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「

霊
媒
」

再

考

佐

　
藤

　
憲

　
昭

　

こ

の

小
文
は
、

二

年
前
の

夏、

岩
手
県
で

調
査
を
し

た

際
に
七

十
九

歳

の

女
性
が、

体
力
を
消
耗
す
る

と

言
わ

れ
る
霊
媒
の

役
割
を

担
当
し

て

い

る

こ

と
を

知
り、

改
め

て

霊
媒
に

つ

い

て

考
察
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る
。

　

通
常、

霊
媒
は
、

身
体
に

神
霊
を

憑
入
し、

人

格
転
換
を

起
こ

し

て

神

霊

自
身
と
し

て

振
る

舞
い
、

直
接
話
法
で

神
意
を

伝
達

す
る

と

こ

ろ

に

そ

の

特
徴
が

あ
る

。

こ

う
し
た
呪

術
−
宗
教
的
性
格
を
具
え
て

い

る

霊
媒
に

は
、

二

通

り
の

型
が

み

ら
れ

る
。

一

つ

は
、

自
己
自

身
の

力

能
に

よ

っ

て

神
霊
を
自
ら
の

身
体
に

憑
入
・

離
脱
さ

せ
る

タ

イ
プ
で

あ
る

。

　

も

う
一

つ

の

タ

イ
プ
の

霊
媒
は

、

他
者
（

精
霊
統
御

者）

の

力
能
に
よ

っ

て

神
霊
を

身
体
に

憑
入
・

離
脱
さ
せ
て

も
ら
う
タ

イ
プ
で

あ
る

。

例
え

ば
、

木
曽
御

嶽
講
で

は

「

御
座
立
て
」

と

呼
ば
れ
る

儀
礼
を

執
行
し

て

い

る

が
、

こ

れ

は

「

前
座
」

「

中
座
」

と
そ

れ

ぞ
れ
呼
ば
れ

る

二

人
の

行
者

が

コ

ン

ビ

を

組
み
、

前
座

は、

神
霊
を

操
作
し
て

中
座
の

身

体
に

憑
入

し
、

中
座
は

神
霊
自
身
と

し
て

振
る

舞
う
霊
媒
の

役
割
を
担
当
す
る

。

こ

の

場
合
の

中
座
が、

も
う
一

つ

の

タ

イ

プ
の

需
媒
で

あ
る

。

中
座
の

よ

う

に

他
者
に
よ

っ

て

神
霊
を

身
体
に

憑
入
さ
れ

る
タ

イ

プ
の

霊
媒
は
、

必

ず

し

も
シ

ャ

ー

マ

ン

で

あ
る

必
要
は

な
く、

普
通
の

人
で

も
霊

媒
的
性

格
を

具
え
て

い

る

な

ら、

そ

の

役
割
を

担
当
す
る

こ

と
が

で

き
る

。

　

筆
者
は
、

平
成
二

十
一

年
の

夏、

今
回、

大
震
災
に

見
舞
わ
れ

た

岩
手

県
の

リ

ア

ス

式
海
外
線
沿
い

、

及
び
そ
の

周
辺
の

地
域
で

調
査
を
行
っ

て

い

た
。

八

月
二

十
三

日
の

午
後、

日

蓮

宗
寺
院
で

憑
祈
檮
形
式
の

儀
礼
に

つ

い

て

取
材
を

し
て

い

た
と

き
の

こ

と
で

あ
る

。

住
職
に

「

ヨ

リ

（
霊

媒）

を

担
当
す
る

女

性
は

ど

な
た
で

す
か
」

と

尋
ね
た
と
こ

ろ、
「

七

十

九

歳
の

母
で

す
」

と
い

う
回
答
に
、

あ
ま

り
に

高
齢
で

あ
る

こ

と
に

吃
驚

仰
天
し
た

。

　

