と

し

て

は

気
に

か

か

る
。

宇
宙
の

霊
と

は

何
か

、

説
明
は

な

い

の

で

不

審
は

残
る

。

他
の

と

こ

ろ
で

は
、

『

私
の

死
後
は
、

大
き

な

宇

宙

の

生

命
力
の

中
に
、

と

け

込
ん

で

し
ま
っ

て

ゆ

く
』

と
い

う

言
い

方
も

出
て

く
る

。

こ

れ
に

よ
っ

て

見
る

と
、

宇
宙
の

霊
と

は

生
命
力

の

根
源
の

よ

う
な

も
の

の

イ
メ

ー

ジ
な

の
で

あ
ろ

う
か

。

と

す

れ

ば
、

い

わ
ゆ

る

個
人
の

霊

魂
の

否
定
と

、

必
ず
し

も

矛

盾
す

る

と

は

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　（
8V

い

え

な
い

か

も
し

れ
な
い

。

刀

折
れ

矢
尽
き

て

岸
本
も

霊
魂
を

認
め

た
、

と

い

う
こ

と

で

は

な
い

よ

う
で

あ
る

」

と
、

岸

本
が

用
い

た

言
葉
の

意
味
を

測
り
か

ね

て

い

る
こ

と

を
示
し

た
。

　

岸

本
が

批
判
さ

れ
た
の

は
、

死
の

恐

怖
に

負
け
て

、

ま

さ

し

く

「

刀

折
れ

矢
尽
き

て
」

自
ら
の

霊
魂
の

永
存
を

認
め

た

と

理

解
さ

れ

た

た

め

で

あ
る

。

そ

し

て
、

そ
の

よ

う
な

批
判
を

受
け

る

原

因
は
、

岸
本
自
身
に

あ
っ

た
。

た
し
か

に

岸
本
は

死
を

恐
れ
て
い

た

し
、

宮
家
が

指
摘
し

た

よ

う
に

「

死
に

直
面
し
た

人

間
に

と
っ

て

他
界
の

存
在
を

信
じ

る

こ

と

が
い

か

に

大
き

な

安
ら
ぎ
を

与
え

る

か

と
い

う
こ

と
」

を
認
め
、

そ

れ

を

信
じ
ら

れ
る

も

の

な

ら

信
じ
た

い

と

繰
り
返

し

語
っ

て

い

た
。

そ

の

上
、

「

宇
宙
生
命
へ

の

溶

入
」

に

よ

っ

て

生

命
飢
餓

状
態
を

克
服
す
る
こ

と

は

で

き

な

い

と

述
べ

る

こ

と

も

多
か
っ

た
。

た
と

え

ば
、

「

死
に

つ

い

て

の

想
い

　
　
死
の

準

備
と

し

て

何
を

な
す
べ

き

で

あ
る

か
」

（

一

九
六

〇

年
六

月
）

で

も
、

あ
る

医
学
者
の

「

自
分
の

死
後

、

自
分
の

生

命
は

宇
宙
に

還
る

と

考
え

て

い

る
」

と

い

う

言
葉
が

、

「

わ

た

し

の

心
に

気

持
よ

く
響
い

た
。

私
に

と
っ

て

も
、

そ

の

辺
が

、

考
え

得
る

限

界
で

あ

る
」

と

い

い

な

が

ら
、

す
ぐ

後
に

「

し

か

し
、

こ

の

よ

う
な

考
え

方
を

す
る
こ

と

は
、

い

か

に

そ

れ
が

納
得
の

し

や

す
い

説
明
で

あ
っ

て

も
、
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（
9）

そ
れ

は
、

す
こ

し

も
、

死
に

対
す
る

悩
み

や

恐
れ
の

解
決
に

は

な

ら
な
い
」

と

続
け

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

岸

本
の

言
葉
を
ど

の

よ

う

に

解
釈
す
れ
ば
よ
い

の

か
。

岸
本
自
身
に

よ

る

説

明
は

な

い
。

　

結
局

、

岸
本
は
、

批
判
さ

れ
た

よ

う
に

死
へ

の

怖
れ
に

負
け
て

、

死
後
も
霊

魂
は

永
存
し

「

こ

の

自
分
」

と

い

う
意
識
を

保
つ

こ

と

が

で

き

る

と

信
じ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

生

命
飢
餓

感
を

満
た

し

た

の

だ
ろ

う
か

。

そ

れ
と

も
、

癌
と

の

闘
い

の

果
て

に

別
の

道
が

開
け

て

き

た

の

だ
ろ

う
か

。

　

3
　
「

知
」

と

「

信
」

と

の

間
の

距
離

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
（
10）

　

岸
本
は

、

発
病
の

六

年
前
に

「

生

死

観
の

類
型

i
生
死
観
四

態
」

（
一

九

四
八

年
七

月
）

と

い

う

論
文
を

発
表
し

て

い

て
、

そ

こ

で

生

死

観
を

四
つ

に

分

類
し

て

い

る
。

一
、

肉
体
的
生

命
の

存
続
を

希
求

す
る

も

の
。

二
、

死

後
に

お

け
る

生

命
の

永

存
を

信
ず
る

も

の
。

三
、

自
己

の

生

命
を
、

そ

れ
に

代
る

限

り
な
き

生

命
に

托
す

る

も
の

。

四、

現
実
の

生
活
の

中
に

永
遠

の

生

命
を

感

得
す
る

も

の
。

こ

の

四
つ

で

あ
る

。

そ

し

て
、

こ

の

論
文
の

最
後
で

、

現
代
社
会
は

ウ
ィ

リ

ア
ム
・

ジ
ェ

ー
ム

ズ

が

い

う
よ
う

な

「

健
や

か

な
る

心
」

の

持
ち
主
を

つ

く
る

傾
向
に

あ
る

た

め
、

「

第
一

、

第
二

の

類
型
の

生
死
観
よ

り
は

、

第
三

、

第
四
の

そ
れ

が
、

次
第
に

優
位
を

占
め

る

で

あ
ろ

う
。

も
と

よ

り、

社
会
の

変
化
は

遅
い

。

そ

の

道
は

遠
い

。

し
か

し
、

生

死
の

問
題
の

変

化
の

方

向
は

、

そ
れ

と

定
ま

っ

て

動
か

ぬ

よ

う
で

あ
る
」

と

述
べ

た
。

　

当
時
の

岸
本
が
、

第
三

・

第
四

類
型
の

生

死

観
を

自
ら
の

生

死

観
と

し

て

い

た

こ

と

は

明
ら
か

で

あ
り

、

社
会

全
体
と

し
て

も
そ

の

方
向
に

進
む
も
の

と

確
信
し

て

い

た
。

と

こ

ろ

が
、

自
分

自
身
が

癌
を

発
病
し
た

と

き
、

岸
本
が

執
着
し

た

の

は
、

「

こ

の

自
分
」

で

あ
っ

た
。

そ
の

と

き
に

初
め

て
、

岸
本
は

、

人
間
の

生

命
へ

の

執
着
の

強
さ

を

知
っ

た

と
い

え
る

。

そ

し
て

第
一

・

第
二

の

生

死

観
、

と

り
わ

け

死

後
の

生
命
を

信
じ

る

第
二

の

生

死
観
こ

そ

が
、

生

死
の

問
題
の

「

有
力
な

武
器
」

で

あ
る

こ

と

を

思
い

知
ら

さ

れ

た
。

第
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二

類
型

の

生

死
観
を

信
じ

た
い

の

に

自
ら
の

知

性
が

そ

れ

を

許
さ

な
い

。

さ

ら
に

、

観
念
的
に

把
握
し
て
い

た

第
三

・

第
四

の

生

死
観

は

思
っ

て

い

た

ほ

ど
の

力
に

は

な

ら

な

い

こ

と

に

気
付
き

、

ど

こ

に

救
い

を

見
出
せ

ば
よ
い

の

か

わ
か

ら

な

く
な
っ

た

岸
本
は

、

精
神

的
に

追
い

詰
め

ら

れ
た
と

考
え
ら

れ

る
。

知

性
が

認
め

た

「

宇
宙
生

命
へ

の

溶
入
」

に
、

岸
本
は

、

何
ら
か

の

救
い

を

見
出
せ

た
の

だ

ろ

う

か
。

　

脇
本
は

、

岸
本
が

戦
後
ま
も
な

く
か

ら

日

本

自
由
宗
教

連
盟
の

理

事
長
を

務
め
て
い

た

こ

と

を

指
摘
し
、

こ

の

連
盟
に

参
加
し

た

宗

教

者
の

な
か

に

は
、

大
宇
宙
生

命
へ

の

帰
一

を

説
く

論
客
も

あ
っ

た

と

し
て

、

岸
本
と

共
に

日

本
自
由
宗
教
連
盟
を

創

設
し

た

今
岡
信

一

良
を

紹
介
し

て

い

る
。

そ
し

て
、

宇
宙
に

遍
満
す

る

生

命
エ

ネ
ル

ギ
ー

と
い

う

仮
説
は

、

宗
教
の

近

代
化
を

進
め

よ

う
と

す
る

グ
ル

ー
プ

に

は

よ

く

見
ら
れ

る

主

張
で

あ
る

と

述
べ

た
。

さ

ら
に
、

岸

本
が

初
め

て

宇
宙
生

命
と

い

う
言

葉
を

使
っ

た

の

は
、

癌
発
病
後
で

は

な

く
、

「

生
死

観
の

類
型

ー
生

死
観
四

態
」

に

も

既
に

そ

の

言
葉
は

あ
る

こ

と

も

指

摘
し

て

い

る
。

第
二

類
型
の

最
後
に

、

「

あ
る

も

の

は

個

的
な

霊

魂
の

存
在
に

納
得
し

得
ず

、

宇

宙
に

遍

満
す
る

大
生
命
の

存
在
を

信
ず
る

。

死
に

よ
っ

て

個
我
を

脱
し

た

場

合
に
、

自
己

の

生

命
は

普
遍

的
な
宇

宙
生
命
の

中
に

溶
け

込

ん

で
い

く
」

と
い

う

表
現
が

あ
る

。

こ

の

こ

と

か

ら
、

死

後
に

「

宇
宙
生

命
」

に

溶
入

す
る

と
い

う
生

死
観
は

、

死
の

恐

怖
に

よ
っ

て

急
遽

作
ら

れ

た

も

の

で

は

な
い

こ

と

が

わ

か

る
。

脇
本
は

、

発

病
前
の

こ

の

言
葉

と
、

先
に

挙
げ
た

「

私
の

心

の

宗
教
」

（
一

九

六
二

年
七

月）

の
一

節
を

比

較
し

、

そ

の

聞
に

十
四

年
と

い

う

歳
月
と

癌
と

い

う
死
病
の

体
験
が

あ
っ

た

こ

と
を

明
ら
か

に

し

た

上
で
、

前

者
を
宗

教
的
宇
宙
生

命
観
の

客
観
的
紹
介

、

後
者
を
そ

の
・
王

体
的
受

容
で

あ
る

と

評

し

た
。

そ

し

て
、

両
者
の

問
に

存
在
す
る

質
的

間
隔
は

、

知
と

信
と

の

問
の

距
離
で

は

な
い

か

と

問
う
て

い

る
。

ま

た
、

普
遍
的
宇
宙

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
11）

生

命
へ

の

溶
入
と

い

う

見
方
も

、

死

後
世
界
観
の

類
型
の
一

つ

と

し

て

数
え
る
べ

き
だ
と

主

張
し

た
。

　
は

た

し

て
、

宗
教

的
宇
宙
生

命
に

つ

い

て

の

「

知
」

は

「

信
」

に

な
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

次
に

、

岸
本
が

死
に

向
き

合
っ

て

い

っ

た
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過
程
を

、

心

境
の

変
化
に

注

目
し

な
が

ら

追
い

、

「

宇
宙
生

命
へ

の

溶
入
」

と
い

う

言
葉
が

も
つ

意
味
に
つ

い

て

考
え

て

い

き

た

い
。

二

　
死
を
み

つ

め

る

心

　
1
　
死
を

み
つ

め

る

心

　

