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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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た

と

え
ば
「

祖

先
崇

拝
」

を

見
て

み
よ

う。

著
者
に

よ
る

と、
　一

般
に

十
四

世
紀
か

ら

レ
六

世
紀、

つ

ま
り
中
世
後
期
か

ら
応
仁
の

乱
を
分
水
嶺

と

し

て
、

日

本
の

社

会
と

り

わ

け
心

性
は

大
転

換
を

遂

げ
た
と

い

わ

れ

る
。

こ

れ

ら

は

十
五

、

六

匿
紀
を
頂
点
と
す
る

仏
教
の

葬
祭
化
が

全
国
展

開
し

て

い

く
過
程
と

軌
を
一

に

し
て

い

る
。

そ
の

こ

ろ

の

修
羅
能
な
ど
に

登
場
す

る

怨
霊
や

亡
霊
は

非
力
な
弱

者
と

し

て

描
か

れ、

も

は

や

生

者
と

対
等
に

交
渉
す
る

力
は

な

い
。

敷
衍
す
る

と
、

「

祖
先

崇
拝
」

は
、

こ

う

し

た
エ

リ
ー

ト

で

あ
る

武
家
た

ち

と

既
成
仏
教
が

結
託
し

て

作
ら

れ

た

時

代
の

産
物
と

し

て

の

他
界
観
を
そ

の

背
景
に

も

っ

て

い

る
（
九
〇
1
一

二

〇
頁）
。

つ

ま

り

こ

う
し
た

視
野
か

ら
は、

あ
る

層
の

民
衆
が

抜
け

落
ち

て

し

ま

う
の

で

あ

る
。

「

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ
ム
」

に

つ

い

て

も

ほ

ぼ

同
様
の

こ

と

が

言
え

る
。

同
じ
現
象
で

あ
っ

て

も

主
体
や
話
者、

記
述
媒
体、

そ

し

て

そ

れ

ら

の

位

置
関
係
に

よ

っ

て

し

ば

し
ば

差
別
的
に

「

異
教
の

神
」

の

「
憑
依
」 、

あ
る

い

は

巫

女
の

系

譜
に

連
な

る

も
の

と

し

て

そ
の

対
象

が

限

定
さ

れ
て

き

た
。

　

