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こ

と

に

な
っ

た
の

だ
。

優
れ
た

児
童
文
学
作
品
の

中
に

は

そ

れ
を

通
し

て

近
代
社
会
で

は
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
っ

て

い

る

「

宗
教
」

を
再
創
造
す

る

方
向
に

働
き、

再
解
釈
さ
れ
る
こ

と

で

大
き
な

飛
躍
を
見
せ

る

場
合
が

あ
る
の

で

あ
る

。

児
童
文
学
の

中
で
、

現

実
を
超
え
た

空
想
の

世
界
を

信

じ
る
こ

と

の

愉
悦
を
味
わ

い

な
が
ら、

そ
れ
ら
を

心
の

深
い

と

こ

ろ

に

確

立

す
る

こ

と

が
叮
能
と

な
る
と

き
、

そ
こ

に

は
伝
統
的
な
も
の

と

近
代
的

な
も
の

が
融
合
し
た
新
た

な

宗
教
性
が
顕

現
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

宗
教

体
験
の

語
り
の

諸
相
と

そ
の

現
代
的
意
義

村

　
上

晶

　
周

囲
の

人
々

に

と
っ

て

は
些

細
な
こ

と
の

よ

う
に

見
え
て

も
、

本
人
に

と

っ

て

は
、

人
生
を

変
え
る

ほ

ど
の

大
き
な

意
味
を
持
つ

も
の

と
し
て

解

釈
さ

れ
る

よ

う
な
体

験
が

あ
る

。

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー
」

を

自
称

す
る

人
々

に

と
っ

て
、

普
段
の

何
気
な
い

体
験
も
、

「

神
」

や

「

天
使
」

か
ら
の

メ

ッ

セ

ー
ジ

と

し
て

際
立

た
さ
れ、

特
別
な

（

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な
」）

体
験
と

し
て

語
ら

れ
る

。

そ
し

て

そ

う
し
た
エ

ピ

ソ

ー

ド

の
一

つ

一

つ

が
、

現
在
の

自
己
と

そ
の

人
生
を

語
る

上
で

欠
か
せ

な
い

要
素
と
な
っ

て

い

る
り

　
そ
こ

で

本

発
表
で

は
、

二

人
の

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー
」

（
共
に

女
性）

の

語
り
を
例
と
し

な
が
ら

、

現
代
社
会
に

お

け
る

宗
教

体

験
の

語
り
の

諸
相
と
、

そ
の

意
義
を

見
て

い

っ

た
。

　

彼
女
た

ち
の

語
り
に

共
通
し
て

い

た

の

は
、

現
在、

自
ら
の

身
に

起
こ

っ

た

体
験
を
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な
も
の

と

し
て

解
釈
す
る

こ

と
に

対
し

て

は

揺
る

が

な
い

確
信
を

持
っ

て

い

る

の

に

対
し

て
、

過

去
、

と

り
わ

け
そ

う
し
た

体
験
を
し

は
じ

め

た

頃
と

さ
れ

る

段
階
で

は
、

そ
う
し
た

体
験
に

戸
惑
い
、

疑
い

を
も
っ

て

い

た

こ

と
が

強
調
さ
れ

て

い

る

と
い

う
点
で

あ

る
。

し
か

し、

多
く
の

不
思
議
な
体
験
が

積
み

重
な

る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
れ
が
「

神
」

や

「

天

使」

の

意
志
に

よ

る

も
の

で

あ
る

と
い

う
こ

と

を

認
め
ざ
る

を

得
な

く
な
っ

た

と

語
ら
れ
る

。

　