発
病
当
初
は

生

命
飢
餓

状
態
に

陥
り

、

死
へ

の

怖
れ

を

表
現
し

て

い

た

岸
本
で

あ
っ

た

が
、

皮
膚
癌
で

あ
っ

た

た
め

仕
事
に

は

支

障

が

な
く

、

働
く
こ

と

は

や
め

な

か

っ

た
。

そ

の

間
に

、

心
に

少
し

ず
つ

新
し
い

境
地
が

ひ

ら

け
て

き

た

と

い

う
。

一

九
六
二

年
六

月
九

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
12）

日
に

毎
日
新
聞
に

掲
載
さ

れ

た

「

死
を

み
つ

め

る

心

　
　
ガ

ン

と

闘
っ

て

八

年
間
」

と

い

う

文
章
で

は
、

心
の

変
化
を

、

四
つ

の

段
階

に

分
け
て

自
ら

分
析
し

て

い

る
。

　

第
一

の

段
階
で

は
、

癌
と
い

う
心
の

シ
ョ

ッ

ク

に

耐
え

て
、

自
分
を

精
神
的
に

支
え
て

ゆ

く
た

め

に

手

負
い

の

イ
ノ

シ

シ

の

よ

う
に

ガ

ム

シ

ャ

ラ

に

働
い

た
。

し

か

し
、

死
の

暗
闇
は

、

考
え

ま
い

と

す
れ
ば

す
る

ほ

ど
、

大
き

な

口

を

開
い

て

追
っ

て

き

た
。

　

そ
の

う
ち

に

ふ

と

第
二

の

段
階
が

開
け
て

き

た
。

死
を

真
正

面
か

ら
ジ
ッ

と

見
つ

め

る
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

の

で

あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

死
を
「

別
れ
の

と

き
」

と

考
え
る
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

た

か

ら
で

あ
る

。

人

間
は

平
生
の

生

活
の

中
で

も
、

小
さ

な

別
れ

の

と

き

の

悲
し

さ
、

辛
さ

を
た

び
た

び
経
験
し
て

い

る
。

死
は

、

別
れ

の

と

き

の
一

種
で

あ
り

、

そ
の

最
大
な
る

も

の

で

あ
る

。

し

か

し
、

人
間
は

、

こ

の

大
き

な

別
れ

の

と

き

に

対
し
て

は

心
の

準
備
を
し

よ

う
と

せ

ず
、

そ

の

た

め

に

死
に

臨
ん

で

死
ぬ

に

死
ね
な
い

苦
し
み

が

起
こ

っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

死
か

ら

強
い

て

目
を
そ

む

け
る

の

で

は

な

く
、

日

々

の

生

活
の

中
で

小
さ

な

死
の

別

れ
を
く

り
返
し

て
、

心
の

準
備
を
し

て

お

く
こ

と

が

大
切
で

あ
る
こ

と

に

気
付
く
と
、

死
を

思
う
こ

と

が
、

そ

れ
以

前
ほ

ど
、

耐
え

難

い

お

の

の

き

で

は

な

く
な
っ

て

き
た

。
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第
三

に

開
け
て

き

た

の

は
、

死
が

迫
っ

て

き

て

も
、

自
分
の

社
会
に

対
す

る

役
割
と

責

任
と

を

最
後
ま

で

放
棄
し
な
い

と

い

う
気
持

ち

で

あ
る

。

意

識
の

な

く
な

る

最

後
の
一

瞬
ま

で
、

人
間
生

活
に

徹
し

て

生
き

る
。

自
分
の

方
か

ら

病
気
に

負
け
て

、

社
会
に

対
す
る

責
任
を

捨
て

な

い

限
り
、

そ

の

役
割
か

ら

来
る

責
任
感
は

、

迫
っ

て

く
る

死
に

対
し

て
、

自
分
を

支
え

る

大
き

な

力
と

な

る
。

　

第
四
に

は
、

こ

の

よ

う
に

死
か

ら

強
い

て

目
を

そ
ら
さ

な
い

で

も
よ

い

と
い

う

状
態
に

な
っ

て

く
る

と

「

よ

く
生
き

る
」

と

い

う
こ

と

の

意

味
が

お

の

ず
か

ら

変
化
し

て

き

た
。

必
ず
し
も

、

ガ

ム

シ

ャ

ラ

に

働
く
こ

と

ば
か

り

が
、

よ

く

生
き

る

こ

と

で

は

な
い

と

考
え

ら

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

も
っ

と

静
か

に
、

人
生

を

深
く

味
わ

う
こ

と

の

で

き

る

ゆ

と

り

が

で

て

き

た
。

死
の

恐

怖
に

直
面
し

な

が

ら
、

静
か

に

人
生
を

味
わ

う
。

こ

れ

が
、

よ

う
や
く

少
し

ず
つ

心
に

開
け

て

き

は

じ

め

た

第
四
の

段
階
の

心

境
で

あ
る

。

　
2
　
二

つ

の

契
機

　
こ

の

よ

う
に

岸
本
は

、

死

に

対
す

る

見
方
を

徐
々

に

変
え
て
い

っ

た

の

だ
が
、

変
化
の

契
機
が

二

つ

あ
っ

た
。

一

つ

は
、

日

本
女
子

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
13）

大
学
の

創
始

者
で

あ

る

成

瀬
仁
蔵
の

告
別

講
演
「

我
が

継
承

者
に

告
ぐ

」

を

読
ん

だ

こ

と

で

あ
っ

た
。

成
瀬
仁
蔵
は

、

一

九
一

九
年
三

月
四
日
に

亡
く
な
っ

て

い

る

が
、

そ

の

約
一

ヶ

月

前
、

同
年
］

月
二

九
日

に

告
別
講
演
を

行
っ

て

い

る
。

岸
本
は

、

そ

の

記
念
日
で

あ

る
一

九
六

〇

年
一

月
二

九
日

に
、

成
瀬
仁

蔵
を

偲
ぶ

た

め

の

講
演
を
す
る

よ

う
に

と

の

依
頼
を

、

日

本
女
子

大
学
か

ら

受
け
た

の

で

あ

る
。

そ
の

準

備
の

た

め

に

成
瀬
仁

蔵
の

告

別
講
演
集
を

読
み

、

死
は
生

命
と

の

「

別
れ
の

と

き
」

で

あ
る

と

考
え
る

よ

う
に

な
っ

た

と

い

う
。

　

死
を

「

別
れ

の

と

き
」

と

見
る

よ

う
に

な
っ

て

か

ら
は

、

死
も

、

長
い
一

生
の

問
に

経
験
し

た

様
々

な

別
れ

の
一

つ

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

れ

は

全

体
的
な

別
れ

で

は

あ
る
が

、

そ

の

つ

も

り
で

準
備
を
す

れ

ば

耐
え

ら

れ

な
い

も
の

で

は
な
い

。

こ

の

「

心
の

準
備
」

と
い

う
こ

と

に

気
づ

く
と

、

ず
い

ぶ

ん

心
が

落
ち

つ

い

て

き

た
。

死
は

絶
対
的
な

他
者
で

は

な

く
、

む

し
ろ

、

親
し
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み

や
す
い

も

の
、

そ

れ
と

出
逢
い

う
る

も
の

に

な
っ

て

き

た

と

い

う
。

　