し

か

し、

本
書
で

紹
介
さ

れ

る

説
話
集
な

ど

に

現

れ
た

「

死

者
」

や

「

天

狗
」

な
ど

と

の

生

者
と

の

「

個
別
取

引
」

に

は、

善
悪
二

元
論
に

は

還
元
で

き

な
い

「
憑
依」

の

本
来
的
な
豊
か

な

意
味
領
域
を

認
め

る

こ

と

が

で

き

る
。

た

と

え

ば、

現

世
を
超
え
た

霊
威

的
次
元
と

の

接
触、

そ

こ

か

ら

の

情
報
を
入

手
す

る

回

路
と

し

て

「

夢
」

と

い

う
表
記
が

し

ば
し

ば

見
ら

れ

る
。

こ

れ
は
、

「

う
つ

つ

」

と

対
比
さ

れ、

何
ら

か

の

形
で

「

眠

る
」

こ

と

を
前
提
と

し

な

が

ら

も、

瞑
日
し

た

状
態
や

忘
我
状
態
ま

で

含

ん

だ

幅
広

経
験
や

出
来
事
の

表
記
に

用
い

ら

れ

た
。

と

こ

ろ

が

そ

れ

ら

の

説
話
集
で

は、

体
験
の

権
威
性
を

保
持
す

る

た

め

も
あ
っ

て

「

憑
依
」

を

連
想
さ
せ

る

「

つ

く
」

と

い

う

語
彙
は

用

い

ら

れ
て

い

な
い

。

同
一

内
容

の

体
験
で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず

著
名
な
仏
僧
で

あ
れ

ば
「

夢
」

や
「

示

現
」

と

記
さ

れ、

名
も

な

い

在
家
の

婦
人
で

あ

れ

ば

「

憑
か

れ
た
」

と

記

録
さ

れ

た

可
能
性
が

あ
る

（

一

九
六

−
二

二

四

頁
）

。

　
こ

う
し

た

体
験
を

描
く
テ
キ

ス

ト

を

資
料
と

し

て

民
俗
宗
教
を

考
え

る

な

ら、

そ

こ

で
、

「

日

本
語
の

表
記
な
ら

「

つ

く
」

「

か

か

る
」

「

お

り

る
」

な

ど
の

言
葉
で
、

あ
る

い

は
震
え
・

自
傷
行
為
・

意
識
喪
失
と

い

っ

た

独

特
の

身
体
的
・

心

的
反
応
を

伴
っ

て、

「

憑
依
」

が

ひ

と

つ

の

完
結
し

た

実

体
で

あ
る

か

の

よ

う
な

印
象
を

定

着
さ

せ

て

き

た

慣
習

的
表
現

法
」

（
一

七
六

頁）

と

し
て

記
述
の

領
域
を

区
画
化
し
て

い

っ

た

プ

ロ

セ

ス

を

洗
い

出
し、

今
一

度
再
考
し

な

け
れ

ば
な
ら

な

い

（
一

五

八
−
一

九

四

頁）
。

　
つ

ま

り
、

一

部
の

階
級
に

よ
っ

て

作
ら

れ
た

時
代
の

産

物
に

依
存
す
る

こ

と

な

く
、

外
来
の

世
界
宗
教
で

あ
る

「

仏
教
イ

ン

パ

ク

ト
」

以

後、

仏

教
が

普
及
・

定
着
す

る

過
程
で

洗
練
・

強
化
さ

れ

る

動
態
を

捉
え

る

比
較

宗
教

学
的
な

視
点
を

民

衆
宗

教
史
に

つ

け

加
え
る

た

め

に

も、
「

夢
」

や

「

示
現
」 、

仏
の

道
に

通
じ

な

が

ら

現
世
へ

の

執
着
や
驕

慢
ゆ

え

に

解
脱

で

き
な
か

っ

た

「

天
狗
」

と

の

交
流、

あ

る

い

は

行
者
仏
教
の

よ

う
な

形

で

仏
教
に

歩
み

寄
る

巫
女
た
ち

の

経
験
の

示
唆
す
る

本
来
の

豊
か

な

意
味

領
域
を

回
復
す
る

た

め

に

も、

「

祖
先
崇
拝
」

や

「

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ

ム
」

の

限
定

枠
を
拡
大
す
る

新
し

い

道
具
立
て

が
必
要
だ
っ

た

の

で

あ
る
。

　
そ

こ

で
、

こ

の

「

祖

先
崇
拝
」

「

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ
ム
」

と

い

う
従
来
の

二

つ

の

用

語
を

池
上

氏
は

汎
用

性
の

高
い

次
の

用

語
に

言
い

換
え
る
こ

と

に

な

る
。

「

供
養
」

と

「

憑
依
」

が

そ
れ
で

あ
る

。

そ

れ

ぞ

れ

死
者
へ

の

対
処
と

死
者
と

の

対

話
と

い

う
「

個
別

取
引
」

を
意

味
す
る

。

「

供
養
」

434（650〕

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

書評 と紹介

と

は

「

う
ら

み

苦
し

む

死

者
」

一
，

浮
か

ば

れ

な

い

死

者
」

を

「

安
ら
か

な

死

者」

に

昇
華
さ

せ

る

過

程
で

あ
り
方

法
で

あ
る

。

「

浮
か

ば
れ

な

い

死

者
」

た

ち

は

「

祟
り

」

と

い

う

形
で

メ

ッ

セ

！

ジ
を

送
っ

て

き

た

し、

そ

の

解
決
の

た

め

に

は
し

ば

し
ば、

「

憑

依
」

と

い

う

霊

威
的

次．
兀

の

存

在

と

の

直
接
的
な

意
思

疎
通
の

回
路
が

用
い

ら

れ

た
。

　
こ

の

よ
う

に

見
る
と

民

衆
宗

教
の

歴

史
は、

「

霊

的
な

対
象
と

の

「

個

別
取
引
」

と
、

世
界
宗
教
に

よ

る

「

普
遍
主
義

化
」

の

動
き
と

の

葛
藤
・

共
存
・

融
合
」

（
九
頁）

の

過
程
と

し

て

と

ら

え
る
こ

と
が

可
能
と

な
る

。

そ

れ

は

在
来
の

「

個
別
取
引
」

を

重
視
す
る

神
仏、

祖
霊、

死
霊
な

ど

と

の

直
接
的
対

話
や

個
別
祭

祀
の

体
系
が
、

「

個
別

取
引
」

を

抑

制
す

る

教

義
を

有
す
る

仏
教、

キ

リ

ス

ト

教、

イ

ス

ラ

ー

ム

な

ど

と

出
会
い
、

抑
制

さ
れ

な
が
ら
も
全
否
定
は

さ
れ

ず、

洗
練
・

強
化
さ

れ
て

ゆ

く

相
互
作
用

で

あ

り、

弁
証
法
的
な

過

程
で

あ
る。

本
書
に

紹
介
さ
れ
る

そ

の

流
れ

を

一

瞥
し
て

み

よ
う

。

　