周
知
の

よ

う
に

、

日

蓮

宗
の

仏
僧
は

中
山

法
華
経
寺
に

お

い

て

百
日

の

荒
行
を

行
い
、

修
法
師
の

資
格
を

得
て

い

る

者
が

す
こ

ぶ

る

多
い

。

こ

れ

ら

修
法

師
の

中
に

は
、

「

ヨ

リ
（
寄
）

」

ま
た

は

「

ヨ

リ
ダ

イ
（
寄
台
ご

と

呼
ば
れ

る

霊

媒
と
コ

ン

ビ

を

紐
ん

で
、

「

ヨ

リ

カ

ジ

（
寄
加
持）
」

と

称

さ
れ

て

い

る

憑
祈
疇
形
式
の

儀

礼
を
執
行
す
る

者
が

存

在
し
て

い

る
。

こ

の

儀
礼
に

お
い

て
、

仏
僧
は、

神
霊
を
目
や

耳
に

し
な
が
ら、

こ

れ

を
自

在
に

操
作
し
て

「

ヨ

リ
」

の

身

体
に

神
霊
を
憑
入

す
る

精
霊
統

御
者
の

役

割
を
担
当
し

、

他
方、

神
霊
を
憑
入
さ
れ
た

ヨ

リ
は

霊

媒
の

役

割
を
担
当

す
る

と
い

う
形
式
で

儀
礼
は

執
行
さ
れ

る
。

　

筆
者
は
、

住
職
に、

ヨ

リ

の

役
割
を

担
当
す
る
人
は

、

肉
体
的
に

若
い

こ

と

が
条
件
で

あ
る
と

い

う
学
問
上

の

仮
説
が
あ
る

が
、

七
十
九
歳
で

ヨ

リ
を
担
当
で

き
る
と

い

う
事
実
を
、

ど

の

よ

う
に
理
解
し
た

ら
よ
い

か
と

尋
ね
て

み

た
。

す
る
と
、

そ
の

回
答
は
、

次
の

よ

う
な
も
の

で

あ
っ

た
。

「

ヨ

リ
」

を

使
用
す
る
場
合

、

ヨ

リ

の

身

体
を

ま
ず
カ

ラ

ッ

ポ
に

し

て

お

か

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

。

そ
う
し

な

い

と
霊

的
存
在
を

入
れ
る

こ

と

が
で

き
な
い

か

ら
だ
。

身
体
を
カ

ラ

ッ

ポ

に

す
る

と
い

う
こ

と
は
、

ヨ

リ
を
担

当
す
る

人

物
の

身
体
か

ら

「

魂
11

意
識
」

を
ヌ

キ

取
る

こ

と
で

あ
る

。

そ

し

て
、

身
体
か

ら
ヌ

キ

取
っ

た

「

魂
冂

意
識
」

が

逃
げ
な
い

よ

う
に
、

し

っ

か

り
と

捕
ま

え
て

お

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。

そ

の

よ

う
に

し
て
、

カ

ラ

ッ

ポ
に

な
っ

た

身
体
の

中
に

霊

的
存
在
を

入
れ
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し
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た

手
続
き
を

す
る

と
、

年
齢
が

七

十
九

歳
で

あ
っ

て

も
ヨ

リ
の

役
割
を
勤

め

る

こ

と

が
で

き
る

の

で

あ
る
、

と

仏
僧
は

語
っ

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

解
釈
は
、

コ

ン

ビ

型
の

霊
媒
に

適
用
す
る

こ

と

が
で

き
て

も、

単

独
で

儀
礼
を
担
当
す
る

霊

媒
に

は
適
用
す
る

こ

と
は

困
難
で

あ
る
と

考
え

ら
れ
る
が、

高
齢
の

人
物
が

ヨ

リ
を
担
当
で

き
る

説
明
と

し
て

は

興
味
深

い
。

問
題
は、

単

独
で

あ
れ

コ

ン

ビ

型
で

あ
れ、

六
卜

代、

七

十

代、

八

十

代
の

者
が、

霊

媒
の

役
割
を

果
た
す
こ

と

が
で

き
る

宗
教

文
化
論
的
な

意

味
づ

け
で

あ
る
。

現
段
階
で

は
、

高
齢
の

霊
媒
が
存
在
し

て

い

る

こ

と

は
、

体
力
を

消
耗
し
な

い

静
の

ト
ラ

ン

ス

に

お
い

て

神
霊
を

憑
入
し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

、

と

見
る

の

が

妥
当
の

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

江
戸
期
の

伊
勢
・

山
田
に

お

け
る

寺
院
の

変
遷

　

　
　

寺
町
の

形
成
と

崩
壞

河

　
野

訓

　
伊

勢
神
宮
の
一
．

つ

の

正

宮
の

う
ち、

内
宮
の

鳥
居
前
を
宇
治、

外
宮
の

鳥
居

前
を
山
田

と

い

う
。

今
回

は
特
に

山
田

で

生

起
し
た
仏
教
寺
院
を
め

ぐ
る

江
戸
時

代
と
そ
の

終
盤
に

お
け
る

大

変
革
を

取
り
上
げ
る

。

　
山
田

に

お
い

て

は
仏

教
を
め

ぐ
っ

て

二

度
の

大
き
な

変
革
が
あ
っ

た
。

第
一

は

寛
文
の

大

火
（
寛
文
十

年
（
一

六
七
〇）

十
一

月
二

十
四
日）

後

の

仏

教
寺
院
の

市
街
地
か

ら
郊
外
へ

の

集

団
移

転
、

第
二

は
明
治

維
新
に

と
も

な
う
僧
侶
還

俗
（
伊
勢
で

は

「

復
正
」

と
い

う）

と
寺
院

潰
滅
で

あ

る
。

　