ま
た

、

自
ら
が

心
血
を

注
い

で

き

た

仕
事

、

成
瀬
に

と
っ

て

そ

れ

は

女

子
教

育
で

あ
り
日

本
女

子
大
学
そ

の

も
の

で

あ
る

が
、

そ

の

仕
事
に

よ
っ

て

成
瀬
自

身
が

救
わ
れ

た

の

だ

と
、

岸
本
は

分
析
し

て

い

る
。

岸
本
は

、

「

成

瀬
先
生

ご

自
身

す
ら
、

日

本
人
の

た

め

人

類
の

た

め

に

率
先
し
、

犠
牲
に

な
っ

て

い

る

と

思
わ
れ

た

で

あ
ろ

う
こ

の

仕
事
が

、

自

分
の

生

命
の

こ

れ

ほ

ど

の

大
き

な

支
え
に

な

る

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
14）

と

は
、

そ

れ
ま

で

思
わ

れ

な

か

っ

た

こ

と

で

あ
ろ

う
」

と

い

い
、

癌
に

か

か

り

死
に

直

面
し

て
、

成
瀬
自
身
が

そ
の

こ

と
を

再
発
見
し

た

に

違
い

な

い

と
、

推

測
す
る

。

永
遠
性
を
も
っ

た

対
象
に

自
己
の

生

命
を

託
す
と
い

う
生

死

観
は

、

発
病
前
の

岸
本
の

生

死
観
で

あ

っ

た
。

ま

た
、

岸
本
は

「

成
瀬

先
生
の

告
別
講
演
を

読
ん

で
、

私
は

、

成
瀬
先
生
は

人

間
の

本
当
の

幸
福
を
め

ざ
す

仕
事
の

た

め

に
、

身
を

捧
げ
尽
し

た

か

た
、

そ

の

捧
げ

尽
し

た
こ

と

に

よ

り

自
分
の

永

遠
の

生
命
を

見
出
し

た
か

た
、

ま

た

そ

れ

が

先
生

の

生

涯
で

あ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
15）

り
、

そ

れ
が

先
生
の

宗

教
観
で

あ
っ

た

と

思

う
」

と

述
べ

て

い

る

が
、

人

間
の

本
当
の

幸
福
を
め

ざ

す
仕

事
の

た

め

に

身
を

捧
げ

尽
く

そ
う
と
い

う

思
い

は
、

そ

の

ま
ま

岸
本
の

思
い

で

も

あ
り

、

そ

れ
を

成
瀬
の

う
ち

に

見

出
し

て
、

最
期
ま

で

ど

う
生
き

れ
ば
よ
い

の

か

心
が

定
ま
っ

た

の

だ

ろ

う
。

成
瀬
の

思
想
に

触
れ

、

成
瀬
と
い

う

実
在
の

、

し

か

も
実

父
岸

本
能
武
太
と

も

岳
父

姉
崎
正

治
と

も

親
交

が

深

く
身
近
な

存
在
で

あ
っ

た

人

物
に

、

自
ら

の

理

想
を

見
出
し

た

こ

と

が

き
っ

か

け
と

な

り
、

ガ

ム

シ

ャ

ラ

に

働
く
こ

と

で

死
の

恐

怖
に

耐
え
て

い

た

第
一

の

段
階
か

ら
、

第
二

、

第
三

の

段
階
へ

の

移
行
が

可

能
に

な
っ

た
。

　
二

つ

目
の

契
機
は

、

世
界
有

数
の

黒
色
腫
の

権
威
で

あ
る
ハ

ー
バ

ー

ド

大

学
の

フ

ィ

ツ
バ

ト

リ
ッ

ク

博
士
に

、

癌
は

確
か

に

悪

性
の

黒
色

腫
で

あ
り
こ

れ
か

ら

も

何
度
も

出
て

く

る

だ

ろ

う
が

、

そ

れ
を

早
め

に

切
り

取
っ

て
い

け
ば

長
く
生
き

ら

れ
る

と

告
げ
ら

れ

た

こ

と

で

あ
る

。

一

九
六
一

年
一

一

月
に

こ

の

診
断
を

受
け

、

岸
本
は

家

族
に

あ
て

て
．、

一

〇
四

三
ぞ

巴
o

お、、

の

国
際
電
報
を

打
っ

た
。

こ

こ

で

第
四

の

段
階
の

心
境
が

開
け
て

き

た
。

そ

し

て
、

翌
年
の

＝

月
、

再
び

岸

本
は

フ

ィ

ツ
バ

ト

リ
ッ

ク

博
士
の

診

断
を

仰
い

だ
。

そ
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の

と

き

博
士
の

口

か

ら

出
た

最
初
の

言
葉
は
．

壇
〇

二

贄
Φ

お
巴
崎

巴
亘
o

菖
日
餌

昌、”

で

あ
っ

た
。

再
度

、

癌
は

治
ら
な
い

が
、

こ

の

癌
で

は

容

易
に

死
な

な

い

と

伝
え
ら

れ

た
。

こ

の

と

き

が
一

つ

の

転
機
で

あ
っ

た

と

岸
本
自
身
が

朝
日
新
聞
に

掲
載
さ

れ

た

「

命
あ
る

限
り

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

（
16）

豊
か

に

　

　
ガ

ン

で

も

死
な
な
い
」

二

九
六一
二

年
二

月）

で

述
べ

て
い

る
。

そ

の

と

き

か

ら

自
分
の

癌
に

つ

い

て

忘
れ
が

ち
に

な
っ

た
。

そ

れ

ま

で

は
、

癌
に

負
け
て

は

な

ら
な
い

と

考
え

て

激
し
く

活
動
し

て

い

た

が
、

博
士
の

言
葉
が

転
機
と

な
っ

て
、

癌
の

病
状
は

そ

の

ま

ま

で

あ
り

な

が

ら

死
の

恐

怖
の

影
が

心
か

ら

消
え

、

平
常
心
を
と

り
戻
す
こ

と

が

で

き

た

と
い

う
。

そ

し
て

、

手

術
を

繰
り
返
し

な

が

ら

も

癌
を

恐
れ
な

く
な

り
、

命
あ
る

限
り
し
な

け
れ
ば
な

ら

な
い

自
分
の

仕
事
を

考
え
て

明
る

い

希
望
に

あ
ふ

れ
て

い

る

と

ま

で

い

う
よ

う
に

な
っ

た
。

　

3
　
心

境
の

変
化

　

岸
本
は

、

死
を
「

別
れ
の

と

き
」

と

見
る
よ

う
に

な
っ

て

か

ら
、

癌
に

対
す
る

恐

怖
よ

り

も

癌
へ

の

感
謝
の

言
葉
を
口

に

す
る

よ

う

に

な
っ

た
。

た

と

え

ば
、

「

別
れ
の

と

き

　

　
死
に

出
逢
う

心
構
え
」

（
一

九
六
一

年
七

月）

で

は
、

「

私
の

こ

の

生

き

方
の

、

一

ば

ん

奥

に

は
、

癌
と

い

う

筋
が
一

本
通
っ

て

い

て
、

そ

の

た

め

に
、

ほ

ん

と

う
に

よ

く

人
生

を

送
っ

て

ゆ
く
こ

と

が

で

き

る
。

癌
の

お

か

げ

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
17）

で
、

ほ

ん

と

う
の

生

活
が

で

き

る

の

だ
と
い

う

感
じ
が

す
る

の

で

あ
る
」

と
い

い
、

「

癌
の

再
発
と

闘
い

つ

つ

生
き

る
」

（
一

九
六
二

年
三

月）

に

は

「

私
の

癌
は
、

私
に
、

人
生
を

深
く

見
る

目
と

、

ほ

ん

と

う
に

よ

く
生
き

る

生
き

方
と

を

教
え

て

く
れ

た
。

私
は

癌
を
お

そ

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
18）

れ

な

が

ら
、

し

か

し

同
時
に

、

癌
に

感
謝
す
る

よ

う
な

気
持
で

日

々

を

暮
し
て

い

る
」

と

書
い

て
い

る
。

「

死
を
み

つ

め

る

心

　
　
ガ

ン

と

闘
っ

て

八

年

間
」

二

九
六

二

年
六

月
）

で

は
、

死
の

問
題
を

解
決
し
て

は
い

な
い

と

述
べ

た

後
に

、

「

し
か

し
、

そ

れ

に

し

て

も
、

も

し

ガ

ン

が

な

か

っ

た

ら
、

私
は

こ

の

八

年
間

、

こ

ん

な

に

真
剣
な
、

深
い

生
活
を

す
る
こ

と

は

な
か
っ

た
で

あ
ろ

う
。

ガ

ン

の

お

か

げ
で
、

私
と
い

う
人

間
に

は

何
か
一

本
の

筋
が

通
っ

た

よ

う
な

気
が

す
る

。

ガ

ン

に

苦
し

み

な

が

ら
、

そ

の

ガ
ン

に

感
謝
す
る

よ

う
な
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（
19）

気
持
で

生
き

て

い

る

と

い

う
の

が
、

現
在
の

私
の

い

つ

わ

ら

ざ
る

心
境
で

あ

る
」

と

語
っ

た
。

ま
た

、

死
を

「

別
れ
の

と

き
」

と

見
る

よ

う
に

な
っ

て

か

ら

は
、

生
き

て

い

る

ど

の
一

日
も

同
じ

よ

う
に

尊
い

と

実
感
で

き

る

よ

う
に

な
っ

た

と

述
べ

て

い

る
。

　
そ

し

て
、

フ

ィ

ツ
バ

ト

リ
ッ

ク

博
士
の

診

断
を

受
け
て

か

ら
は

、

人
生
を

深
く

静
か

に

味
わ

う
こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な
っ

た

と

い

う
。

ま
た

、

仕

事
に

打
ち

込
み

自
分
を

捧
げ
尽
く
し

た
と

き
に

、

最
も

幸
福
で

あ
っ

た
と

繰
り
返

し

述
べ

た
。

た
と

え

ば
、

「

私
の

心

の

宗
教
」

2

九
六
二

年
七

月）

で

は
、

「

自
分
の

命
の

す
べ

て

を

あ
げ
て
、

捧
げ
つ

く
し

得
た

と

き

に
、

人

間
は

、

も
っ

と

も

強
い

生

き

甲
斐
を

感
じ

て
、

本
当
に

幸
福
な
の

だ
と

い

う
こ

と

で

あ
り
ま

す
。

考
え

て

み

ま

す
と

、

こ

こ

に
、

人

間
生

活
の

、

不
思
議
な

か

ら

く

り
が

あ
る

よ

う
で

あ
り
ま

す
。

自
分
に

と
っ

て
、

も
っ

と

も
大

切
な

も
の

は
、

命
な

の

で

あ
り
ま
す
が

、

そ

の

大

切
な

命
を

棄
て

る
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

た

そ

の

時
に

、

私
は

、

自
分
の

命
の

、

も
っ

と

も

強
い

生
き

甲

斐
を

感
じ

、

私
は

、

も
っ

と

も

幸

福
で

あ

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

（
20）

る
、

と
い

う
こ

と

で

あ
り

ま

す
」

と

述
べ

て
い

る
。

そ

し

て

亡
く

な

る
二

ヶ

月

前
に

発
表
さ

れ

た

「

わ
が
生

死

観
lI

生
命
飢
餓

状
態

に

身
を
お
い

て
」

（
一

九
六一
二

年
一
一

月）

で

は
、

「

こ

の

よ

う
に

し
て
、

死
の

暗
闇
の

前
に

素

手
で

立
っ

て

い

た

私
は

、

こ

の

ギ

リ

ギ
リ

の

限
界
状
況
ま

で

き

て
、

逆
に

、

大
き

な

転
回
を
し
て

、

生

命
の

絶

対
的
な

肯
定
論
者
に

な
っ

た
。

死
を

前
に

し

て

大
い

に

生
き

る

と

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
幻）

い

う
こ

と

が
、

私
の

新
し
い

出
発
に

な
っ

た
」

と
、

そ

の

心

境
を

表

現
し

た
。

三

　
生
命
力
が
還
る

と

こ

ろ

　