著
者
は

こ

う
し

た
過
程
を
視
野
に

入
れ
る

た

め
に

共
存
し

併
用

さ

れ

る

二

つ

の

シ

ス

テ

ム

を
導
入
し、

対
比

す

る
。

そ

れ
は

く

祟
り

1
祀
り

／
穢

れ

1
祓
い
V

シ

ス

テ

ム

と
、

〈

供
養
／
調

伏
〉

シ

ス

テ

ム

で

あ

る
。

前
者

は

仏
教
以
前
か

ら

口

本
で

行
な

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

推
測
さ

れ

る
、

祟
る

死
者
は

祀
り、

穢
れ

た

死

者
は

祓
い

の

け
る

思

考
・

行
動
体
系
で

、

こ

の

場
合
は

相
手
が

祀
る

べ

き

優
れ

た

霊
威
な
の

か

祓
う
べ

き

穢
れ

た

そ

れ

で

あ
る

か

を
「

個
別
取
引
」

を
し

て

判
断

す
る
、

こ

の

場

合、

地
縁

・

血
縁

を
基
盤
と

し

た

共
同
体
に

根
ざ

し

た

柔
軟
な

状
況
判
断
を

行
な

う
点
に

特

徴
が

あ

る
。

一

方

後
者
は

仏
教
伝
来
以

降
形

成
さ
れ

た

仏
教

的
功

徳
を

「

廻
向
」

し

て
、

仏
法
の

力
で

善
導
・

教
化
（
と

き

に

撃
退
・

排
除）

す

る

本
来
は

「

普
遍
主
義
」

的
な
も
の

で

あ
る。

こ

れ

は

部
分
的
に

前
者
と

は

相
容
れ
な
い

が
、

前

者
を
正

面
か

ら

否
定
せ

ず、

む

し

ろ

巧
み

に

接

合

し
、

在
来
の

A

祟
り

1
祀
り

〉

の

上
に

〈

供
養
〉

を、

既

存
の

く

穢
れ

1

祓
い
V

の

上
に

く

調
伏
V

を
か

ぶ

せ

る

形
で

共

存
し、

成

長
を

遂
げ
た
。

仏

教
の

定
着
の

成
功
を

考
え

る

う
え

で
、

「

苦
し
む

死

者
」

「

ね

た

む

死

者
」

「

祟
る

死

者
」

と

い

っ

た

怨
念
へ

対
処
す
る

と
い

う

土
着
の

課
題
に

応
え
え

た
と

い

う

側
面
を
見
落
と

す
こ

と

が

で

き
な
い
、

と

い

う
の

で

あ

る
。

　

仏
教
の、

自
我
に

執
着
す
る

か

ぎ
り

六

道
の

な
か

で

因

果
応

報
の

輪

廻

を

繰
り

返
す

と

い

う
前
提
の

も

と
、

正

し

い

教
え
を
実
践
し

て

解
脱
す

る

こ

と

を

口
指
す
救
済
論
（
輪
廻
転
生
）

と

正

し

い

仏
教
的

実
践

に

よ

る

功

徳
は

他
者
に

も
振
り

向
け
る
こ

と

が

で

き

る

と

す
る

考
え

（

追

善
廻
向）

は
、

「

浮
か

ば
れ
な

い

死

者
」

を
「

安
ら

か

な
死

者
」

に

変
換
す
る

た

め

に
、

生

者
の

法
要、

念
仏、

写
経、

寺
へ

の

寄
進
な

ど

の

積
徳

行
為
が

有

効
で

あ
る

と
い

う
理
論

的
基
般
皿

と

な

っ

た
。

「

輪
廻
転
生
」

の

論
理

は、

中
世
末
か

ら

近

世
に

か

け

て、

郷

村
制

村
落
か

ら
イ

エ

制

度
と

い

っ

た

社

会
の

変
化
と

対
応
す

る

意
識
の

変
化
に

対
応
し

て、

「

前
世
の

因
縁
」

が

「

先

祖
の

因

縁
」

に

変
質
す

る

こ

と

で

深

く
浸

透
し

て

い

っ

た
。

「

追

善

廻

向
」

の

論
理

に

基
づ

く
死
者
供
養
の

技
法
と

し

て

の

成
功
は、

逆
説
的

だ

が

普
遍

的
な

論
理
で

死
者
（

先
祖）

と

の

「

個
別
取
引
」

の

技
法
を

是

認
し

た

こ

と

に

あ
り、

〈

供
養
〉

と

い

う
シ

ス

テ

ム

は、

旧
来
の

〈

祟

り

1
祀
り
〉

シ

ス

テ

ム

を

モ

デ

ル

と

し
て

温
存
と

共
存
を
す

る
こ

と
に

な

っ

た

の

で

あ
る

。

　