語
り
の

う
ち
に

認
め

ら

れ
る

こ

う
し
た

段
階
を
、

帰
属
理
論
の

視
座
も

借
り
な
が
ら
詳
し

く
見
て

い

く
と
、

ま
ず
初
期
の

段
階
で

は
、

体
験
の

解

釈
に
つ

い

て

超
越
的
実
在
に
直
接
的
原
因
を
求
め

る

こ

と

が

躊
躇
さ
れ
て

お
り、

そ
の

因
果
関
係
は

未
確
定
の

ま
ま
保
留
さ

れ
て

い

る

こ

と
が
わ
か

る
。

し
か
し、

そ
う
し
た

躊
躇
い

は
克
服
さ
れ、

本
人
た
ち
が
、

「

確
信
」

と

い

う
言
葉
を

用
い

て

説
明
し
て

い

る

よ

う
な
段
階、

つ

ま
り、

体
験
の

因
果
関
係
を
超
越
的
実
在
へ

と

帰
属
さ
せ

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

あ
る

体
験

が
単
な
る

「

不
思
議
な
体

験
」

で

は
な
く

「

宗
教
的
と

見
な
さ
れ
る
」

（

〉．

→
帥

く
Φ
の）

段
階
に

至
る

と
い

う
過
程
が

見
出
せ

る
。

そ
こ

か

ら
、

彼
女
た

ち
の

語
り
が、

自
ら
の

体
験
に

対
す
る

解

釈
の

転
回
と

い

う
出
来

事
を
中

心
に

し
た
段
階
的
な
物
語
と
し
て

構

成
さ
れ

て

い

る

こ

と
が
わ

か
る

。

　

さ
ら
に

、

彼
女
た

ち
の

語
り
に

特

徴
的
な

点
と

し
て、

体
験
中

心
的
な

側

面
と

諸
要
索
の

プ

リ
コ

ラ

！

ジ
ュ

と
い

う
点
を

指
摘
す
る

事
が

出
来

る
。

彼
女
た
ち
が
「

確
信
」

の

段
階
で

獲
得
し

た
と

す
る

新
た
な

意
味
体

系
は

、

教

団
の

教

義
や

宗

教
伝
統
な
ど
の

あ
る

特

定
の

意

味
体
系
に

依
存

す
る

も
の

で

は

な

く
、

様
々

な

対
象
か

ら

選
択
さ
れ

自

分
に

見
合
う
よ

う

に

構
成
さ

れ
た
も
の

で

あ
る

。

そ

こ

で

は

従
来

、

体
験
を
意

味
づ

け
評
価

す
る

も
の

で

あ
っ

た

教
義
や

伝
統
と
い

っ

た

外
的

参
照
枠
が
、

逆
に
体
験

に

よ
っ

て

評
価
さ
れ
る

も
の

と
な
っ

て

い

る
。
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選
択
的
に
構
成
さ
れ
た

そ
う
し
た

「

ブ

リ
コ

ラ

ー

ジ
ュ

」

な
意
味
体
系

は
、

こ

れ
ま
で

「

明

確
な

規
範
に

も
と
つ

く

構
造

化
と
は

ほ
と
ん

ど

無

縁
」

で

あ
る

な
ど
と

し
て、

「

流

動
的
で

不
安
定
」

で

あ
る

と

指

摘
さ

れ

て

き
た

（
→
『

ぴ
崖
o
評

B
磐
コ）
。

こ

う
し

た

指
摘
は

、

今
回
の

事
例
に

も

当
て

は

ま
る
も
の

で

あ
ろ

う
。

　

し
か

し、

彼
女
た
ち
の

語
り
で

は
、

主

観
的
に

選
択
さ
れ
た
種
々

の

体

系
が
体
験
の

解
釈
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、

ま
た

、

語
り
の

全
体
も
不
信
か

ら

確
信
へ

と
い

う
段
階
的
な
矛
盾
の

な
い

過
程
と
し

て

描
か
れ
て

い

た
。

こ

う
し

た

点
に
注
目

す
れ
ば
、

「

流
動
的
で

不
安
定
」

に

な
り
が
ち
な

彼

女
た

ち
の

意
味
体
系
は
、

体
験
が

核
に

据
え
ら

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て

無
限

に

拡
散
し
て

い

く
こ

と

な
く、

そ
の
一

貫
性
を
保

持
す
る

こ

と

が

で

き
て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
。

　