宇
宙
の

「

霊
」

と

い

う

言
葉
は

、

霊
魂
を

指
す
も
の

で

あ
る

と

考
え
ら

れ
、

そ

の

た

め

に

岸
本
の

言
葉
に

は
矛

盾
が

あ
る

と

指
摘
さ

れ

た
。

し

か

し
、

岸
本
が

使
う
「

霊
」

と

い

う
言
葉
は

、

個
人

的
意

識
の

存

続
を

前
提
と

す
る

従
来
の

「

霊

魂
」

と

は

別
の

も

の

で

あ

る
。

ま

ず、

岸

本
自
身
の

言
葉
を

、

そ

の

根
拠
と

し

て

挙
げ
た
い

。

た
と

え

ば
、

「

近

代
人
は

宗
教
を
ど

う
考
え

る

か
」

（

一

九
五
一

年
八
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月）

で

は
、

「

死
に

よ
っ

て
、

か

よ

う
な

肉

体
的

要
素
を

す
べ

て

失
っ

て

し

ま
っ

た

霊

魂
は

、

た

と

い

霊

魂
と

し

て

存

在
す
る

と

し

て

も

果
し

て

理

想
世

界
に

お
い

て
、

見
た

り
、

聞
い

た

り
、

考
え

た

り

す
る
こ

と

が

で

き

る

の

か
。

純
粋
な

生

命
そ

の

も
の

の

存
続
は

、

こ

れ
を

否
定

す
る

理

由
は

な

い

と

し

て

も
、

伝

統
的
に

考
え
ら

れ
て

き

た

よ

う
な

死
後
の

生

命
や

、

個
人

的
霊
魂
の

存
続
と

は
、

た

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
22）

へ

ん
に

意
味
が

異
な
っ

て

く

る

の

で

あ
る
」

と

述
べ

て

い

る
。

た

し
か

に
、

岸
本
は

「

霊

魂
」

と
い

う

言
葉
を

使
っ

て

い

る

が
、

そ

れ

は

個
人
と

し
て

の

意

識
を

も

た

ず

考
え

る

こ

と

も

な

い
、

「

純
粋
な

生

命
そ

の

も

の
」

と

し
て

の

「

霊

魂
」

で

あ
っ

て
、

従
来
の

霊

魂

と

は

異
な
る

も

の

で

あ
る

。

ま

た
、

脇

本
が

指

摘
し

て

い

る

よ

う
に

、

「

宇
宙
の

霊
に

か

え
る
」

と
い

う
言

葉
は

、

「

宇
宙
の

生
命
力
の

中
に

、

と

け
込
ん

で

し

ま
っ

て

ゆ

く
」

、

「

宇
宙
に

還
る
」

と
い

う

言
葉
と

同
じ

意
味
を
も

つ

も
の

と

し
て

使
わ

れ

て

い

る

と
い

う

事
実

も
、

　一

つ

の

根
拠
と

な

る
。

　

岸
本
は

、

死
後
に

は

個
人
の

生

命
か

ら

「

こ

の

自
分
」

と
い

う
意

識
を

抜
き

取
っ

た

「

純
粋
な

意
味
で

の

生
命
力
」

だ
け

が

存

続
す

る

と

考
え
て
い

た
。

次
に
、

そ

れ

を

示
す

文
章
を

紹
介
し
た
い

。

　

　

純
粋
な

意
味
で

の

生

命
力
の

存
続
と
い

う
こ

と

は
、

こ

れ
を

否
定
す
る

理

由
は

な
い

で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

従
来
考
え

ら
れ
て

き

　

　
た

よ
う
な

霊

魂
の

不

滅
は

無
条
件
で

は

考
え

ら

れ
な
く
な
っ

て
い

る
。

近
代
の

生
理

学
や

心
理

学
の

発
達
に

基
い

て

考
え
て

み

る

　

　
と

、

人

間
が

生

前
に

獲
得
し

た

個
人

的
な

意
識
経
験
と
い

う
も
の

を
、

死
に

よ

る

肉
体
の

喪
失
の

後
に

ま

で

存
続
し

続
け
る

と
い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
23）

　

　
う
こ

と
は

考
え

ら
れ

な

い

の

で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
「

こ

れ
か

ら
の

私
達
の

宗
教
」

一

九
五
二

年
一

月
）

　

　

死
後

、

個
人
の

生

命
は

大
き

な

宇
宙

的
な
エ

ネ
ル

ギ
ー

の

中
に

溶
け
込
ん

で

ゆ

く
と

考
え
る
こ

と

は
、

現

代
で

も
、

通
用
し
そ

う

　

　
で

あ
る

。

も
と

よ

り
、

こ

れ

だ

け
で

は
、

死
に

直
面
し
て

た

ぎ

り
た

つ

人
間
の

心
を

満
足
さ

せ

る
こ

と

は

で

き

な
い

。

当
人
に

と

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
24）

　

　
っ

て

死
ん

で

消
え
て

は

な

ら

な
い

の

は

各

自
の

自
我
意
識
だ

か

ら
で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

れ

も

部
分
的
な

解
決
に

は

な
る

。
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岸本英夫の 「死後世 界観」

　
「

宇
宙
の

霊
に

か

え
る
」

と

は
、

死

後
に

「

こ

の

自
分
」

的
な
エ

ネ
ル

ギ
ー

」

に

溶
け

込
む

こ

と

で

あ
る

。

四

　
成
瀬
仁
蔵
の

生
死
観

と

い

う
意

識
を

失
っ

た

　（
「

死
の

問
題
に

解
決
は

あ
る

か
」

一

九
五

六

年
三

月）

「

純
粋
な

意
味
で

の

生

命
力
」

が

「

大
き

な

宇
宙

　
1
　
死
の

問
題
の

解
決

方
法

　

岸
本
は

、

癌
を

発

病
し

、

死
の

宣

告
を

受
け
る

前
は
、

「

死
の

問
題

の

解
決

方
法
」

を

知
っ

て
い

た
。

少
な
く
と

も
、

知
っ

て

い

る

と

思
っ

て

い

た
。

た

と

え
ば

、

「

近
代
人
は

宗
教
を

ど

う

考
え

る

か
」

（
一

九
五
一

年
八

月）

で

は
、

永
遠
な

る

理
想
こ

そ

神
で

あ
る

と

い

い
、

「

心
に

宿
る

理
想
の

光
は

、

神
の

恵
み

で

あ
る

。

死
後
の

生

命
の

存
続
の

問
題
に

も

心
を

わ

ず
ら

わ
さ

れ
な

く
な

る
。

現
在
の

刹

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
25）

那
刹
那
の

生
命
に

永
遠
な

る

も

の

を

感

得
し

得
る

か

ら

で

あ
る
」

と

述
べ

て
い

る
。

ま

た
、

「

近

代
的
宗
教
の

特
質
」

（
一

九
五
三

年
三

月）

で

は
、

近

代
的
宗
教
の

特
質
の
一

つ

と

し

て
、

死

の

問
題
よ

り
も
生
の

問
題
を

重

要
視
す
る

よ

う
に

な

り
つ

つ

あ

る
と

指
摘
し

、

「

死
の

問
題
の

解
決
が

、

生
の

問
題
の

解
決
の

鍵
と

な

る

の

で

は

な
く

、

生
の

問
題
が

先
行
す
る
こ

と

に

な
っ

た
。

真
に

生
き

が

い

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
26）

あ
る

生
き

方
を

見
出
せ

ば
、

そ

れ
に

よ
っ

て
、

お

の

ず
か

ら

死
の

問
題
の

解
決
も
な

さ

れ

る
、

と

い

う

考
え

方
に

移
っ

て

き

た
」

と

述

べ
、

「

真
に

生
き

が

い

の

あ
る

生
き

方
」

に

よ
っ

て

死
の

問
題
を

解
決
し

得
る

と

の

見
解
を
示
し

て

い

た
。

　
と

こ

ろ

が
、

死
の

宣
告
を

受
け
た

直
後
の

岸

本
は

、

死
の

問
題
に

対
す
る

「

有

力
な

武
器
」

を
、

「

死
後
の

生

命
の

存
続
と
い

う

信

念
」

に

し

か

見
出
す
こ

と

が
で

き

な
か
っ

た
。

そ

し

て
、

死
の

前
に

素

手
で

立
っ

て
い

る

よ

う
に

感
じ
、

生

命
飢
餓

状
態
に

陥
っ

て

苦

し

ん

だ
の

で

あ
る

。

「

現
在
の

刹
那
刹

那
の

生

命
に

永
遠
な

る

も

の

を

感
得
」

す
る
こ

と

も
、

「

真
に

生
き

が
い

の

あ
る

生
き

方
」

を

す
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る
こ

と

も
、

死
の

問
題
を

本
当
に

解
決
す

る

も
の

だ

と

は
、

当
時
の

岸
本
に

は

思
え

な

か

っ

た
。

死
か

ら

目
を
そ

ら

す
た

め

に
、

た

だ

ガ

ム

シ

ャ

ラ

に

働
く
と
い

う
こ

と

だ

け

が
、

岸

本
に

で

き

る

こ

と

だ
っ

た
。

　
し

か

し
、

成
瀬
の

思
想
に

触
れ
、

死

を

生

命
と

の

「

別
れ
の

と

き
」

と

考
え
る

よ

う
に

な
っ

て
、

落
ち

着
き

を

取
り

戻
す
こ

と

が

で

き

た
。

そ
の

と

き

岸
本
が

見
出
し

た

の

は
、

死
で

は

な
く

、

「

生

命
」

で

あ
っ

た
。

つ

ま

り
、

「

こ

の

自
分
」

と
い

う
意

識
は

死
に

よ
っ

て

失
わ

れ
る

も
の

と

覚
悟
し

た

上

で
、

残
さ

れ

た

自
分
自
身
の

生

命、

自
分
の

死
後
も

こ

の

世
に

残
る

生

命
に
、

輝
き

を

見

出
す
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

岸

本
は

、

「

死
に

つ

い

て

の

想
い

　
　
死
の

準
備
と

し
て

何
を
な

す
べ

き

で

あ
る

か
」

（
】

九
六

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　　
マ

こ

○
年
六

月
）

に
、

「

私
は

、

自
分
自
身
が

、

そ

う
長
生
き

す
る
こ

と

が

で

き

る

と

は

思
っ

て

い

な

い
。

し

か

し
、

私
に

は
、

残
さ

れ
て

い

る

人
生
を

、

ほ
ん
と

う
に

、

打
ち

込
ん

で

生
き

て

ゆ

き

た
い

と

思
う

。

そ

れ
以

外
に

は
、

私
に

と
っ

て
、

問
題
解
決
の

有
効
な

方
法
は

考
え
ら

れ

な
い

。

こ

の

人
生
を

ほ

ん

と

う
に

、

よ

く
、

深
く
生
き

て

ゆ

く
と
い

う
こ

と

に

私
と

し
て

の

解
決
が

あ
る

。

私
に

と
っ

て
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
27）

生
の

問
題
の

解
決
も
、

死
の

問
題
の

解
決
も

、

そ

の

中
に

含
ま

れ

て

い

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
」

と

書
い

て

い

る
。

こ

こ

で

重

要
な

の

は
、

発
病
当
初

素
手
で

死
に

向
か

い

合
っ

て
い

る

と

い

っ

て

い

た

岸
本
が

、

少
な

く
と

も

「

問
題

解
決
の

有
効
な

方
法
」

を

手
に

入
れ

た

と

い

え
る

よ
う
に

な
っ

た
こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て
、

そ

れ

は

発
病
以

前
に

「

死
の

問
題
の

解
決

方
法
」

と

し

て

自
ら

認
め

て

い

た
も

の

で

あ
っ

た
。

そ

れ
を

、

癌
と

の

闘
い

を

通
し

て

再

発
見
し
た

と

い

え
よ

う
。

　

