
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

書

評

と

紹

介

島
薗

進
著

『

〈

癒
す

知
〉

の

系
譜

科
学
と

宗
教
の

は
ざ

ま

』

　

　
　
吉
川
弘
文
館

　
二

〇．
〇
三

年
三

月
一

日
刊

四

六

判
　
二

六
六

＋
一

九
頁

　
二

六

〇

〇
円
＋

税

上

　
田

　
紀

　
行

　
島
薗
進
と

い

う

宗
教
学
者
は、

い

っ

た
い

何
を

目
ざ
し

、

ど

こ

へ

向
か

っ

て

歩
ん

で

い

こ

う
と

し

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

　
極
め

て

多
産
な

著
作
活
動
を

展
開
し、

人
格
的
に

も

誠
実
で

あ
り、

学

問
の

世
界
に

お

け

る

先
輩
と

し

て

も、

学
界
を
越
え
て

活
躍
す

る
…

人
の

人
物
と

し

て

も、

一

見
非
の

打
ち

所
の

な
さ

そ

う

に

見
え

る

人
物
の

本
質

は、

し

か

し

実
の

と

こ

ろ、

一

〇
歳

年
下
の

評

者
の

目
か

ら

見
て
、

そ

れ

ほ

ど

や

す
や

す
と

了
解
で

き

る

も
の

で

あ
っ

た

と

は．
言

え

な

い
。

そ
の

著

作
は

ど

れ

も

明
快
な

も
の

で

あ
り、

記
述
の

対
象
に

対
し

て

も
、

そ
の

論

理
の

展
開
に

し
て

も、

隅
々

ま

で

冖
配
り

の

聞
い

た
も

の

で

あ
り、

周
到

な
も

の

で

あ

る。

だ

か

ら、

い

か

な
る

時
も

ウ
ェ

ル

・

メ

イ

ド

な
論
文
や

著
作

を
牛
み

出

す、

宗
教

学
者、

宗
教

社
会

学
者

と
し

て

の

島
薗
氏
に

は、

後
輩
と

し
て

も

深
い

尊
敬
の

念
を

抱
か

ざ
る

を

得
な

い

し
、

い

つ

も

感
嘆
さ

せ

ら

れ
て

き

た
。

し

か

し
、

そ

の
一

方
で

こ

れ

だ

け

多
彩
な
活
動

が

行
わ
れ、

数
多
く
の

著
作
が

生
み

出
さ

れ

て

く
る

と

き、

単
に

極
め

て

優
れ

た

宗
教
学

者
と

し

て

の

レ

ベ

ル

で

は

な
く

、

「

島

薗
進
と

は

い

っ

た

い

何
者
か

？
」

と

い

う

問
い

が

浮
か

び

上

が
っ

て
く

る

の

も
当
然
だ

と

い

え

よ

う
。

　
極
め

て

明

快
で

分
か

り

や

す
い

は

ず
の

島
薗
氏
の

「

分
か

り
に

く

さ
」

の

う
ち

の

最
大
の

も
の

は、

こ

れ

だ

け

多
く
の

著
作
を

生
み

出
す
こ

と
を

可
能
に

し

て

い

る

も
の

が

何
で

あ
る

の

か

が、

今
ひ

と

つ

了
解
で

き

な
い

こ

と

で

あ
っ

た
。

そ

れ

は、

表

面
的
な

言
葉
を

使
え

ば、

多
彩
な

著
作
や

活
動
の

「

動
機
づ

け
」

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う

し
、

よ

り
本
質
的
な

言

葉

を

使
え
ば、

島
薗
氏
の

営
為
を

可
能
た

ら

し

め

て

い

る

「

根
源
的
な

力
の

あ
り

か
」

と

い

う

こ

と

に

も

な
ろ

う
。

　