具
体
的
に

は
、

平
安

後
期
か

ら

鎌
倉
時
代
の

説

話
集
な

ど
か

ら、

日

本

の

中
古
か

ら
中

世
の

〈

祟
り

1
祀
り
〉

シ

ス

テ

ム

と

〈

供

養
〉

と
の

葛
藤

と

融
合
の

ダ
イ
ナ

ミ

ズ

ム

を

読
み

取
る

こ

と

が

で

き

る
。

そ
れ

ら
に

み

ら
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れ

る

教
化
の

プ

ロ

セ

ス

を
ま
と

め
る

と、

次
の

よ

う
な

意
味
を
持
つ

と

い

う
。

第
一

に

仏
教
は
従
来
は

「

死

者
」

と

「

生

者
」

の

（

よ

り

根
源
的
に

は

カ

ミ

と

の）

個
別
な

関
係
の

歪
み

と

し
て

捉
え
ら

れ

た

災

囚
論
に

対
し

て

「

因
果
応
報
」

「

追

善
廻
向
」

な

ど
の

普
遍
原
理
を

提
示

し

た
。

第
二

に

集
団
の

権
威
に

由
来
す
る

従
来
の

〈

祟
り
1
祀
り

／
穢
れ

1
祓
い
〉

シ

ス

テ

ム

に

対
し

、

個
人
の

積
徳
行
為
に

よ

る

対
処
を

可

能
に

し
た
（
こ

れ

が

事

実
上

「

個

別
取
引
」

の

是
認
で

あ

る）
。

第
三

に
、

説

話
に

見
る

「

個
別
取

引
」

の

主
導
権
は

次
第
に

「

牛

者
」

の

側
に

引
き

寄
せ

ら

れ、

「

死

者
」

は

相

対
的
に

弱
者
と

し

て

描
か

れ

る

よ
う

に

な

っ

た
。

「

法
華

験
記
』

に

お

け

る

信
濃
の

長
官
某
は
、

因
果
に

よ
っ

て

憎
み

あ
っ

て

い

た

蛇
と

ネ

ズ
ミ

を
一

口

の

う
ち

に

法
華

経
を

筆
写
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

救

い
、

「

輪
廻

転
生
」

さ

せ

る
。

こ

う

し
た

「

供

養
」

は
、

当
事
者
だ

け

で

な
く
第
三

者
か

ら
の

介
入
を

可

能
に

し

た
一

例
で

あ
る

。

他
に

も
た

っ

た

一

度
だ

け

高
僧
の

読
誦
を

聞
い

た

だ
け

で

地
獄
で

の

刑
期
が

減
ぜ

ら

れ
て

蛇
に

転
生
し、

さ

ら

に

妻
に

「

追
善
廻
向
」

し

て

も
ら

う
こ

と

に

よ

っ

て

天
へ

と

生
ま

れ

か

わ

る

な
ど、

仏
教
伝
道

僧
た

ち

の

説
法
に

は

「

生

者
」

の

優
位
性
と

そ

の

追
善

行
為
に

す
が
ろ

う
と

す
る

「

弱
者
」

の

地
位
に

封

じ

込
め

ら

れ

た

死

者
像
が

見
て

と

れ

る
。

も
っ

と

も
こ

の

傾
向
が

特
化
し

た

の

は

修
羅
能
の

謡
曲
文
学
な

ど
に

登
場
す

る

弱
々

し

い

死
者
で

あ
る

。

こ

れ

は

殺
生
に

生
き

る

武
家
に

対
し
て

精

神
安
定
剤
的
機
能
を

果
た

す
こ

と

で

そ

の
二

i
ズ

に

適
合
し
た

修
羅
能
の

性
格
か

ら

も

必
然

的
な

も
の

で

あ
る

。

「

死
ん

で

霊
に

な

る
」

と
い

う
記
述
表

現
は

同
じ

で

も、

こ

こ

に

は

「

怨
霊
」

と

は

ま
っ

た

く
異
な
っ

た
存

在
に

対
す
る

イ

メ

ー

ジ
が

構
想

さ

れ

て

い

る
の

で

あ
る

（
九
〇
1
一
，

＝

頁）
。

　
こ

う
し
た

二

つ

の

シ

ス

テ

ム

の

共
存
は

必
ず
し

も

「

世
界

宗
教
」

と

し

て

の

仏
教
の

教
義
や、

高
僧
の

思

想
に

沿
っ

た

も
の

で

は

な

か

っ

た
が
、

「

死

者
」

と

の

「

個
別
取
引
」

を

「

生

者
」

が

行
な

っ

て

「

成
仏
」

さ

せ

る

こ

と
を

「

方
便
」

と

し

て

容

認
し
、

可
能
に

す

る
よ

う
な

形
で

進

行

し
、

あ
ま

つ

さ

え
専
ら

そ

れ
を

業
務
と

す
る

よ

う
に

な
っ

た
。

こ

の

過
程

が

「

仏
教
の

葬
祭
化
」

の

も
う

ひ

と

つ

の

側
面
で

あ
る

。

こ

の

あ
た

り

の

議

論
は

正

し
い

教
義
や

高
僧
の

思
想
に

基
づ

く
宗

教
思
想
史
で

は

捉
え

ら

れ
な
い

ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

で

あ
り

、

本
書
の

真
骨
頂
で

あ
る

と

い

え
る。

　