成
瀬
の

思
想
に

触
れ

た
こ

と

が

契
機
と

な
っ

て

岸

本
は

変
わ
っ

た

の

だ

が
、

そ

れ
は

ど

う
し

て

な

の

か
。

岸
本
は

、

成
瀬
の

思
想

に
、

そ

し

て

生
き

方
に

、

何
を

見
出
し

た

の

だ

ろ

う
か

。

　
2
　
成
瀬
仁

蔵
の

生
死

観

　

先
述
し

た

よ
う
に

、

記
念
講

演
を

行
っ

た

時
点
で

は
、

岸
本
は

、

成
瀬
が

「

自
分
の

永
遠
の

生

命
は
、

仕
事
に

よ
っ

て

い

つ

ま

で

も
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続
く

」

と
い

う
と
こ

ろ

に

希
望
を

見
出
し

、

そ

れ

に

よ
っ

て

救
わ

れ

て

い

た

と

考
え

た
。

し

か

し
、

成
瀬
の

告
別

講
演
で

あ
る

「

我
が

継
承

者
に

告
ぐ

」

か

ら
そ

の

よ

う
な

成
瀬
の

希
望
を

読
み

取
る
こ

と

は

で

き

な
い

。

成
瀬
自
身
は

、

若
い

時
か

ら
畳
の

上
で

は

死
な
ぬ

覚
悟
で

あ

り
、

死
は

自
分
に

と
っ

て

日

常
生

活
の
一

部
で

あ
る

か

ら
一

向
に

気
に

か

か

る
こ

と

は

な
い

と
、

述
べ

て
い

る
。

す
な

わ

ち

成
瀬
が

気
に

か

け

て

い

る

の

は

日

本
の

教

育
を

改

善
す

る

こ

と

で

あ
っ

て
、

自
分
自
身
の

こ

と

で

は

な
か

っ

た
。

実
際
に

、

成
瀬
は

自

分
の

体
の

異
変
に

気
づ

い

て

い

た
が

、

そ
の

年
は

大
学
制
度
や

女
子

教
育
改

善
案
が

審
議
さ

れ
る

年
で

あ

り
、

「

仮

令
こ

の

身
を

犠
牲

に

供
し

て

も
、

私
の

最
上

を

尽
し

、

御
国
の

為
に

努
力
を

捧
ぐ
べ

き

唯
一

の

機
会
で

あ
る

と

確
信
」

し
た

成
瀬
は

、

仕
事
が

続
け
ら
れ

な

く
な

る

こ

と

を
恐
れ

て
、

医
者
の

診
断
を

仰
こ

う
と

は

し

な

か

っ

た
。

そ

れ

以
前
も

、

成
瀬
は

私
生

活
を

犠
牲
に

し

て

女
子
教

育
に

打
ち

込

ん

で

お

り、

自
ら

の

死
を

前
に

し
て
、

死
後
に

残
る

自
分
の

仕
事
に

救
い

を

見
出
し

て

死
の

恐

怖
に

耐
え
て

い

た

と

は
、

考
え

難
い

。

　

成
瀬
は

、

自
分
自

身
の

個
人

的
な
生

命
よ

り
も

「

永
遠
の

生

命
」

が

重
要
で

あ
る

と
い

う

強
い

信
念
を

抱
い

て
い

た
。

成
瀬
は

、

生

命
は

滅
び

な
い

と

い

う
。

告
別
講
演
で

、

「

実
は

我
々

は

斯
う
し

て

居
る

瞬

間
々

々

死

ん

で
い

る

が
、

又

同
時
に

生
き

て

居
る

の

で

あ

り
ま

す
。

即
ち

生
が

あ
る

か

ら

死
が

あ
り

、

死
が

あ
る

か

ら
生
が

あ
る

の

で

あ

り
ま
す

。

（
中
略
）

実
に

生

死
の

音
律
は

毎
日

の

生

活
の

音
律
と

な

つ

て

流
れ

て

居
る

の

で

あ
り
ま

す
。

此
の

肉
体
の

死
は

た
ゴ

こ

の

波
動
の

中
の

少
し

大
き
い

波
で

あ
る

と
い

ふ

だ

け
で

何
の

違
ひ

も

な

い

の

で

あ
り

ま

す
」

と

述
べ

、

肉
体
は

自
分
の

「

本
当
の

身
体
」

で

は

な
く

、

本
当
の

身
体
と
い

う
の

は

「

こ

の

中
に

あ
る

霊
体
で

あ
る
」

と

い

っ

た
。

「

即
ち

私
の

肉

体
は

茲
に

朽
ち

る

が

私
が

六

十
年
か
〉

つ

て

畢
生
の

努
力
を

以
て

築
き

上

げ
た

私
の

霊

体

即
ち

私
の

品

格
は

、

霊
の

宮
は

永
久
に

亡
び

な
い
」

と

い

い
、

わ
れ

わ

れ
の

生

命
に

は

死
滅
と
い

う
こ

と

は

な
い

、

消
滅
と
い

う
こ

と

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
28）

は

な
い

と

確

信
し

て

い

た
。

し
か

し
、

霊

魂
が

天

国
に

入
る

と

い

う

希
望
を

も
っ

て
い

た

わ
け

で

は

な
い

。

「

死
の

問
題
」

と

題
し
た
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文
章
に

も
、

「

我
々

の

云

ふ

永
遠

不
滅
の

生

命
は

迷
信
時
代
に

考
へ

た

地
獄

、

極
楽
で

も
、

天

国
で

も
な

い
。

も
う

少
し

確
実
な

実
在

で

あ
る
」

と

述
べ

て

い

る
。

　
で

は
、

「

永
遠
の

生

命
」

と

は

何
な

の

か
。

「

死
の

問
題
」

か

ら

み

て

い

き

た

い
。

成
瀬
は

、

私
た
ち

の

意

識
は

太

陽
の

光
を
プ

リ
ズ

ム

が

分

解
し

て

赤
緑
紫
の

さ

ま

ざ
ま

に

分
け
た

よ

う
な

も
の

だ

と

い

う

説
を

引
用
し
、

「

我
々

の

生

命
も

今
一

つ

の

色
を

表
は

し
て

居

る

が
、

我
々

が

実
体
に

帰
れ

ば
、

他
の

多
く
の

も

の

と

調
和
合

体
し

て
一

つ

に

な
る

の

で

あ
る

。

我
々

は

七

色
の

光
線
が

合
し

て

白
色

に

な

つ

た

か

ら

と

て

そ

の

光
の

実

体
が

無
く
な

つ

た

と

は

云
は

な
い
」

と

述
べ

た
。

分
か

れ

て

も

合
し

て

も

依
然
と

し

て

光
は

光
で

あ

り
、

た

と

え

我
々

の

小
人

格
が

肉

体
と

共
に

消
え

る

こ

と

が

あ
っ

て

も
、

「

大
人

格
11
人
道
11

真
如
11
神
に

其
の

価
値
は

帰
し

て
、

決

し

て

消
滅
す
る

も

の

で

は

な
い

。

な

ほ

そ

の

考
へ

が

明
瞭
と

な

る

為
め

に
、

無
限
の

生

命
は

無
限
の

意
志
で

あ
る

と

云
う

事
を

申
し
て

置
き

た
い
」

と

い

う
。

無

限
の

生

命
は

、

無
限
の

意
志
で

あ
り

、

「

時
と

空

間
を

超
越
し

た

無

始
無

終
の

永
遠
無
窮
た

る

生

命
の

価
値
」

で

あ
る

。

　

成

瀬
は
、

入

間
に

で

き

る

こ

と
は
、

宇
宙
と

い

う

実
在
の
一

つ

の

波
と

し
て

自
分

自
身
の

個

人
的
生

命
を

全
う
し

、

使

命
を

果
た

し

て
、

も

と

の

命
に

帰
る

と
い

う
こ

と

だ
と

考
え

て

い

た
。

自

分
自
身
の

人
生
の

全
て

は
、

も
と

の

命
に

帰
す
る

の

で

あ
っ

て
、

何
も

失

わ
れ
る

わ

け

で

は

な

い

と
い

う

信
念
を
も
っ

て

い

た

た
め

に
、

成
瀬
は

死
を

恐
れ
な
い

と
い

っ

た
。

た
と

え
ぼ

、

「

死
の

問
題
」

の

最

後
で

「

人
の

人
た

る

道
に

這
入
つ

て
、

生

涯
の

実
を

結
ん

だ
人
は
、

安
き

眠
り

に

就
く
べ

き

が

当
然
で

あ
る

。

今
苔
深
き
墓

下
に

遺
骸

を

埋
め

て

も

其
の

人
格

、

其
の

精
神
は

吾
人
の

問
に

存
在
す
る

も

の

で

あ
る

。

即
ち

人
は

此
の

世
に

来
り
て

使
命
を

完
う
し
て
、

も
と

の

命
に

帰
つ

た

の

で

あ
る

。

夫
が

吾
人
の

死
の

問
題
で

あ
る

と

思
ふ
」

と

述
べ

て

い

る
。

使
命
を

果
た

し
た

人
の

人

格、

精
神
は

私
た

ち

の

問
に

存

在
す

る
。

そ

れ

は
、

す
な
わ
ち

「

も

と

の

命
」

に

帰
る

と
い

う
こ

と

を
意

味
す
る

。

こ

れ
が

成
瀬
の

生

死

観
で

あ
り

、

信
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仰
で

あ
っ

た
。

五

　
宇
宙
生

命
へ

の

溶
入

　
1

自
我
の

構
造

　

岸
本
は

、

癌
の

告
知
か

ら
一

年
半
後

、

一

九
五

六

年
三

月
に

発
表
し

た

論

文
「

死
・

人
間

・

文
化
」

で
、

人

間
の

自
我
の

真
の

あ

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
29）

方
が

明
ら
か

に

な
っ

た

と

き
に

、

は

じ

め

て

死
の

問
題
の

解
決
が

可

能
に

な
る

と

書
い

て
い

る
。

そ

し

て
、

死
の

四
ヶ

月
前、

一

九
六

三

年
九
月
に

発
表
し

た

論
文

「

宗
教
的
人
生

観
」

で
、

再
び

、

自
我
の

あ
り

方
に

言
及
し

て

い

る
。

次
に

、

そ

の
一

部
を

引
用
す
る

。

　

　
“

自
分
”

は
、

生

れ
て

き

て

か

ら

社
会
生

活
の

間
に

築
き

あ

げ
た

も
の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

“

自
分
”

の

中
に

は
、

社
会
全

部

　