寛
文
の

大
火

は

鉈
屋
ノ

世
古
か

ら

出
火
し、

山
田

東
部
の

岡
本
・

小
田

橋
ま
で

焼
き
尽
く
し
た

。

（
『 ，．一
方
会
合
記
録
』

、

以

下
『

記
録
』

）

焼
失

家

屋
は

五

千
七

百
三

十
四

軒
を

数
え、

仏
教
寺
院
も
百
八

卜
九
ヶ

寺
が

焼
失

し
た

。

直
後
の

十
二

月、

山
田

奉
行
で

あ
る

桑
山
丹
後

守
は
焼

失
寺
院
の

野
辺
へ

の

移
転
も
し
く
は

取
り

潰
し
を
命
じ
て

い

る
。

翌

十
一

年
に

は

移

転

先
と

し
て

越
坂
地
区

、

岩
淵

領
前
田
地
区

、

河

崎
領

東
河
辺
地

区、

岡

本
地
区
が
決
め

ら
れ、

移

転
す
べ

き
寺
院
百
五

十
八

ヶ

寺
及
び

潰
す
べ

き

寺
院
も
決
め
ら
れ
た

。

移

転
は
五

月
に

は

始
ま

り、

翌

十
二

年
六
月
に

は

来
る

丑

年
（
一

六
七
三
）

ま
で

に

移
転
を

終
え
る

こ

と
が

命
じ

ら
れ

た
。

「

記

録
』

に

移
転
が

記
録
さ
れ
て

い

る
の

は

百
二

十
九
ヶ

寺
で

あ
り、

三

十
三

ヶ

寺
分
は
記

録
が

残
さ

れ
て

い

な
い

が
、

種
々

の

絵
図
や
古
記
録
と

照
合
す
る

と
、

実
際
は

移

転
し

て

い

る

寺
院
も
あ
る

よ

う
で

あ
る

、

野
辺

へ

の

寺
院
の

大
量

移
転
に

伴
っ

て
、

焼
失
寺
院
以

外
の

寺
院
の

移

転
も
命

じ

ら
れ

た
。

世
義
寺
本
坊
及
び

そ
の

二

十
二

の

支
坊
は

大
火
の

難
は

免
れ

た

が、

時
の

山
田

奉
行
桑
山
丹
後
守
は

世
義
寺
が

外
宮
の

宮
域
に

接
し
て

い

る
の

を
憂
え
、

こ

の

際
に

移
転
す
る

よ

う
命
じ
た

。

ま
た、

寛

文
十
一

年
中
に
、

類
焼
し

た

家
か

ら
坂
ノ

世
古
ま
で

の

家
や

外
宮
に
近
い

家
は
引

料
を

給
付
さ

れ
た

う
え
で
、

退
地

を
命
じ
ら

れ
た

。

『

記
録
』

に

は

寛
文

十
一

年
に

移
転
を

命
じ
ら

れ
た

寺
院
以
外
が

先
の

受
入
れ
地

区
に

移
転
し

た
記

録
も
残
っ

て

い

る
。

『

記
録一

で

は

延
宝

元
年
（
一

六
七
三
）

ま
で

に

十
三

ヶ

寺
の

移

転
が
確
認
さ
れ

、

そ
の

初
例
は

寛
文
十
一

年
三

月
で

あ

り、

そ
れ
は
移
転
を
命
じ
ら
れ
た
寺
院
よ

り
も

早
い

。

山
田
で

は

こ

の

頃

大
火

が

続
き、

新
た

に

郊
外
に

移

転
し
た

寺

院
も
あ
っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

こ

う
し
て

、

九
十
六
ヶ

寺
の

集
中
す
る

寺
町
で

あ
る

越
坂
地

区
（

内

訳
は
一

之

木
領

四

十

三
ヶ

寺、

宮
後
領

十
八
ヶ

寺、

船
江

領．
二

十
五

ヶ

寺）
、

十
四

ヶ

寺
の

岩

淵
領
前
田
地

区
、

二

十
六
ヶ

寺
の

河
崎
領
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