学
者
の

書
く
学
術
的
な

著
作
に

対
し

て、

そ

ん
な

「

根
元

的
な

力
の

あ

り

か
」

な

ど

気
に

す

る

こ

と

は

な

い

で

は

な

い

か、

そ
れ

が

上

出
来
（
ウ

ェ

ル

・

メ

イ

ドV

な

論
文
で

あ
り

著
作
で

あ
れ

ば
そ

れ
で

い

い

で

は

な
い

か、

と

い

う
立

場
も

あ
る

だ

ろ

う
。

ま

た、

上

出
来
な

論
文
す

ら

書
く

能

力
の

な
い

者
が

何
を

言
う
か、

と

言
わ

れ

れ

ば
、

確
か

に

評

者
ご
と

き
が

島
薗
氏
に

そ

の

問
い

を

発
す

る

こ

と

自
体
が

実
に

僭
越
な
こ

と

で

も

あ
ろ

う
。

し
か

し
、

島
薗
氏
の

置
か

れ

た

社
会
的
地

位、

社

会
的

影
響
力、

そ

し

て

次
々

と

生
み

出
さ

れ

る

著
作
の

量
と

質
の

高
さ

を

考
え

れ

ば、

い

ま

や

そ

の

「

作
家
性
」

の

レ

ベ

ル

を
問
う
べ

き

時
が
到
来
し
て

い

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
。

そ
し

て、

評

者
自
身
の

そ

う
し

た

関
心

を

念
頭
に

置
き

つ

つ
、

本
書
『

〈

癒
す
知
〉

の

系

譜
』

を
見
て

み

た
い

。

（643）

　
さ

て
、

本
書
は

題
名
か

ら

も

明
ら

か

な

よ

う
に
、

〈

癒

す
知
〉

と

称
す

　
　
27

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

4

る

「

知
」

の

形
態
の

系
譜
を

明
ら

か

に

し

よ

う

と

す
る

著
作
で

あ
る
。

そ
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し
て

そ

の

対

象
は

凵

本
で

あ
り

、

二

〇
世
紀

前

半
の

年
代
が

中
心

と

な

る
。

　
〈

癒
す
知
〉

と

は

何
か

。

著
者
自

身
は

〈

癒
す

知
〉

を

大
ま

か

に

示
す

と

次
の

よ

う
な
も

の

だ

と

い

う
。

　
「

〈

癒

す
知
V

は

か

ら

だ

（
身
体∀

や

心
に

関
わ

る

知、

ま

た、

か

ら

だ

や

心

に

関
わ

る

も

の

と

し

て

の

自
然
と

社
会
に

つ

い

て

の

知
で

あ
る

。

か

ら

だ

や

心
が

痛
み

や

苦
し

み

か

ら

解
き

放
た

れ、

よ

り

健
や

か

で

本
来
の

豊
か

な

可
能
性
を

発
揮
で

き

る

状
態
へ

と

恢
復
す

る

た

め

の

知
で

あ
る

。

だ

が
、

そ

れ

は

正

統
的
な

近

代
科
学
で

は

実
現
で

き

な

か
っ

た

も
の

を

目

指
す

。

学
校
で

教
え

ら

れ、

病
院
で

実
行
に

移
さ

れ

る

近

代
医
学
や

生
物

学、

生

理
学

、

あ
る

い

は

農
学
な

ど

の

主
要．
な

『

近

代
知
』

の

体
系
の

中

に

あ
る

知
と

は
異
な

る

も
の

と

し

て

認
識
さ

れ

て

い

る
。

つ

ま
り、

八

癒

す

知
〉

は

何
ほ

ど

か

『

近
代

知
』

に

対

す
る

『

代
替
知
』

（

巴

8
∋
餌

二
く
 

ぎ
〇

三
Φ
匹
αqo
）

と

し

て

の

自
覚
を
も
っ

て

い

る
」

（
一
一

頁
）

。

　
そ

し

て、

近

代
科
学
が

主

観
と

客
観、

知
る

世
界
と

対
象
世
界
を
分
離

し
、

知
に

よ

る

対
象
世
界
の

支
配
を

も
く
ろ

む

も
の

で
、

全
体
か

ら

切
り

離
さ

れ

た

部
分
に

つ

い

て

の

確
実
な

知
の

蓄
積
こ

そ

が

科
学
の

発
展
と

さ

れ

る

の

に

対
し、

〈

癒
す

知
〉

は
そ

う
し
た

近

代
科

学
の

知
に

よ
っ

て

見

落
と

さ

れ
る

世
界
の

様
相
を

明
る

み

に

出
そ
う
と

す

る

も

の

で

あ
る

と

い

う。

そ

う
し

た

〈

癒
す
知
〉

は

諸
宗
教、

神

秘
主

義、

未
開
文
化
や
民
族

文
化
の

宗
教
的
伝

統
の

中
で

育
ま

れ

て

き

た
も

の

で

あ
り
、

そ
れ

故
〈

癒

す
知
〉

は
宗
教
か

ら

多
く
を

学
ぽ

う

と

す

る

と

い

う
。

　
こ

の

〈

癒
す

知
〉

の

大
ま

か

な

定
義
を

見
て

み

れ

ば、

そ
れ
は
一

九
九

六

年
に

出
版
さ

れ
た

エ

ポ

ッ

ク

メ

イ

キ

ン

グ
な

力

作
「

精
神

世
界
の

ゆ

く

え』
（
東

京
堂

出
版）

と

極
め

て

近
い

世
界
を

取
り

扱
っ

て

い

る

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

ろ

う
。

『

精

神

世
界
の

ゆ

く
え

』

に

お

い

て

は
、

「

精
神

世

界
」

や

「

ニ

ュ

ー
エ

イ

ジ

運

動
」

と

い

っ

た
、

「

新

霊
性
運

動
」

と

島

薗

が
命
名
し

た
、

現
代
に

展
開
す
る

新
た

な

潮
流
の

展
望
が
行
わ
れ
た

わ

け

だ
が
、

そ

の

潮
流
を
支
え
る

「

知
」

も
ま

た

「

代
替
知
」

的
な
も
の

で

あ

り、

新
霊
性
運
動
は
代
替
知
運
動
を
そ

の

中
に

含
ん

で

い

る

こ

と
が

既
に

指
摘
さ

れ
て

い

た
。

し
か

し

こ

の

前
作
に

お

い

て

は、

一

部
に

日

本
の

事

例
が

取
り
扱
わ
れ

な
が

ら
も、

議

論
の

焦
点
は

世
界
で

同
時
的
に

展
開
し

て

い

る、

グ

ロ

ー
バ

ル

な
運
動
と

し

て

の

新
霊

性
運
動
で

あ
り

、

共
時

的

な

分

析
に

力
点
が

置
か

れ、

そ

の

歴
史
的
系
譜
は

そ

れ

ほ

ど
論
じ
ら

れ

て

い

た

わ

け
で

は
な

か
っ

た
。

　