　
が

入
っ

て

い

る
。

母
親
の

お

守
り

、

隣
人
の

親
切
な
ど

す
べ

て

入
っ

て
い

る
。

全

部
が

自
我
で

あ
る

。

自
我
が

複
合
体
で

あ
る

こ

　

　
と

を

見
逃
し

て
、

自
分
の

欲
求
が

は
っ

き

り

し

て

い

る

と

考
え

る

と

こ

ろ

に

間
違
い

が

あ
る

。

“

自
我
は
一

つ

の

小
宇
宙
で

あ
る
”

　

　
と

今
日

の

心
理

学
で

は

教
え

る
。

と
い

う
こ

と

は
、

価
値
判

断
の

最
後
の

基
準
は

個
人
だ

と
い

う
こ

と

は

今
日
十

分
筋
の

通
っ

て

　

　
い

る
こ

と

で

あ
る

が
、

そ

の

価
値
判
断
の

内
容
に
、

他
人
に

対
す
る

思
い

や

り
も
は
い

っ

て
い

る
こ

と

に

な

る
。

そ

れ

を

別
に

し

　

　

　

　

　

　
（
30）

　

　
た

自

我
は

な
い

。

　

自
分
の

中
に

は
、

社
会

全

部
が

入
っ

て
い

る
。

他

者
の

愛

情
や

親
切
が

入
っ

て

お

り
、

そ

の

全
て

が

自
我
で

あ
る

と
、

岸
本
は

い

う
。

つ

ま
り

、

自
我
に

は
、

他
者
の

思
い

が

溶
け

込
ん

で

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

で

は
、

私
た

ち
が

他
者
に

示

し

た

愛
情
や

親
切

は
、

ど

う
な

る

の

か
。

「

他
者
」

の

「

愛
情

・

親
切
」

が

「

私
」

の
］

部
と

な
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

は
、

「

私
」

の

「

愛
情
・

親
切
」

も
「

他
者
」

の
一

部
と

な

る

と

い

う
こ

と

を

含
意
し

て

い

る
。
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岸
本
は

、

「

私
の

心
の

宗

教
」

（
一

九
六
二

年
七

月）

で
、

近

代
的
な

産

業
形
態
の

も
と

で

は

分
業
が

進
み

、

貨
幣
価

値
に

換
算
さ

れ

る

た

め

に

だ

け

人

間
の

働
き

が

あ
る

か

の

よ

う
に

錯

覚
し

が
ち

で

あ
る

が
、

実
は

そ
う
で

は

な

く
、

人

間
の

仕

事
に

は
、

必
ず
も
っ

と

な

ま

な

ま

し

い

人
間
的
な

意
味
が

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

た

と

え
ば
靴
を
つ

く
っ

て

売
る

靴
屋
の

場
合

、

利
益
だ
け

を

計

算
し

て

靴
を

売

る

の

な

ら

そ

れ

は

命
を

打
ち
込
ん

で

ゆ

く

仕
事
に

は

な
ら

な
い

が
、

も
し
そ

の

靴
を

買
っ

て

は

く
人
の

幸
福
を

心
の

中
に

描
き

な

が

ら

一

生

懸

命
に

つ

く
っ

て

売
る
の

な

ら
、

そ

れ

は

他
の

人
々

の

幸

福
を

高
め

る

立

派
な

仕
事
に

な

る

と

い

う
。

そ

し

て
、

「

人

間
に

と
っ

て

は
、

き

わ

め

て

身
近
に

あ
る

自
分
の

仕
事
の

中
に
、

意

味
を

発
見
し

て
、

そ

れ
に

打
ち
込
ん

で

ゆ

く
こ

と

に
、

人
生
の

本

当
の

幸
福

が

あ

る
、

と
い

う
こ

と

で

あ
り

ま

す
。

死
に

直

面
し

な
が

ら
、

死

後
の

生

命
と
い

う
も

の

を
た

よ

り
に

し

な
い

私
に

と
っ

て

の
、

人

間

の

問
題
の

解
決
の

鍵
は
、

こ

の

よ

う
な

と

こ

ろ

に

あ
る

の

で

あ
り

ま

す
。

こ

れ
が

、

私
の

宗
教
で

あ
り

、

こ

れ

が
、

私
が
、

毎
日

、

生

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
の　

き

て

ゆ

こ

う

と

し

て
い

る
気

持
で

あ
り

ま

す
」

と

述
べ

た
。

岸

本
の

自
我
論
か

ら
い

え

ば
、

仕
事
に

込

め

ら
れ

た

思
い

、

他
者
の

幸

福

を

願
う
心
は

、

「

他
者
」

の
一

部
と

な

る
。

そ

れ
が

、

仕
事
が

も
つ

な
ま

な

ま
し
い

人

間
的
意

味
な

の

で

は

な
い

か
。

　

仕
事
に

よ
っ

て

人
は

人
と
つ

な
が

る
。

そ

こ

に

は

無

限
の

連
鎖
が

あ
る

。

こ

の

無
限
の

連
鎖
の
一

点
と

し
て
、

他
者
の

幸

福
の

た

め

に

生

命
を

捧
げ
尽
く
し

て

働
く
こ

と

に
、

岸
本
は

深
い

幸
福
を

感
じ
、

そ

こ

に

自
分
自
身
の

「

人

間
の

問
題
の

解
決
の

鍵
」

と

「

宗

教
」

を

見
出
し

た

と

考
え
ら
れ

る
。

　
2
　
宇
宙
生
命
へ

の

溶
入

　

脇
本
は

、

「

宇
宙
生

命
へ

の

溶
入
」

も

「

死
後
世

界
観
」

の
一

つ

で

あ

り
、

十
四

年
の

歳

月
を

経
て

、

岸
本
の

そ

れ

に

つ

い

て

の

「

知
」

は

「

信
」

に

変
わ
っ

た

の

で

は

な
い

か

と

述
べ

た
。

し
か

し
、

岸
本
自
身
に

は
、

そ

の

自
覚
は

な

か

っ

た
。

た

と

え
ば

、

先
に

挙
げ
た

「

宗
教
的
人
生

観
」

で

も
、

火
葬
が

仏

教
と

結
び
つ

い

た

風
習
で

あ
る

こ

と

を

指
摘
し
、

「

焼
か

れ

て

大

自
然
に

帰
っ

て

ゆ

き
、
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生

命
も

宇
宙
の

大
生

命
の

中
に

溶
け

込
ん

で

ゆ

く
と

考
え
て
い

る
。

近

代
的
な

考
え

を
も
っ

た

人

の

中
に

も
、

こ

う
考
え
て
い

る

人
が

多
い
」

と

書
い

た

す
ぐ
そ

の

後
に

、

「

し

か

し

そ

の

場

合
も

、

ど

う
し

て

も

残
し

て

お

き

た

い

の

は
、

自
分

自
身
の

個

人
の

意

識
で

あ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
32）

っ

て
、

大
自
然
に

入
り

自
分
の

意

識
が

な
く

な

る

と

す
る

と

い

て

も

立
っ

て

も
い

ら
れ

な
い
」

と

続
け

て

お

り
、

「

宇
宙
生

命
へ

の

溶

入
」

に

希
望
を
も
っ

て

い

た

と

は

考
え

ら
れ

な
い

。

岸
本
は
、

そ

れ

を

知
識
人
と

し

て

「

知
」

っ

て
い

た

だ

け

で

あ
り

、

「

信
」

ず
る

こ

と

は

で

き
な

か
っ

た

よ

う
だ

。

で

は
、

ど

う
し

て

脇
本
に

は
、

「

知
」

が

「

信
」

に

変
わ
っ

た

よ

う
に

思
え
た

の

か
。

た

と

え

岸
本

が

自
覚
し

て

い

な

か

っ

た

と

し

て

も
、

岸
本
の

近
く
で

癌
と
の

闘
い

を

見
守
り

、

そ

の

変
化
を

目
の

当
た

り
に

し
た

脇
本
は

、

そ

こ

に

岸
本
の

「

信
」

を

見
出
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

実
際
に

、

岸
本
が

、

死
の

問
題
を

解
決
す
る

た

め

の

「

有
効
な

方
法
」

で

あ
る

と

実
感
し

て

い

た

の

は
、

「

宇
宙
生

命
に

溶
入
」

す

る

と
い

う
こ

と

で

は

な
く
、

「

こ

の

人
生
を

ほ
ん

と

う
に

、

よ

く
、

深

く
生

き

て

ゆ
く
と

い

う
こ

と
」

で

あ
っ

た
。

そ

れ
は

、

特
別
な

こ

と

で

は

な

く
、

身
近
な

仕

事
に

意
味
を

発
見
し

て

打
ち
込
ん

で

ゆ

く
こ

と

で

あ
り

、

誰
に

で

も

で

き

る

こ

と

だ
。

た
だ
し

、

利
己

的

な

目
的
の

た
め

に

打
ち

込
む

の

で

は

な
く

、

「

自
分
の

こ

と

で

は

な
い

こ

と

の

た
め

に

自
分
の

身
も

心
も

捧
げ

尽
く
す
こ

と
」

に

こ

そ
、

人
生
の

深
い

歓
び

が

あ
る

と

い

う
。

岸
本
は

、

こ

の

二

つ

を

関
連
付
け
る

こ

と

は

な
か
っ

た

が
、

こ

の

よ

う
に

生
き

よ

う
と

す
る
こ

と

と
、

「

宇

宙
生

命
に

溶
入
」

す
る

こ

と

は

別
の

こ

と

で

は

な

い

と

考
え
る

。

　
「

死
・

人

間
・

文
化
」

（
一

九

五
六

年
三

月）

で
、

岸

本
は

、

生

涯
の

努
力
を

打
ち

込
ん

だ

仕
事
を

も

つ

入

は
、

「

社
会

的
自
我
」

の
一

部
を
こ

の

世
に

残
す
こ

と

が

で

き

る

と

い

っ

た
。

そ

し

て
、

愛
す
る

妻
子
は

当
人
に

と

っ

て

「

物
質
的
自
我
」

の
一

部
で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

発
病
当
初

、

岸
本
が

「

自
我
の
】

部
」

と

し
て

こ

の

世
に

残
る

と

考
え

た

仕
事
は
、

「

業
績
」

と

い

え

る

よ

う
な

も

の

で

あ

っ

た
と

考
え
ら
れ

る
。

た

と

え
ば

、

成
瀬
の

場
合
日

本
女
子

大
学
そ

の

も

の

が

そ

れ

で

あ
る

と

い

う
。

け

れ

ど

も
、

晩
年
の

岸
本
が

い
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う
身
近
な

仕
事
は

、

名
を
残

す
よ

う
な
も

の

で

は

な

い
。

先
に

挙
げ
た

町
の

靴
屋
の

例
で

い

う
な

ら
ば

、

靴
屋
が

、

使
う

人
の

幸
福
を

思
い

な

が

ら

心
を
こ

め

て

靴
を

作
っ

た

と

し
て

も
、

靴
そ

の

も
の

は

数

年
使
わ
れ

た

後
に

捨
て

ら
れ
る

も
の

で

あ
る

。

農
業
を

営
む

人

が
、

食
べ

る

人
の

健
康
と

幸
福
を

祈
り
な

が

ら

米
を

作
っ

た

と

し
て

も、

そ

れ

は

す

ぐ

に

消
費
さ

れ
る

も

の

で

あ
り

、

形
あ
る

も
の

は

残
ら

な

い
。

し

か

し
、

た

と

え

形
あ
る

も

の

が

残
ら
な

く
て

も
、

他
者
の

幸
福
の

た

め

に

打
ち

込
む

仕
事
こ

そ

が
、

全
て

の

人

間
の

幸

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
おレ

福
を

含
む

「

人
間
の
、

ほ

ん

と

う
の

幸
福
」

に

つ

な
が

る

仕
事
で

あ
る

と
、

晩
年
の

岸
本
は

考
え
て
い

た
。

仕
事
に

こ

め

ら

れ

た

「

他

者
の

幸
福
を

思
う
心
」

が

重

要
な
の

だ
。

　