著
者
の

記
述
の

粗
密
に

は

ば
ら
つ

き

が
み

ら

れ
る

が
、

こ

の

二

つ

の

シ

ス

テ

ム

を

中
心
と

し

た

モ

デ
ル

は

中
世
に

と

ど

ま
ら
ず

、

そ

れ

以
前
に

つ

い

て

も、

近
世
以
降、

近

代
の

さ

ま

ざ

ま
な
事
象
に

対
し
て

も
そ
の

妥
当

性
が

試
さ

れ

て

い

る
。

「

考
察
へ

の

手
が

か

り
」

（
一
一

〇
頁）

と

し

て
、

こ

の

プ

ロ

セ

ス

の

近

世
以

降
の

展
開
の

ひ

と

つ
、

版
木
印
刷
の

普
及
や

娯

楽
芸
能
の

大
衆
化
に

よ

り

商
品
化
さ

れ
、

「

雨

月
物
語
』

2
九
七
七

年）

を

頂
点
と

す

る

『

百

物
語
」

と

し
て、

十
九

世
紀
に

は

三

遊

亭
円

朝
の

『

牡
丹
灯
籠
」

や

鶴
屋

南

北
の

『

東
海
道
四
谷
怪
談』

な
ど

歌
舞
伎
・

芝

居
・

小
説
・

狂
曽 ．
口

・

舞
踊
・

講
談
の

怪
談
が

紹
介
さ

れ
て
い

る
。

中
で

も

百
物
語
で

定
番
の

ひ

と

つ

で

あ
る
怨
霊

譚
の

物
語
は
】

見
ワ

ン

パ

タ

ー

ン

な

構
造
を

持
っ

て

い

る

が
そ

の

筋
に

は

分
か

れ

道
が

あ
り、

個
々

の

結

末

は

予
想
が

つ

か

な

い

と

い

う
特
徴
が

あ

る
。

こ

の

点
は
従
来
の

怨
霊
譚
か

ら

引
き

継
が
れ

た

構
造
で

A

祟
り
1
祀
り
／
穢
れ

ー
祓
い
V

シ

ス

テ

ム

の

持
つ

相
手
と

の

微
妙
な
力
関
係
で

対
処
を

決
め

ね

ば

な
ら

な

い

「

個
別

取

引
」

の

性
格
を
残
し
た

も
の

と

い

う
。

　
近

世
以
降
の

も

う

ひ

と

つ

の

新
展
開
は
、

「

浮
か

ば
れ

な

い

死

者
」

を

「

安
ら

か

な
死
者
」

に

変
え

る

の

で

は

な

い
、

功
成
り
名
を

遂
げ
た

人
物
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

書評 と紹介

の

生
前
の

徳
を

称
え

る

「

顕
彰
」

の

登

場
で

あ
る。

こ

れ
ら

が

強
固
な
社

会

集
団
の

意
思

と

権
威
・

権
力
を

背
景
に

汎

用
化
さ

れ
た
の

が
、

近
代
国

民

国
家
体
制
下
で

の

「

戦
死

者
」

で

あ
っ

た
。

　
そ
こ

か

ら

敷

衍
さ

れ

る

現

代

的
な

事
例
と

し

て、

第
二

次

世

界
大

戦
中

に

戦
死
者
に

対
し

て

「

英
霊

奉
斎」

、

英
霊
祭
祀
」

が

共
同
体
の

集
団

性

と

国
家

や

天

皇
の

権
威

を
背

景
に

行

わ
れ

る
一

方

で

（
す

な

わ
ち

、

祀

る
）

、

東

北
地

方

の

イ

タ

コ

の

口
寄
せ

な
ど

「

憑
依
」

と

い

う

「

死

者
」

と

の

「

個
別
取

引
」

を

通
じ

て

個
人

的
に

戦
死
者
の

思
い

を

聞
き
届
け
る

〈

供
養
〉

が

活

発
化
し

た
現

象
（
九

〇

1
一

二
，

頁）

に

暗
示
さ

れ