本
書
に

お

け
る

〈

癒
す
知
〉

と

は、

「

代
替
知
」

に

お

け
る

「

心
と

か

ら

だ
」

に

関
係
が

深
い

領
域
で

あ
る

と

い

え
よ

う
。

そ

し

て、

現

代
的
な

潮
流
で

あ
る

「

新
霊

性
運
動
」

を

共
時
性
に

力
点
を
お

い

て

記
述、

分

析

し

た

島
薗
は
、

実
は

そ
う
し
た

代
替
知
へ

の

希
求
は

決
し

て

二

〇
世
紀

末

に

突

然
起
こ

っ

た

も
の

で

は

な

く、

ず
っ

と

以
前
か

ら

存
在
し

て

い

た

と

主
張
す

る
。

二

〇

世
紀
初
頭
か

ら

の

日

本
に

お

け
る
代
替
知

運
動
を

「

心

と

か

ら

だ
」

の

領
域
に

焦
点
を

絞
っ

て

論
じ
た
の

が

本
書
だ

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う
。

本
書
は

次
の

四

章
と

結
語
か

ら

な

る
。

一
　
く

癒
す
知
V

の

系
譜

学

二

　
「

食
養
」

と

し
て

の

〈

癒
す
知
〉

三

　
心
理

療
法
と

し

て

の

〈

癒
す
知
〉

四
　
世
界
観
と

し

て

の

〈

癒
す

知
〉

〈

癒
す
知
〉

の

そ
の

後

428（644）
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書評 と紹介

　
第
一

章

天
癒
す
知
V

の

系
譜
学
」

は

本
書
に

お

け
る

導
入
部
で

あ

り、

現

代
に

お

け

る

八

癒
す

知
〉

へ

の

待
望
か

ら、

そ

の

系
譜

的
探

究
へ

の

橋

渡
し
が

な
さ

れ

る
。

ま

ず
日

本
に

お

い

て

く

癒
す

知
V

へ

の

待
望
が

高
ま

り

を
み

せ

は

じ

め

た

の

は
一

九
七

〇
年
代
で

あ
り
、

ア

メ

リ
カ

先
住
民
の

知

恵
に

着
目
し
た

カ

ス

タ

ネ
ダ、

真
木
悠
介

な
ど

の

著

作、

「

ニ

ュ

ー

サ

イ
エ

ン

ス
」

の

流
行、

河
合
隼
雄
に

よ
る

心
理
療
法
の

知

の

紹
介
な
ど
か

ら
、

「

新
し
い

パ

ラ

ダ
イ
ム
」

へ

の

期

待
が

高
ま
っ

た
。

ま

た
、

山

岸
会

や

紫
陽

花
邑
な

ど
の

コ

ミ

ュ

ー

ン

運

動、

気

功
法、

野
口

整

体
な
ど
の

身

体
的
技
法
へ

の

注
目
と

普
及
も
起
こ

る
。

そ
し

て

〈

癒
す

知
〉

に

人
々

の

関
心
が

向
か

う

の

は、

病
気
や

健
康
に

つ

い

て

の

正

統
的
な

知
や

制
度
に

不
満
を

感
じ

て

い

る

か

ら

で

あ
り

、

イ
リ

ッ

チ

の

社
会
の

「

医
療
化
」

の

議
論
を

紹
介
す
る

と

と

も

に
、

ア

メ

リ
カ

に

お

け

る
代
替
医
療
の

発
展
に

も

触
れ
る

。

そ
し

て
、

明
治
以
後
の

近
代
学
校
教

育
に

よ
っ

て

無

視
さ

れ

て

き

た、

学

校
の

外
に

お

け
る
人
々

の

生
活
の

中
で

の

問
い

の

探

究
と

し

て

の

「

民
間

学
」

の

立
場
と

〈

癒
す

知
〉

の

類
似
性
を

指

摘
す

る
。

　

さ

て、

こ

こ

か

ら

日

本
に

お

け

る

〈

癒
す

知
〉

の

概
観
に

入

る

が
、

日

本
に

お

け

る

く

癒

す
知
V

の

興
隆
は、

一

八一．一
〇
年
代
か

ら

そ

の

萌
芽
が

見
ら

れ

た

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
よ
り

半
世
紀
以
上
遅
れ
て

お

り、

一

九
一

〇

年
頃
に

岡
田

虎
次
郎
の

岡
田

式
静
座
法、

藤
田
霊
斎
の

藤
田
式
息
心
調
和

法、

二

木
謙
三

の

腹
式
呼
吸

法、

石

塚
左
玄
の

食
養
養
生

法
な

ど

が
人
々

の

間
に

認
知
さ
れ
た
の

が

最
初
だ
と

い

う。

し
か

し、

そ

の

後
の

〈

癒
す

知
〉

の

興
隆
は

急
速
で、

二

〇

年
代
の

野

口

晴
哉
に

よ

る

整
体
は

そ

の

後

大
き

な

潮
流
を
形
づ
く
る

こ

と

に

な

る。

そ

の

野
口

に

理

論
的
に

大
き

な

影
響
を

与
え

た

の

が
、

松
本
道
別
の

「

人

体
放
射
能
」

の

理
論
で

あ
り、

松
本
を
初
め

と

し

て

多
く

の

「

霊

動
」

論
者
が

存
在
し
た

し、

そ

れ
以
前

に

も
田

中
守
平
な

ど

の

「

霊
術
家
」

の

流
れ
が

存
在
し
た

。

　
し

か

し、

そ

れ

ら
の

A

癒
す
知
〉

は
、

当
初

は

科
学
の

範
疇
か

ら

排
除

さ

れ

て

い

た

わ
け

で

は
な

く、

催
眠
術
や

千
里

眼
研
究
は

心
理

学
や

心
霊

科
学
の

名
の

ド
で

研
究
さ

れ
て

い

た
。

だ
が
一

九
一

三

年
の

福
来
友
吉
の

東
大
退

職
に

よ
っ

て
、

「

霊
」

は

科
学
か

ら

は

排
除
さ

れ
て

し

ま

う。

し

か

し
、

実
証
的

合
理

的
科

学
が

権
威
を

強
め
、

「

い

か

が
わ

し

い
」

知

を

排
除
し
て

い

こ

う
と

す
る

力
が

強
ま

る
中
で

、

「

宗
教
と

科
学
の

統
合
」

を
も

く
ろ

み、

全
体

的
な

知
を
志

向
す
る
流
れ

は

根
強
く
持
続
し

た
。

島

薗
は

そ
の

典

型
を
宮

沢
賢
治
に

見、

「

新
た

な

時
代
は

世
界
が
一

の

意
識

に

な

り
生
物
と

な
る

方
向
に

あ
る
」

と

い

う
「

農
民
芸

術
概
論
綱
要
」

の

冒
頭

を

引
用

し
て

い

る
。

　