誠
実
な

仕
事
を

通
し

て
、

他
者
の

幸

福
を

願
う
「

心
」

が
、

他
者
の
一

部
と

な
る

。

「

他
者
の

幸
福
を

願
う

心
」

は

「

生

命
力
」

を

も
ち

、

こ

の

世
に

影
響
を

与
え

続
け

る
。

そ

れ

は

抽
象
的
な
こ

と

で

は

な
い

。

た

と

え
ば

、

小
さ

な

親
切
が

人
の

心
に

届
く
と

き
、

そ

れ
は

次
の

「

小
さ

な

親
切
」

を

生
む

「

原

動
力
」

と

な
る

。

人
の

思
い

は

「

生

命
力
」

を
も

ち
、

そ

の

「

力
」

は
人
を

介
し

て

伝
わ
っ

て
い

く
。

個
人
が

他
者
に

示

し

た

「

愛
情

・

親
切
」

が
、

「

他
者
」

に

溶
入
し

、

そ
の
一

部
と

な

る

な
ら

ば
、

日

々

「

私
」

は

「

他
者
」

に
、

「

他
者
」

は

「

私
」

に

溶
入
し

て

い

る

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

そ

れ
は

、

「

宇
宙
生

命
」

に

溶
入
す
る
こ

と

に

は

な

ら

な
い

だ

ろ

う

か
。

　

岸
本
は

、

実

体
が

あ
る

の

は

こ

の

世
の

生

命
だ

け
だ
と

断
言
し

て
い

た
。

「

宇
宙
生

命
」

と

は
、

時
空

を

超
え
て

存
在
す

る

こ

の

世

の

生

命
の

総
称
で

あ

る
。

そ

れ
は

「

永
遠
の

生

命
」

で

あ
り

、

生

命
の

「

大
い

な

る

つ

な

が

り
」

で

あ
る

。

岸
本
は

、

私
た
ち
一

人
一

人
は

、

「

大
い

な

る
つ

な

が

り
の
一

点
」

で

あ
り

、

こ

の
］

点
は

、

「

極
微
な

が

ら
、

全

体
の

連
鎖
を

構
成
す
る

、

欠
く
べ

か

ら

ざ

る
一

点
」

で

あ

る

と

考
え

て

い

た
。

そ

し

て
、

「

こ

の
一

点
を

無
視
し

て
、

全

体
は

成
立

し

な

い
。

こ

の

関
係
に

心

打
た

れ

て
、

小
さ

な

自

分
も

、

全

体
を

支
え

る

支

柱
の
一

本
で

あ
る

こ

と

を

感
ず
る

場
合
に

、

自
己

の

生

命
と

無
限
に

つ

な

が

る

生

命
と

の

問
に

は
、

一

脈
の
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（
34）

相
通

う
も
の

が

で

き

て

く
る
」

と
い

う
。

私
た

ち
］

人
一

人
が

「

宇
宙
生
命
」

の

「

一

点
」

で

あ
る

。

そ

う
考
え
る

と
、

個
人
の

「

生

命

力
」

が

「

他
者
」

に

溶
け
込
む
こ

と

は
、

「

宇
宙
生

命
に

溶
入
」

す

る
こ

と

と

し

て

理

解
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

す
な

わ
ち

、

私
た

ち

は
、

仕

事
を

通
し

、

生
き
る
こ

と

を

通
し

て
、

日
々

「

宇
宙
生
命
に

溶
入
」

し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

そ

し

て
、

「

宇
宙
生

命
に

溶

入
」

し

た

「

生

命
力
」

は
、

私
た

ち
の

肉
体
の

死
後
も

他
者
の

中
で

生

き

続
け
る

の

で

あ
る

。

　
　

　

　

六

愛
の

力

　
1
　
愛
の

力

　

晩
年
の

岸
本
は

、

宗
教
学
者
と

し
て

死
の

問
題
を

客

観
的
に

分
析
す
る

の

で

は

な

く
、

自
分
自
身
の

心

境
を

率
直
に

吐

露
す
る

こ

と

が

多
か

っ

た
。

観
念
的
な
生

死
観
と

生

命
飢
餓
状
態
に

陥
っ

た

と

き

の

生

死
観
と

は
、

別

個
の

も
の

に

な
っ

た

と
い

う
ほ

ど

異
な

る

と

述
べ

て

お

り
、

健
康
な

こ

ろ

に

書
い

た

生
死

観
に

言
及
し

て

死
の

問
題
を

分
析
す
る

よ

う
な
こ

と

も
し

て

い

な
い

。

発
病
当

初
と

晩

年

の

岸
本
を

比
較
し

た

場
合

、

明
ら

か

に

違
っ

て

い

る

の

は
、

個

性
を

も
っ

た

「

こ

の

自
分
」

に

対
す
る

態
度
で

あ
る

。

発
病

当
初、

岸

本
は

「

こ

の

自
分
」

に

執

着
し

て

い

た

が
、

晩
年
の

岸
本
は
、

自
分
を

他
者
の

た

め

に

「

捨
て

る
」

こ

と

に

こ

そ

幸

福
を

見

出
し

て

い

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
35）

た
。

も
っ

と

も
深
い

幸
福
は

、

「

す
べ

て

他
の

も
の

の

た

め

に

与
え

て

し

ま

う
。

す
べ

て

捧
げ
尽
す
生

活
の

中
に

あ
る
」

と

い

う
。

こ

こ

に

大
き

な

転

換
が

あ
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
36）

　

岸
本
は

、

一

九
六

二

年
一

月
に

発
表
し

た

「

自

由
宗

教
と

は

何
か
」

で
、

生

死
の

問
題
の

解
決
方
法
を
三

つ

挙
げ
て

い

る
。

第
一

は
、

「

激
し

く
、

本
当
に

生
き

る

と
い

う
こ

と
」

、

第
二

は

「

死

後
の

生
活
は

考
え
な
い

こ

と
」

で

あ
る

。

そ

し

て

第
三

は

「

無

我
の

愛

に

思
い

到
る

こ

と
」

で

あ
っ

た
。

こ

の

「

無
我
の

愛
」

こ

そ
、

岸
本
が

最
後
に

た

ど

り
つ

い

た

心

境
だ
っ

た

と

考
え
る

。
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成
瀬
は

、

先
に

挙
げ
た

「

死
の

問
題
」

で
、

キ

リ
ス

ト

教
が

「

欧
州
列
国
の

人
心
を

収
め
、

終
に

世
界
の

全
面
に

其
の

感
化
を
及
ぼ

し
」

、

仏
教
が

「

東
洋
を

支

配
し

、

我
が

日
本
に

も

入
り

来
り

、

千
何
百

年
間
人
心
を

維
持
し

た
」

の

は
、

「

ク
ラ

イ

ス

ト
、

釈
尊
が

社

会
の

為
め

、

人
の

為
め

、

身
を

犠
牲
に

せ

ら

れ

た

愛
の

力
」

に

よ

る

も

の

だ

と

述
べ

た
。

そ

し

て
、

「

愛
は

愛
を

生
み

、

愛
は

愛
を

合

せ

て
、

宇
宙
の

精
神
を
生

ず
る

。

こ

れ
が

宇
宙
の

完
全
を

実
現
す
る

原

動
力
と

な

る

の

で

あ
る

。

我
々

は

完
き

愛
を

求
め

て
、

自
分
は

人
と

、

自
分
と

社
会
と

、

自
分
と

神
と

が
一

つ

に

融
合
し
て

、

そ

の

間
に

自
他
の

差

別
の

な

い

や

う
に

な
ら

ね
ば
な

ら
ぬ

、

こ

の

域
に

達
す
れ

ば

死
は

死

で

な
い
」

と

続
け

て

い

る
。

キ

リ
ス

ト
や

釈
尊
は

大

人
格
を

象
徴
す
る

も

の

で

あ
る

。

成
瀬
に

よ

れ
ば

、

私
た

ち

の

小
人

格
は

、

大
人

格
に

帰
し

て

消
滅
す
る
こ

と

が

な
い

。

私
た
ち

の

さ

さ

や

か

な

「

愛
の

力
」

も
ま

た
、

「

宇
宙
の

完
全
を

実
現
す
る

原

動
力
」

と

な
る

大
人

格
の

「

愛
の

力
」

に

合
流
す
る

と

考
え

ら

れ
る

。

岸

本
が
い

う
、

自
分
を

捨
て

る
こ

と

に

よ

り
湧
き

上

が

る

深

い

歓
び
と

は
、

「

完
き

愛
」

を

求
め

て

自
ら

の

生

命
を

捧
げ
尽
く
し

た

末
に

、

「

自
他
の

差
別
」

は

な

い

と

実
感
し
た

と

き
の

歓
び

、

自

分
と

「

人
、

社
会
、

神
」

が
一

つ

に

融
合
す
る

歓
び
で

あ
り

、

岸
本
が

求
め

続
け

た

「

自
我
を

超
え

た
、

大
い

な
る

何
も
の

か

を

感
得

　

　

　

　

　

　

　
（
37）

し
た

と

い

う
心
の

歓
び
」

だ
っ

た

と

考
え
ら

れ

る
。

　