た

二

つ

の

シ

ス

テ
ム

の
絡
み

合
い

が

見
て

と

れ
る

。

ま

た
、

二

〇

世

紀
後

半
キ

リ

ス

ト

教
に

起
こ

っ

た

「

霊
の

戦
い
」

な

ど

の

「

聖

霊

運
動
」 、

民

俗
宗

教
の

側

の

巫
女
た
ち

の

行
者
仏
教
へ

の

歩
み

寄
り

な

ど

（
二

二

六
−

二

六

三

頁）

の

分
析
に

も

ダ

イ
ナ

ミ

ッ

ク

な

モ

デ

ル

と

し

て

の

有
効
性
を

発
揮

し

て
い

る
。

　
以
上

便
宜
ヒ

時
系

列
に

の

っ

と
っ

た
「

供
養
」

の

展
開

を

主
と

し、

「

憑
依
」

の

認

識
論
的

問
題
を

従
と

し

て

そ

れ

に

融

解
さ

せ

る

形
で

評
者

な

り
に

本
書
の

骨
組
み

と

興
味
を
引
い

た

ト

ピ

ッ

ク

を

紹
介
し

て

み

た
。

本
書
の

特
徴
を

＝
肖

で

言
え

ば

説
話

集
や
修
羅
能
の

謡
曲
な

ど

二

次
資
料

を

題
材
と

し、

「

供
養
」

と

「

憑
依
」

を
キ

ー

ワ

ー

ド
と

し

て

そ
の

主
な

問
題
系
を
貫
く

比
較
宗
教
学
あ
る

い

は

宗
教
史
の

ひ

と
つ

の

モ

デ
ル

を
提

供
し

た

野
心
的
な
著
作、

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う

か
。

後
者
は

通
時
的
な

比

較
で

あ
り
、

前
者
は

共
時
的

な
意

味
合
い

を

含
む

と

す

れ

ば
、

本
書
の

本
来
的
な
口
的
は、

通

時
と

共
時
の

比
較
に

あ
る、

と

い

っ

て

い

い

だ

ろ

う
。

「

供

養
」

と

「

憑

依
」

と

い

う

日

本
発

の

比

較
の

参
照

点
（
こ

の

枠

組
み

を

著
者
が

受
け

入
れ

る

か

ど
う
か

わ

か

ら

な
い

が）

の

提
出
と

い

う

野
心
的
な
試
み

の

革
新
性
は

ど

れ
だ

け

評
価
し

て

も
評
価
の

し

す

ぎ
に

は

な

ら
な

い

だ
ろ

う
。

　

そ
の

背
後
に

は
、

仏
教
だ

け

で

な

く
キ

リ
ス

ト

教
や

イ

ス

ラ

ー

ム

な

ど

も

各
地
の

土

着
「

個
別

取
引
」

と

の

接
合
や

そ

の

中
間
形
態
で

あ
る

「

煉

獄
」

の

よ

う

な
も

の

が

報
告
さ

れ
て

い

る

事
実
に

裏

書
さ

れ

た

普
遍

論

と
、

現
象
的
に

は

「

憑

依
」

「

祟
り

」

な

ど

の

回

路
で

表
現
さ

れ

た

は

ず

の

「

個
別
取
引
」

の

意
味
領
域
の
ヘ

ゲ
モ

ニ

ー

を
奪
い

合
う
階
級
闘
争
の

歴
史
観
が

底
流
し

て

い

る
。

「

苦
し
む

死

者
」

「

恐
ろ

し
い

憑
依
」

な

ど

情

感
の

こ

も
っ

た
形
容
は

か

え
っ

て

比
較
を

妨
げ
は

し

な
い

か

と

評
者
は

危

嗅
す
る

が
、

異
な

る
時
空
と

主

体
の

間
を
「

個

別
取
引
」

を
パ

ラ

メ

ー

タ

と

し
て

往
来
す

る

準
備
が
整
っ

た

わ

け

で

あ
る

。

　