第
二

章
「

『

食
養
』

と

し

て

の

A

癒
す
知
〉

」

で
は、

石

塚

左
玄
の

食
養

論
と

食
養
会

運
動
に

焦
点
が

絞
ら

れ

る
。

現

在
の

「

自
然
食
」

志

向
の

中

で

も

も
っ

と

も

徹
底
し
た

も
の

は、

一

九
三

〇

年
代
か

ら

桜
沢
如
一

が

運

動
を

展

開
し

た

マ

ク

ロ

ビ

オ
テ
ィ

ッ

ク

（
玄
米
正

食
）

だ

が
、

そ

も
そ
も

桜
沢

如
一

は

石
塚
左

玄
の

食
養
会
運
動
に

所

属
し
て

い

た

の

で

あ
り、

食

養
運

動
の

始
ま
り

は
一

九
一

〇
年
前

後
に

開

始
さ
れ

た
石
塚
の

活

動
に

見

る

こ

と

が
で

き

る
。

石

塚
の

食
養
理

論
は
、

ま

ず

食
を

精

神
と

結
び
つ

け、

食
と

風

土
を

結
び
つ

け
、

穀
物
食
を

重

要
視
し、

食
材
を

丸
ご
と

食

べ

る

全
体
食

を
強
調
す
る

な

ど、

後
の

食
養
運

動
の

ほ
と

ん

ど

が

既
に

現

れ

て

い

る
。

し
か

し、

そ

の

理

論
の

要
は、

後
に

受

け

継
が

れ

な
か

っ

た、

食
物
中
の

ナ
ト

リ
ウ

ム

と

カ

リ

ウ
ム

の

調

和
を

保
つ

と

い

う
「

陰
陽

調
和
論
」

で

あ
り、

実
は

近
代
科
学
へ

の

信

頼
も
深
か

っ

た
。

　

こ

う
し

た

食
生

活
を

軸
と
し
た

く

癒
す

知
V

の

登

場
は
、

実
は

当
時
の

脚
気
治
療
に

対
す

る

「

近

代
科
学
」

の

欠
陥
が

後
押
し

し

た

も
の

だ
と

い
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う

指
摘
は

興
味
深
い

。

】

八

八

〇
年
年
代
か

ら
一

九
一

〇
年
代
ま

で、

西

洋
医
学
は

脚
気
の

原

因
を

伝
染
病
だ
と

誤
認
し、

そ

の

治

療
の

実
効
性
に

お

い

て
、

食
養
を
重

要

視
す

る

漢

方

医
学
に

後
塵

を

拝
す
る

こ

と

と

な

り、

既
に

そ

の

時
代
に

し
て

「

代
替
知
」

へ

の

希
求
が

認
め

ら

れ
る

。

ま

た、

政
府
主
導
の

近
代
衛
生

観
念
の

普
及
が
、

専
門
家
に

よ

る

民

衆
の

啓

蒙
と

い

う

形
を

取
っ

た
の

に

対
し

て、

貝
原
益

軒
な
ど
の

養
生
論
の

伝

統

で

は

養
生
を

文
化
の

問
題
だ

と
見、

宗
教
性
や

精
神
性
と

分
か

ち

が

た

い

も

の

と

考
え

て

き

た
。

石
塚
の

食
養
運
動
は、

近
代
科
学
と

養
生

法
の

両

方
を

兼
ね

備
え

る

も

の

だ

っ

た

の

で

あ
り

、

養
生
論
に

お

け
る

「

気
」

を

カ

リ

ウ

ム

と

ナ

ト
リ

ウ

ム

と

い

っ

た
元

素
に

置
き

換
え

た
も

の

だ

と

い

う
。

そ
の

意
味
で

は、

石

塚
の

〈

癒
す

知
〉

は

必
ず
し

も

近

代
科
学
に

対

抗
す

る

代
替

的
な

世
界

観
で

は

な

く、

伝
統
と

近

代
の

折

衷
な

の

で

あ

り、

そ
れ

は
ま
だ

近

代
科
学
に

対
す
る

疑
い

が

そ

れ

ほ

ど

育
っ

て

い

な
い

と

い

う
時
代
背
景
に

よ

る
も
の

だ
と
島
薗
は

ま

と

め
て

い

る。

　

第
三

章
「

心
理

療
法
と

し

て

の

〈

癒
す

知
〉

」

は、

前

章
の

石

塚
と

ほ

ぼ

同
じ

時
代
に

活
躍
し

た
、

日
本
独
自
の

心

理
療
法
の

創
始
者
で

あ
る

森

田

正

馬
を
め

ぐ

る

議
論
で

あ
る。

絶
対
臥

褥
と

い

う
ユ

ニ

ー

ク

な

手
法
を

持
つ

森
田

療
法
は

現
在
で

も
少
な

か

ら

ぬ

病
院
で

実
践
さ

れ

て

い

る

心
理

療
法
で

あ
る

が、

禅
仏
教
か

ら

の

影
響
を
多
大
に

受
け

た

〈

癒
し
の

知
〉

で

も
あ
る

。

島
薗
は
ま

ず

森
田

の

師
で

あ
り、

日
本
の

精
神
医

学
の

基

礎

を
確
立

し

た

呉
秀
三

の

存

在
に

触
れ、

呉
の

精
神
療
法

論
は

西

洋
の

精
神

療
法
論
と

、

日
本
風
の

特
徴
が

濃
厚
な
森
田
の

そ

れ

と

の

中
間
に

位
置
す

る

も
の

で

あ
り

、

西
洋
に

は
な
く
呉、

森
田

に

お

い

て

顕
著
に

な
る

要

素

を

科
学
的
な．
言

語
で

語
ら

れ
る

が
、

宗
教

的
な

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

や

死
生

観、

人
生

観
の

要

素
を

も
つ

と

い

う
意
味
で

「

世
界
観
」

的
な
論
点
と

名

付
け

て

い

る
。

　