岸
本
は

、

最
後
ま

で

生

命
飢

餓
状
態
は

残
る

と
い

っ

て

い

た
。

そ

し
て
、

「

こ

の

自

分
」

へ

の

執
着
を

完
全
に

断
つ

こ

と

は

で

き

な

い

と

認
め

て

い

た
。

し
か

し
、

た

と

え
自
我
意
識
が

消
滅
し
て

も
、

成
瀬
が

い

う
よ

う
に
、

自
分
自
身
の

意
志

、

自
分

自
身
の

「

生

命

の

価
値
」

の

全
て

が
、

永

遠
の

生

命
・

大
人

格
に

帰
し

て

消
滅
す
る

こ

と

が

な
い

と

信
じ

る

こ

と

が

で

き
れ

ば
、

そ

れ
に

よ
っ

て

「

生

命
」

へ

の

執
着
は

満
た

さ

れ

る
。

自
分
を

捧
げ
尽
く
し

て

生
き

、

死
後
に

は

「

愛
の

力
」

と
い

う

「

純
粋
な

生
命
力
」

と

な
っ

て

「

宇

宙
生

命
」

に

溶
入

す

る

と
い

う
こ

と
、

そ

れ
が

、

岸
本
が

十
年
に

渡
る

癌
と

の

闘
い

を

経
て

た

ど

り
つ

い

た
、

生

死

観
で

あ
り

、

「

死

後
世
界
観
」

だ
っ

た

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。
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2
　
死

後
の

世
界

　

成
瀬
は

、

「

人

の

人
た

る

道
に

這

入
つ

て
、

生

涯
の

実
を

結
ん

だ

人
」

は
、

墓

下
に

遺
骸

を
埋

め
て

も
「

其
の

人
格

、

其
の

精

神
は

吾
人
の

間
に

存
在
す
る

も
の

で

あ
る
」

と

い

っ

た
。

故
人
の

人

格
、

精
神
は

、

肉
体
の

死
後
に

も

失
わ

れ
る

こ

と

な

く

存
在
し

続
け

る
。

む

し
ろ

、

一

生
を

終
え
た

と

き

に

こ

そ

始
ま

る
、

今
ひ

と

つ

の

「

生
命
」

が

あ
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　
「

宇

宙
生

命
へ

の

溶
入
」

と
い

う
と

、

壮
大
な

生

命
を

想
像
す
る

が
、

実
際
に

存
在
す
る

の

は
、

私
た

ち

ひ

と

り
ひ

と

り
で

あ
る

。

一

人
の

人
の

生
涯
を
か

け
た

努
力
が

、

そ

の

人
と

関
わ
っ

た

人
々

の

心
の

中
に

残
っ

て

人

格
の
一

部
と

な

り
、

そ

れ
が

後
世
に

受
け

継

が

れ
て

い

く
。

「

宇
宙
生

命
へ

の

溶
入
」

を
、

そ

の

よ

う
に

理

解
し
た

い
。

ま

た
、

人

生
の

真
価
は

、

個
人

に

与
え
ら

れ

る

名
誉
や

報

酬
で

は
な

く
、

他
者
の

心
の

中
に

残
る

「

生

命
力
」

に

あ
る

と

考
え

る
。

そ

し

て
、

自
分
の

全

生

命
を

他

者
に

捧
げ
尽
く
す
こ

と

に

深

い

幸
福
を

感
じ

て

い

た

岸
本
の

「

死

後
の

世

界
」

は
、

「

人
の

心

の

中
」

で

あ
っ

た

と

考
え

た

い
。
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注
（
1

）

　
『

理

想
』

第
三

六
六

号
。

岸
本
英
夫
集
第
六

巻
『

生
と

死
』

渓
声
社、

一

九
七

六

年
、

二

＝
二

頁
。

岸
本
英

夫
『

死

を

見
つ

め
る

心
』

講
談
社

、

一

　
　
九
七
三

年、

一

九
頁

。

（
2

）

　
『

文

芸
春
秋
』

第
三

三

巻
第
一

九
号

。

『

生
と

死
』 、

一

〇
六

頁
。

『

死
を

見
つ

め

る
心
』

、

六
七

頁
。

（
3

）

　
NHK

テ

レ

ビ

放
送、

一

九
六
一

年
七

月
一

六

日
。

『

生
と

死
』

、

一

五
一

頁
。

『

死
を
見
つ

め

る
心
』

、

三

三

頁
。

（
4

）

　
NHK

ラ

ジ
オ

「

人
生

読
本
」 、

一

九
六
二

年
七

月
一

二

日
・

＝
二

日
・
一

四
日

。

『

生
と

死
』

、

】

七
八

頁
。

『

死
を

見
つ

め
る

心
』

、

三

八
頁

。

（
5

）

　

窪
寺
俊
之

「

岸
本
英
夫
の

生
死

観
に

つ

い

て
」

（
『

神
学
研
究
』

四

五

号
、

関
西
学
院
大

学
神
学
研
究
会

、

］

九
九
八

年）
、

二

二

頁
。

（
6

）

　
近

藤
勝

彦
『

癒
し

と

信
仰
』

教
文
館、

冖

九

九
七

年、

二

三

三

ー
二

三

四

頁
。

（
7

）

　

宮
家
準

『

生

活
の

な
か

の

宗
教
』

NHK

ブ
ッ

ク
ス

躙、

日

本
放
送
出
版
協
会

、

一

九

八
〇
年、

一

七

頁
。

こ

う
し
た

宮
家
の

解
釈
に
、

大
町
公
は

　
　
「

私
の

心
の

宗
教
」

の
一

節
を

引
用
し

な
が

ら
、

岸
本
が

「

他
界
の

存
在
を

信
じ
」 、

そ
の

こ

と
で

「

大
き

な

安
ら

ぎ
」

を

覚
え
た

と

は

認
め

が
た

い
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と

反
論
し
て

い

る
。

大
町
公
「

岸
本
英
夫
の

た
た

か

い
」

（
『

奈

良
大
学
紀
要
』

一

二

号
、

］

九
九
三

年）
、

二

〇
頁

。

（

8
）

　
脇
本
平
也

『

死
の

比

較
宗
教

学
』

岩
波
書
店

、

一

九
九
七

年、

三

八

⊥
二

九

頁
。

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

脚

範

鰲
鞴

壅
砒

韓
酵

咲

眞
語
」

三
焔
ド

ニ

五

貪
『

死
を
見
つ

め

蔓
九

九
−

＝

九

耳

　

　

　
鶴

（

11
）

　

脇
本、

前
掲
書、

八

七

−
九

〇
頁

。

〔

12
）

　
『

毎
日
新
聞
』

］

九
六
二

年
六

月
九
日

。

『

生
と

死
』

、

一

七

〇
1
一

七
三

頁
。

（

13
）

　
成
瀬
仁
蔵
「

我
が

継
承
者
に

告
ぐ

」

（

『

家

庭
週
報
』

第
五

〇
二

号
・

告

別
講
演

、

｝

九
一

九

年
一

月）
。

『

成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』

第
三

巻、

日

本
女

子

　

大
学、

一

九
八
一

年、

九

八
九

−
九

九
八

頁
。

（

14
）

　
岸
本
「

成
瀬
先
生
の

宗
教

観

ー
死
の

脅
威
に

う
ち
か

つ

永

遠
の

光
」

（

『

桜
楓

新
報
』

第
一

〇
二

号
、

一

九
六

〇
年
二

月、

『

女
子

大
通

信
』

第
一

　
　
三

四
号、

一

九

六
〇

年
三

月）
。

『

生
と

死
』

、

一

二

四

頁
。

（

15
）

　
前
掲
論
文

。

『

生
と

死
』

、

一

二

六

頁
。

（

16
）

　
『

朝
日
新
聞
』

］

九
六
三

年
二

月
二

〇
日

。

『

生
と

死
』

、

一

八

八

−
一

九
一

頁
。

『

死
を
み

つ

め

る

心
』 、

九
ニ

ー

九
五

頁
。

（

17
）

　
『

生
と

死
』

、

一

五

二

頁。

『

死
を

見
つ

め

る
心
』

、

三

四

頁
。

（

18
）

　
『

婦
人
公
論
』

第
五

四
八

号
、

一

九
六
二

年
三

月
。

『

生
と

死
』

、

一

六

九
頁

。

『

死
を

見
つ

め

る

心
』

、

九
一

頁
。

（

19
）

　
『

生
と

死
』

、

　一

七
三

頁。

（

20
）

　
『

生
と

死
』

、

一

八
二

頁。

『

死
を

見
つ

め

る
心
』

、

四

二

ー
四
三

頁
。

（

21
）

　
『

生
と

死
』

、

二

一

七

頁
。

『

死
を
み

つ

め

る
心
』

、

二

二

頁
。

（

22
）

　
『

い

つ
み
』

第
八

号、

日

本
女
子

大
学
通
信
教
育
部、

一

九
五
一

年
八

月
。

岸
本
英

夫
集
第
四

巻
『

東
西
の

文
化
』

渓
声

社、

一

九
七
五

年、

六
一

　

頁
。

（

23
）

　
NHK

ラ

ジ

オ
宗
教
放
送、

一

九
五

二

年
一

月
四
日
・

五

日
。

『

創
造
』

、

一

九
五

二

年
四
月

。

『

生
と

死
』

、

一

四

頁
。

（

24
）

　
『

毎
日

新
聞
』

一

九
五

六

年
三

月
二

二

日
。

『

生
と

死
』

、

二

七

〇
頁

。

（

25
）

　
『

東
西
の

文
化
』

、

六
四

頁
。

〔

26
）

　
『

現
代
と

宗
教
』

宗
教

学
会
年
報
第
一

輯
、

国
学
院
大

学
内
宗
教
学
会、

一

九
五
三

年
三

月
。

『

東
西
の

文

化
』

、

七

〇

頁
。

（

27
）

　
『

生
と

死
』 、
　一

三

九

1
】

四

〇
頁

。

（

28
）

　
『

成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』

第
二

巻
、

日

本
女
子
大
学

、

一

九
七
六

年
、

三

五

−
四
〇

買
。
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『

人

間
の

科
学
−

第
六

回
月

報
』

中
山

書
店

、

一

九
五
六

年
三

月
。

『

生
と

死
』

、

『

女
子

大
通
信
』

第
一

七

六

号、
　一

九
六
三

年
九

月
。

『

生
と

死
』

、

二

〇
二

頁
。

『

生
と

死
』

、

一

八

七
頁

。

『

死
を

見
つ

め

る

心
』

、

四
七

頁
。

『

生
と

死
』

、

一

九
九
頁

。

『

生
と

死
』

、

一

八

四
頁

．

『

死
を

見
つ

め
る

心
』

、

四
四

頁
。

『

生
と

死
』

、

二

五

〇
頁

。

『

死
を

見
つ

め
る

心
』

、

一
一
一

頁
。

『

生
と

死
』

、

二

〇
三

頁
。

『

創
造
』

一

九

六
二

年
一

月
。

『

生
と

死
』

、

二

二

ー
こ

五

頁
。

岸
本
『

宗
教

神
秘
主
義
』

大
明
堂、

一

九
五

八

年
、

二

〇
頁

。

二

六

七

頁
。
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