通
時
・

共
示

双

方
を

見
渡
そ

う
と

す

る

二

つ

の

意
味
で

の

比
較
の

視
野

を

併
せ

持
っ

て

い

る

野
心
的
な

こ

の

試
み

に

対
し
、

浅
学
を

省
み

ず
ひ

と

こ

と

し

た

い
。

文

化
人
類
学
を

専
攻
す
る

評
者
は
、

個
人

的
に

は

多
様
な

地
域
の

文
脈
と

比
較
参
照
点
と

し

て

の

根
拠
を

十
分
検
討
す
る

こ

と

な

し

に

行
わ

れ

る

比
較
に

は
、

魅
惑
さ

れ
つ

つ

も
や

は
り

抵
抗
を
覚
え

た

（

著

者
は

仏
教
と

は

何
の

か

か

わ

り
も
な
い

行
為
に

「

追
善
」

と

い

う

語
彙
を

用
い

る

人
類

学
者
に

苛
立
っ

て

い

る

か

も

し
れ

な
い
）

。

本
書
で

言
及
さ

れ

る
地
域
単
位
は

日

本
を

中
心

と
し

つ

つ

も

ア

メ
リ

カ

や

チ
ュ

ニ

ジ

ア、

ヨ

ル

ダ
ン
、

ブ
ル

ネ

イ、

中
国、

ロ

シ

ア
、

ラ

テ

ン
・

ア

メ

リ

カ

の

ボ

リ

ビ

ア、

メ

キ

シ

コ
、

ア
ン

デ
ス
、

古
ゲ
ル

マ

ン

に

渡
る
。

最
後
の

ア

ン

デ

ス

と

古
ゲ
ル

マ

ン

は

歴
史
上
の

地
域
で

あ
り、

そ

の

他
も

国
や

民
族、

村

落
な

ど

比

較
さ

れ

る
地

域
の

単
位
が

ま

ち

ま

ち

な
の

は

や

は

り

気
に

な

る
。

分

析
の

対
象

も

民
俗
宗

教
を

軸
に

し
な

が

ら

も、

世
界

宗

教
（

仏
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教、

キ

リ

ス

ト

教
と

そ
の
一

部
の

聖
霊
運
動、

イ

ス

ラ

ー
ム

な
ど
）

も

含

み、

そ

の

担
い

手
の

単
位
も

律
令
下
の

新
興
中
層
民

、

貴
族、

武
家、

近

世
庶
民、

国
家
権
力
ま

で

幅
広
く、

場
合
に

よ

っ

て

は

国
民、

あ
る

宗
教

の

信
者、

社
会
階
級
な

ど

が

集
団
の

単
位
と

し

て

疑
問
な
く
並
列
さ

れ
て

い

る
。

時
代
も

中
世
を

中
心
と

し
つ

つ

も

古
代
か

ら

近
世、

現
代
ま

で

実

に

さ

ま

ざ
ま
で

あ

る
。

資
料
も

説
話
集
が

圧
倒
的
に

多
い

が

修
羅
能
の

謡

曲、

百
物
語
な

ど

怪
談
文
学、

新
・

旧
約
聖
書

、

カ

リ

ス

マ

運
動
の

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

「

ベ

テ

ル

レ

ポ

ー
ト

』

、

『

ア

イ

ス

ラ

ン

ド
・

サ

ガ
」

、

ダ
ン

テ

『

新
曲

」

ま

で

多
岐
に

渡
っ

て

い

る
。

文

学
作
品
の

ほ

か

に

も、

他
の

研

究
者
の

報

告
な

ど

さ

ま

ざ
ま

な

種
類
の
二

次
資

料
を
用
い

て

い

る
が
、

著

者
自
身
の
一

次
資
料
も

時
折
姿
を
現
す

。

議
論
の

展
開
形
式
と

著
者
の

目

線
に

も
振

幅
が

見
ら

れ

る
。

二

つ

の

シ

ス

テ

ム

の

モ

デ
ル

と

し

て

の

妥
当

性
を
時
系
列
の

な

か

で

検
証
す
る

前
半
部
（
第
一

章
か

ら
第一、一

章）

の

著

者
の

目
線
と、

第
五

章
以
下
で

憑
依
の

認

識
論

的
見
直
し

を
求
め
る

目

線

と

の

隔
た
り
は

決
し

て

小
さ

い

も
の

で

は

な
い

。

前
半

部
の

ま

と
ま

り
と

比
べ

る

と

第
四

章
の

性
格、

そ
し
て

後
半

部
の

議
論
の

結
合
の

度
合
い

は

か

な
り

幅
の

あ
る

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

　