森
田

は

「

神
経
質
」

と

名
付
け

る

病
気
が

発
動
す
る

の

は

患
者
の

壮
年

の

悪

循
環
に

よ
る

も
の

だ

と

気
付
い

た

が
、

そ

の

メ

カ

ニ

ズ

ム

を
患
者
に

合
理

的
に

説
明
す
る

だ

け
で

は

足
り
ず、

患
者
が

そ

の

事
実
を
「

体
得
」

す

る

必
要
が

あ
る

と

す

る
。

そ

し

て、

人

間
に

は

「

自
然

良
能
」

（
自
然

治
癒

力）

が

あ
り、

そ

れ

を

発
揮
さ
せ

れ
ば

病
は

克
服
で

き
る

と

い

う
。

　

島
薗
は

さ

ら

に、

森
田

が
井
ヒ
円
了

の

心
理

療

法
論
か

ら
受
け
た

影
響

を
考
察
す
る
。

井
ト

は

心
身
の

強
い

相
関
を
説
き
、

心
理
療
法
と

宗
教
の

深
い

関
係
を

指
摘
す

る

が
、

し

か

し
信
仰
療
法
の

多
く
は

迷
信
に

陥
り、

心
理

療
法
と

は

言
え

な
い

と

い

う
。

だ

か

ら
と

い

っ

て
、

医
学
が

心
理
療

法
を

排
除
す

る

の

は

誤
り
で

あ
り

、

科
学
的
な

心

理
療
法
こ

そ

が

必
要
だ

と

い

う
の

で

あ
り、

こ

の

視
点
は

森
田

に

も
受
け

継
が

れ

る

こ

と

と

な

る
。

井
ヒ

も

森
田
も
「

迷
信
」

の

克
服
を

説
き

な

が

ら
、

「

真
の

信
仰
」

へ

と

啓
蒙
を
試
み

る

の

で

あ
る

。

し
か

し
、

島
薗
は

森
田

に

見
ら
れ

る
、

医
学
的
専
門

家
の

権

威
主

義
的
傾
向
も

指
摘
す

る

こ

と

で
、

ひ

と

つ

の

〈

癒
し
の

知
〉

で

あ
る

森
田

療
法
に

も

満
足
す

る

こ

と

の

で

き

な
い
、

情

緒
的
な
〈

癒
し

の

知
〉

が

「

迷
信
」

と

呼
ば
れ

て

も
な
お

存
続
せ

ざ

る

を

得
な
い

事
情
も

同
時
に

指
摘
す
る

の

で

あ
る

。

　