な
に

よ

り
も
彼
女
た

ち．
の

語
り
は
、

現
在
の

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー
」

で

あ
る

〈

私
〉

を

支
え
る

重

要
な
物

語
な
の

で

あ
る
。

そ

の

語
り
は
、

変
化
に

富
む

現
代
社

会
の

中
で
、

そ

の

変
化
に

寄
り
添
い

な
が

ら

も、
A

私〉

と

し
て

の

同
一

性
を

保
持
し
て

い

く
た
め
の

戦
略
を
垣
間

見
せ

て

く
れ

る

も
の

で

あ
る

と

言
え
る

だ
ろ

う
。

「

体
験
の

学
知
」

と

し
て

の

近
世
西
欧
神
秘
主

義
批

判

渡

　
辺

優

　
「

神
秘
主
義
」

を
め

ぐ
る

議
論
に

お
い

て

「

経
験
／
体

験
Φ

区
O
Φ

ユ
Φ

コ
o
 
」

と
い

う
概

念
が

多
か

れ

少
な

か

れ
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
こ

と

に

異
論
は
な
い

だ
ろ

う
。

個
人
の

特
異
な
宗
教
的
経
験
は

、

一
、

十
世
紀
以

降
の

宗
教

研
究

、

神
秘
主

義

研
究
の

主
題
で

あ
り

続
け
て

き
た

。

し

か

し
、

神
秘
主

義
と

い

う
概
念
そ
の

も
の

が

近
世
西
欧
を
起
源
と

す
る

固
有

の

来
歴
を

も
つ

の

と

同
様、

経
験
概
念
の

も
つ

意

味
も
歴
史
的
文
化
的
コ

ン

テ
ク

ス

ト
と

密
接
な
関
わ

り
が
あ
る

。

経
験
と

い

う
概
念
は

、

ま
さ
に

そ

の

中
で

「

神
秘
主
義
（
5

ヨ
団

。゚

註
ρ
⊆
Φ）
」

が

成
立
し
た
西
欧

近
世
の

認

識

論
的
構
造
変
化
の

中
で

新
た

な
修
辞
的
意
味
と

権
威
の

源
泉
と

し
て

の

役
割
を

も
つ

よ

う
に
な
っ

た
。

実
際、

近

世
西
欧
神
秘
主
義
は

し
ば

し
ば

「

体
験
の

学

知
（
5
°。

o
δ
口
o
Φ

Φ

図
O
σ

ユ

B
Φ

韓
国

芭
」

と

呼
ば

れ
た

の

で

あ

る
。

我
々

の

議
論
の

焦
点
は

レ
七

世
紀
フ

ラ

ン

ス

を
代
表
す
る

イ
エ

ズ
ス

会

神

秘

家
ジ

ャ

ン
ーー

ジ
ョ

ゼ

フ
・

ス

ユ

ラ

ン

（

｝
Φ
P
口
−

』

O
の

Φ

O
げ

G∩
ロ

鼠
口

】

六
〇

〇

1
六
五
）

に

あ
る

。

彼
は

有
名
な

「

ル

ダ
ン

の

悪
魔
憑
き
」

事

件
に

祓
魔
師
と
し

て

関
わ

り、

自
ら

が
悪

魔
に

憑
か
れ

て

か

ら

十
七

年
近

く
の

歳
月
を

半
ば

「

狂
人
」

と
し

て

送
っ

た
。

恢
復
後、

こ

の

長
い

精
神

の

闇
路
を
通
る

中
で

「

体
験
」

し

た
悪
魔
や

神
の

さ
ま

ざ
ま
な

働
き
を

そ

の

名
も

『

体
験
の

学
知
恥

竃
§
龕

§
ミ
帖

§

§

ミ
皇

（

一

六

六

三

年
）

と

い

う
白
伝
的
テ

ク

ス

ト
に

ま
と

め

た
。

こ

の

異
形
の

書
物
は
、

「

超

常
の

体
験
」

に

重
点
を

置
く
後
の

神
秘
主
義
理
解
を
大

き
く
規
定
し

た
と
も

言

わ

れ
る

。

　

し
か

し、

こ

れ

ま
で

ほ

と
ん

ど

論
じ
ら

れ

て

こ

な

か
っ

た
が
、

『

体
験

の

学
知
』

の

序
文
を
み

て

も
明
ら

か
な
よ

う
に

、

ス

ユ

ラ

ン

は

神
秘
に

至

る

道
に
は

聖

人

な
ど

少
数
の

人
々

に

の

み

認
め

ら
れ

た

特
権

的
な
「

体

験
」

の

み

な
ら
ず

、

一

般
の

キ
リ
ス

ト
教
徒
に

開
か
れ
た
「

信

仰
」

と
い

う
道
が
あ
る
と

言
っ

て

い

る
。

そ
れ
ば

か
り
か

、

体
験
も

最
後
に

は

信
仰

に

帰
着
す
る
と

し
て

信
仰
の

優
越
を
説
い

て

い

る
の

で

あ
る

。

彼
の

い

わ

ば

「

信
仰
の

神
秘
主
義
」

を
現
代
の

我
々

が

よ
く
理
解
し

よ

う
と
試
み

る
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