資

料
や

対
象
あ

る

い

は

議
論
が

多
岐
に

渡
る

こ

と

そ
れ

自
体
を

問
題
に

し
て

い

る

の

で

は

な
い
。

一

言
で

言
え

ば

博
覧
強
記、

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

だ

ろ

う
が
、

こ

う

し

た

欲

張
っ

た

コ

ン

テ

ン

ツ

は

ど

う
し

て

も

文

脈

を

複
雑
化
さ

せ

ず
に

は

お

か

な

い
。

結

果
と

し

て

本

書
の

記

述
は

ど

こ

の
、

何
に

つ

い

て

ど

の

よ

う

な

時
代
背
景
の

現
象
が、

ど

う
い

っ

た

資
料

に

基
づ

い

て

ど

の

よ

う
な

立
場
か

ら

論
じ
ら

れ

て

い

る

の

か、

読
者
に

常

に

意

識
し
て

お

く
よ
う
に

要
求

す
る

こ

と

に

な
っ

た
。

地
の

文
に

解
釈
や

議
論
が

融
合
し

が

ち
な
こ

の

本
書
の

ス

タ

イ

ル

は、

著
者
と

と

も

に

異
な

る

時
空
と・
干

体
の

間
を
自
山
に

往
来
す

る

旅
に

誘
う
に

は、

少
し

不
親
切

か

も
し

れ

な
い

。

編
集
の

技
術
的
な

工

夫
で

な

ん
と

か

も
っ

と

親
切
な
ガ

イ
ド

ラ

イ

ン

は

作
れ
な
い

も
の

だ
ろ

う

か
。

こ

こ

に

は

比
較
の

困
難
を
と

り
ま

く
根
本
間
題
の

ひ

と
つ

も
潜
ん

で

い

そ

う
だ

。

も
っ

と

も、

こ

れ
ら

の

こ

と

は
、

本
書
が
提
示
し

よ
う
と

す

る

通
時
・

共
時
を

乗
り

越
え

る

比

較
の

視
点
と

い

う

試
み

の

革
新
性
か

ら

す
れ

ば

取
る

に

足
ら

な
い

こ

と
で

は

あ

る

の

だ
が

。

　
こ

う
し

た

指
摘
は

即
座
に

著
者
の

反
論
を

招

く
だ

ろ

う
。

そ

う
い

っ

た

枠
組
み

や

名
づ

け
、

さ

ら
に

は

ジ
ャ

ン

ル

わ
け

で

隠
蔽
さ

れ
、

捉
え

き
れ

な
い

比
較
の

窓
を

広
げ
よ
う
と

す
る

の

が

本
書
だ
、

と
。

実

際
そ

う

し
た

問
題
意
識
で

本
書
は

構
想
さ

れ

て

い

る
。

　

著
者
の

い

う
「

う
ら

み

苦
し

む

死
者
へ

の

対

処
法
と
い

う

小
さ

な

窓
口

を

通
し

て

「

祟
り

」

「

供
養
」

「

憑
依
」

な
ど

が

密
接
に

つ

な

が

り
合
う

世

界
を
眺
め

て

み

よ

う、

（
中
略）

そ

の

小
さ

な

窓
の

奥
に

は、

比

較
宗

教

学
の

豊
か

な

課
題
が

広
が
っ

て

い

る

こ

と

を
、

明
ら

か

に

し

て

み

た

い
」

（
一
一

−
一

二

頁
）

と

い

う
課
題
は、

ひ

と

ま

ず
達
成
さ

れ

た

と

い

っ

て

い

い
。

い

ろ
い

ろ

な

関
心
を
持
つ

読
者
に

そ
れ

ぞ
れ

の

風
景
を

そ
の

窓
の

外
に

見
せ

る
幅
を

持
つ

本
書
の

登
場
を
心
か

ら

歓
迎
す
る

と

と

も
に

、

次

の

段
階
と

し
て
、

本
書
で

提
出
さ

れ

た

さ
ま

ざ

ま
な
問
題
系
が
、

そ

れ

ぞ

れ
の

形
で

そ

れ

ぞ

れ
の

場
で

結
実
す

る

こ

と

を

願
っ

て

や

ま
な

い
。
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