第
四
章
「

世
界
観
と

し
て

の

く

癒
す

知
V

」

で

は
、

再
度
「

食
」

に

話

を

戻
し、

桜
沢
如
一

の

思
想
が

取
り
扱
わ
れ
る

。

一

九
三

〇
年
代
に

マ

ク

ロ

ビ

オ

テ

ィ

ッ

ク

を

確
立
し

た

桜

沢
の

思
想
が

、

そ

れ

以

前
の

石

塚
左

玄

と

異
な

る

の

は
、

そ

れ

が

西
洋
科

学
へ

の

正

面
か

ら

の

批

判
を

打
ち

出
す

「

代
替
知
」

運
動
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
。

そ

の

思
想
の

根
本
原

理
は

「

身
土
不
二
」

で

あ
り

、

自
分
の

置
か

れ
た

生
態

環
境
と

自
分
自
身
は
】

体
で

あ
り
、

そ

の

地
域
で

そ

の

季

節
に

取
れ

る

も
の

を
食
す
る

こ

と

を

奨
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書評 と紹介

励
す
る

が
、

そ
の

原
理

は

も

は
や

い

わ
ゆ

る

食
の

技
法
を

超
え

て

い

き、

「

食
養
と

は

最
も
基

本
的
根
本
的
な
声
楽
的
な

又

物
理

化

学
天

文

地
文

等

一

切
の

学
を
統

合
し

統
一

す

る
正

知
正
行

で

あ
る

」

と

ま

で

言
わ

れ

る

よ

う
に

な
る
。

ま
た

桜
沢
が

提
示
し

た
「

無

双

原
理
」

は

世

界
の

す
べ

て

を

解
き
明
か

そ

う
と

し
た

壮
大
な
世
界
観、

宇
宙
観
と

も

い

う
べ

き
も

の

で

あ
る。

　
そ

う
し
た

桜
沢
の

思
想
は
、

〈

癒

す
知
〉

の

性

格
を

保
ち

続
け
な

が

ら

も、
「

知
」

よ
り

も
，

信
」

の

ほ

う

に

揺
れ

動
く
も
の

だ

っ

た

と

島
薗
は

言
う。

「

正
し

い

食
物
は

神
の

み

こ

こ

ろ

で

あ
り、

神
の

め

ぐ

み

で

あ

り

ま

す。

神
様
は

宇
宙
全
体
に、

虚

空
全
体
に

充
ち、

み

な
ぎ
る

生

命
で

あ

り
ま
す
」

と
い

う

桜
沢
の

言
葉
に
、

島
薗
は

再
度
、

「

ま

ず
も

ろ

と

も

に

か

が

や

く

宇
宙
の

微
塵
と

な

り
て

無
方
の

空
に

ち

ら
ば

ろ

う
」

と

語
る

宮

沢
賢
治
の

姿
を
重
ね

合
わ

せ

て

み

る

の

で

あ
る

。

　
さ

て
、

終
章
「

〈

癒
す
知
V

の

そ

の

後
」

で

は、

本
書
で

取

り
上

げ

た

く

癒
す

知
V

か

ら

「

新
霊

性
運
動
」

へ

の

道
の

り

が
概
観
さ

れ

て

い

る
。

福
岡
正
信
や

岡
田

茂
吉
に

よ

る

「

自
然
農
法
」 、

吉

本
伊
信
の

「

内
観
」

な

ど

に

触
れ

ら

れ

る
。

そ

し

て
、

医
師
の

強
い

権
威
の

も
と

に

行
わ

れ

て

き

た

森
田

療
法
に

お

い

て
一

九
七

〇
年
代
か

ら
生
じ
た
、

権
威
主

義
を

脱

し

た

セ

ル

フ

ヘ

ル

プ

的
な

動
き

で

あ
る

「

生
活
の

発
見
会
」

の

動
き

を

肯

定
的
に

紹

介
す

る
。

し

か

し
一

方
で、

〈

癒

す
知
〉

の

迷
走、

暴
走
と

し

て
、

営
利

化
し

た

セ

ミ

ナ

ー

や
、

オ

ウ

ム

真
理
教
事
件
に

も
言
及
す
る
。

そ

し

て、

最
後
に

〈

癒
す
知
〉

は

病
の

治

療
の

追
究
だ

け
で

は

な

く、

「

牛
き

が

い

あ
る

生
と

は

何
か
」

と

い

う

問
い

へ

の

答
え

を
提
示
し
て

き

た

試
み

と

し

て

も
理

解
可
能
で

、

生

活
に

役
立
つ

知
を
用
い

な
が

ら
行
わ

れ

て

き

た

宗
教
的
思
索
と

し

て

捉
え

る

こ

と
が
で

き
る

と

し
、

生
活
現
場

に

近
い

宗
教
思

想
の

表
れ

で

あ
る

と

本
書
を

結

ん
で

い

る
。

　

さ

て
、

こ

う
や
っ

て

本
書
の

内
容
を
追
っ

て

く
れ

ば、

こ

れ

は

ま
た

極

め

て

ウ
ェ

ル

・

メ

イ

ド
な

著
作
だ

と

言
わ

ざ
る

を
得
な
い

。

一

九
一

〇
年

代
か

ら

の

代

替

知
運
動

を
「

食
」

と

．

心
」

に

探
り

、

そ
れ

を
〈

癒
す

知
〉

の

系
譜
と

し
て

捉
え

直
し、

誠
実
か

つ

バ

ラ
ン

ス

の

取
れ

た

筆
致
で

再
構
成
し
な
お

す
と

い

う

手
腕
は、

ま
っ

た

く

見
事
な
も

の

で

あ
る

。

散

逸
し

た

い

く
つ

か

の

点
と

し

か

見
え

な
か

っ

た

思
想
と
運
動
が
、

本
書
に

よ
っ

て

線
と

な
り、

面
と

な
っ

て

提
示
さ

れ

た

こ

と

の

意
味
は

大
き

い
。

森
田

療

法
や

食
養、

マ

ク

ロ

ビ

オ

テ

ィ

ッ

ク

を

単
独
に

は

知
っ

て

い

て

も、

そ

れ
ら

を
一

つ

の

時
代
を
共
有
す
る

も
の

と
し

て

捉
え
る

視
点
は

こ

れ

ま

で

な
か

っ

た
だ

け
に、

こ

の

著
作
は

二

〇

世
紀
後

半
に

お

け
る

「

新

霊

性
運
動
」

を

横
断
的
に

捉
え
た

「

精
神
世
界
の

ゆ

く
え

』

に

続

く、

そ

の

二

〇
世
紀
前
半
版
で

あ
る

と
も
い

え
る

し、

周
到
に

準
備
さ

れ
た

労
作

で

あ
る

と

言
え
る
だ

ろ

う
。

　

し
か

し、

島
薗
氏
が

本
書
の

最
終
章
の

結
尾

と
し

て

次
の

よ

う
な

言
葉

を
書
き

記
す
と

き、

評

者
は

若
干
の

も
ど

か

し

さ
を
感
じ
て

し

ま
う
こ

と

も
告
自
し

て

お

き
た

い
。

　
「

以

」

の

よ

う
な

問
題
の

学
問
的

考
察
は

ま

だ

緒
に

つ

い

た

ば
か

り
で

あ
る

。

歴
史
学
も
科
学

史
研
究
も
宗
教
史

研
究

も、

こ

の

よ

う
な

課
題
に

取
り
組
む

機
会
が

乏
し
か

っ

た
。

今
後
は

こ

う

し
た

問
題
の

学
問

的
探
究

が

深
め

ら

れ
、

近
代
日

本
の

こ

こ

ろ

と

か

ら

だ、

観
念
と

実
践
の

歴
史
が

さ

ら

に

多
面
的
に

解
明
さ

れ

る
こ

と

が

望
ま

れ

る
．

今
後
の

そ

う

し

た
探

究
の

た

め

に
、

本
書
が
い

く
ば
く
か

の

手
が
か

り
を
提
供
で

き

て

い

る

と

す
れ
ば
、

筆
者
の

当
初
の

目
標
は

お

お

か

た
満
た
さ

れ

た

こ

と

に

な

る
。

」
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お

っ

し

ゃ

る

通
り
だ

と

思
う

。

そ
し
て
、

本
書
は

島
薗
氏
の

そ

の

目

標

設
定
を
十
分
過
ぎ
る
ほ

ど
達
成
し
て

い

る
。

し

か

し
敢
え
て

そ

こ

に

問
い

を
持
ち
出
す
と

す
れ
ば
、

評

者
の

も
ど
か

し

さ

は、

島
薗
氏
の

こ

の

疑
わ

れ

る

こ

と

の

な

い

「

学

問
」

へ

の

信
頼
の

語
り

口

だ

と

言
え

よ

う

か
。

「

学
問
」

的
に

は

ま
だ
手
が

付
け

ら
れ

て

い

な

い

あ
る

領
域
を
「

学

問
」

の

対
象
と

す
る
こ

と、

そ

れ

は

学
界
に

お

い

て

は

極
め

て

ま
っ

と

う
な

営

為
だ

と

言
え
る

し
、

「

職
業
と

し

て

の

学
問
」

の

鑑
だ

と
言
え

よ

う
。

し

か

し、

「

新
霊

性
運
動
」

に

せ

よ
、

本
書
の

〈

癒
す

知
〉

に

せ

よ
、

そ
の

中
に

は

ア

カ

デ
ミ

ッ

ク

な

学
問
の

体
裁
を

取
る

「

科
学
的
知
」

と
民

衆
の

生
活

実
感
の

中
に

あ
る

象
徴
的、

身
体
的、

運
動
的
な

「

代
替
知
」

の

間

の

強
い

緊
張

関
係
が
あ
る

こ

と

を

島
薗
氏
自
身
が

こ

れ

だ
け

明
晰
に

記
述

し

強

調
し

た

後
に

、

な

お

か

つ

「

学
問
的
考
察
」

と

い

う

言
葉
で

そ

の

本

を

結
ぶ

と

き、

そ

の

「

学
問
」

と

は

い

か

な
る

学
問
が

イ

メ

ー

ジ
さ

れ

て

い

る

の

か

と

問
い

た

く
な

っ

て

し

ま

う
の

は

過
剰
な

欲
求
で

あ

ろ

う

か
。

ま

だ

学
問
的
に

は

手
が

つ

い

て

い

な

い

領
域
だ
か

ら、

そ

こ

を

埋
め

て

い

こ

う

と

い

う、

自
動
機
械
の

よ

う

に

記
述
さ

れ

る

学
問
観
に、

何
か

落
ち

着
き

の

悪
い

も
の

を

感
じ

て

し

ま

う
の

だ
。

　
も
っ

と

も

逆
に

考
え
れ
ば
、

そ

こ

に

こ

そ

島
薗
氏
の
一

貫
し

た

「

使
命

感
」

が

あ
る

の

か

も

し
れ

な
い

。

「

新
霊
性
運

動
」

に

せ

よ

く

癒
す

知
V

に

せ

よ
、

そ

れ

ら

は

こ

れ
ま

で

宗
教
学
の

領
域
だ
と

は

認
知
さ

れ

て

こ

な

か

っ

た
。

宗
教
の

教
学
や
哲
学
に

こ

そ

宗
教
学
の

本
質
が

あ
る

の

だ

と
い

う
旧
来
の

宗
教
学
の

あ
り
方
か

ら、

新
宗
教
な

ど

の

様
々

な
宗
教
運

動
研

究
も

ま
っ

と

う
な

宗
教
学
研
究
な
の

だ
と、

「

学
問
」

の

領
域
を

拡
大
し

て

き

た

流
れ

は
、

島
薗
氏
が

師
の

柳
川
啓
一

氏
か

ら
引
き

継
ぎ

、

発

展
さ

せ

て

き

た

潮

流
で

あ

り
「

運
動
」

で

あ

る
。

そ

の

「

運

動
」

の

重

要
さ

は、

文
化
人
類
学
を

出
身
と

す

る

評
者
に

も
ま
っ

た

く

賛
同
で

き
る
も
の

だ
。

し
か

し
、

そ

う
し

た

宗
教
社
会

学
的
な

知
見
の

拡
大、

フ

ィ

ー
ル

ド

ワ

ー

ク

的
な
知
の

拡

大
と

い

っ

た、

以
前
に

は

新

鮮
で

あ
っ

た

視
点
は、

も

は

や

学
問

的
に

も

定
着
し

、

当
然
の

も

の

と

し

て

受
け

入

れ

ら

れ
る

よ

う

に

な
っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

い

ま

問
わ

れ

て

い

る

の

は、

そ

の

先
の

学
問
像
な

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。

　
し

か

し、

冒
頭
に

触
れ

た
、

著
作
を
生
み

出
す

「

根
源
的
な

力
」

に

つ

い

て
、

島
薗

氏
は

本
書
の

「

あ
と

が

き
」

に

お

い

て

極
め

て

注
目
す
べ

き

発
言
を

行
っ

て

い

る
。

内
科
医
で

脚
気
の

研
究
者
だ

っ

た

祖
父、

精
神
科

医
の

父
を

持
ち、

大
学
の

学
部
生
の

時
に

精
神

医
学
か

ら

宗
教
学
に

転

じ
、

「

フ

ロ

イ
ト

と

宗
教
」

と

い

う
テ

ー

マ

で

卒
業
論
文
を

書
い

た

島
薗

氏
に

と
っ

て
、

本
書
の

テ

ー
マ

は

宗
教
学
を
志
し

て

以
来
の
、

昔
年
の

問

題
意
識、

あ

る

い

は

固

定
観
念
に

根
ざ
し
て

い

る

の

だ
と
い

う
。

一、一
代
に

わ
た

る

家
系
に

お

け

る、

「

宗
教
と

科
学
」

「

宗
教
と
心
理
療
法
」

を
め

ぐ

る

歴
史
が

、

本
書
を
生
み

出
す
原
動
力
と
な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

評
者
が

も

ど

か

し

さ

を

お

ぼ

え
た
「

学
問
」

の

あ
り
方
に

つ

い

て

も
、

い

ち

ば
ん

そ

の

問
い

に

直
面
し
闘
っ

て

き
た

の

も

島
薗
氏
な
の

か

も
し

れ

な
い

。

本
書
の

執
筆
の

期
間
は、

島

薗
氏
に

と
っ

て

は、

総

合
科

学
技
術

会
議
生
命
倫
理
専
門
調
査
会
の

メ

ン

バ

ー

と

し

て
、

ヒ

ト

ク
ロ

ー

ン

胚
等

の

是

非
に

つ

い

て

激
論
を

交
わ
し

て

き

た

時
期
で

も
あ
っ

た
。

そ
こ

で

全

く
妥

協
す
る

こ

と

な

く

反
対
論
を
堅

持
し

て

き

た

島
薗
氏
の

姿
勢
と

本
書

を

重

ね

合
わ
せ

る

と

き
、

そ

こ

に

は

ま

さ
に

「

宗

教
と

科

学
」

の

狭

間

で、

こ

れ

ま

で

の

「

学
問
」

の

領
域
を

踏
み

越
え

て

発

言
を

行

う、
A

癒

す

知
V

の

後
継
者
と

し

て

の

島
薗
氏
の

姿
が

浮
か

び
ヒ

が
っ

て

く
る

。

そ

し

て

著
作
の

中
だ

け
に

「

作
家
性
」

を

見
よ

う

と

し

て

き

た

評
者
な

ど

の
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書評 と紹介

ほ
う

が

む
し

ろ

表

面
的
な

学
問

像
に

囚
わ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と
、

反
転
し

て

問
い

か

け

ら
れ

る

こ

の

時
代
に

お

け
る

責
務
の

重
さ

に

思
い

至

る
の

で

あ
る

。

池
上

良
正

著

『

死

者
の

救
済
史

−
供
養
と

憑
依

の

宗
教
学

』

角

川
書
店

　
二

QO

三

年
七

月
三
一

日
刊

四

六

判

　
二

六

六

頁

　一

六

〇

〇
円
＋

税

梅

　
屋

潔

　

周
知
の

よ

う

に
、

著

者
池
上

良
正

氏

は

『
津

軽
の

カ

ミ

サ

マ

　
　

救
い

の

構
造

を
た

ず
ね

て
』

（
ど

う
ぶ

つ

社、

一

九

八

七

年
刊）
『

民
俗
宗
教
と

救
い

　
　
津
軽
・

沖
縄
の

民
間
巫

者
』

（
淡
交
社、

一

九
九

二

年
刊）

『

民

間
巫
者
信
仰

の

研
究

　
　
宗
教

学
の

視
点
か

ら
』

（
未
来
社、

一

九
九
九

年
刊）

な
ど、

東
北
や

沖
縄
地
域
な

ど

フ

ィ

ー

ル

ド

と

の

対
話
を
通
じ

た

堅
実
な

成
果

を

ま
と

め

て

き

た．
碩

学
で

あ
る。

本
書
は
、

そ

の

著
者
に

と

っ

て

は

じ
め

て
一

次
資

料
を

主

た

る

材

料
に

し

て

い

な
い

著
書
で

あ

り
、

文
学、

歴
史
学、

民
俗
学、

人

類
学
な

ど
著
者
の

専
攻
す

る

宗
教
学
の

立

場
か

ら

す
る

と

他
分
野
の

専
門
家
の

仕

事
を
つ

な
ぎ
あ
わ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

，

苦
し

む

死
者
」

た
ち

と

の
、

つ

き
あ
い

方
を

展
望
し

よ

う

と

す

る

宗
教
史
な
い

し
比

較
宗

教
論
の

試
み

で

あ

る
。

お

い

お

い

触

れ
て

い

く

が、

そ
の

内

容
は

多

岐
に

渡
っ

て

お

り、

大
き

く
分
け
て

宗
教
史
に

つ

い

て

の

独
自
モ

デ
ル

の

妥

当
性
の

検
討、

「

死
者
」

と

の

関
係
に

基
づ

い

た

宗
教
研
究
の

比

較
パ

ラ

メ

ー

タ

の

提
出、

さ

ら

に

は

憑
依
の

認
識
論
的
見

直
し

な
ど
欲

張
っ

た

も

の

で

あ
る

。

　

従
来
の

宗
教
史
の

あ
る

立
場
で

は

「

祖
先
崇
拝
」

と

「
シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ

ム
」

を
軸
に

日

本
の
一

般
庶
民
の

宗
教
を
俯
瞰
す
る

こ

と

が

で

き

る、

と

考、
凡

ら

れ
て

い

た

（
七

−
一

二

頁）
。

し

か

し
な

が

ら
、

ど

の

よ

う

な

概

念
で

も
そ

う
で

あ
る

よ

う
に
、

手
垢

が

つ

い

て

便
利
で

あ
れ

ば

あ
る

ほ

ど
、

厳
密
な
定
義
か

ら

は

程
遠
い

も
の

に

な

る
。

ま

た

厳
密
な

定
義
が

現

象
の

実

態
に

肉
薄
で

き
る

と

い

う
保
証
も
な

い
。

「

祖
先

崇
拝
」

の

場

合

も
「

シ

ャ

ー
マ

ニ

ズ

ム
」

の

場
合
も
例
外
で

は

な
い

。

　
と

り

わ
け
頻
繁
に

フ

ィ

ー

ル

ド

に

足

を
運
び、

生
の

事
象
と

切
り
結
ん

で

き

た

筆
者
に

と

り
、

こ

の

二

つ

の

観
念
は

む

し

ろ

よ
そ

よ
そ

し
い

と

さ

え

思

わ

れ
た
か

も
し

れ

な

い
。

事
実
を

目
前
に

し

て

そ
れ

に

対
し
て

誠
実

で

あ

ろ

う
と

す
れ
ば

、

生
き

ら

れ

た

現

実
を、

実
体
的
な

も
の

と

し

て

固

定
化
し

て

し
ま

う、

あ
る

い

は

逆
に

実

体
の

な
い

、

あ
る

か

ど

う
か

も

わ

か

ら

な

い

「

原
型
」

と

い

う
理

念
型
に

固
執
し
て

押
し

込

め

て

し

ま

う

と

い

っ

た、

ひ

と

こ

と

で

い

え

ば

本
質
主

義
的
誤

謬
を

回
避
す
る

こ

と

が

必

要
で

あ
る

。

「

祖
先

崇
拝
」

や

「

シ

ャ

ー
マ

ニ

ズ
ム
」

と

い

っ

た

学
術

的

な

分

野
の

固
定
化
は

、

そ

の

実
体
制
側
の

権
威
づ
け

の

プ
ロ

セ

ス

の

過

程

と

社
会

的
成
層
化
の

産

物
と

い

う

側
面
も
あ
り
、

著
者
の

捕
捉
し

よ

う
と

す

る

死

者
と

生

者
の

交

渉
と

い

う

現
象
の

本
質
を

見
誤
る

要
素
を

含
ん

で

い

る

の

で

あ
る
。
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