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パ ネ ル

死
者
供
養
文
化
の

深
層

代
表
者

・

司
会

　
池
上

良
正

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
中
村
生

雄

ヒ

ト

ガ

ミ

の

誕
生

　
　
　
　

日

本
列
島
に

お

け

る

死

者
供
養
の

淵
源

佐

　
藤
　
弘
　
夫

　
日

本
列
島
で

は、

縄
文
時
代
に

は
霊
威
を
も
つ

カ

ミ

は
土

偶
と
い

っ

た

具
象
的
な

モ

ノ

と

し
て

表

現
さ

れ
た
が
、

弥
生

時
代
に

な
る
と

カ

ミ

そ

の

も
の

の

表
現
は

姿

を
消
し

、

代
わ

っ

て

カ

ミ

の

象
徴
と

し

て

の

高
床
の

家
・

樹
木
や
神
を
祀
る
シ

ャ

ー

マ

ン

が

描
か

れ

る

よ

う
に

な
る

。

こ

れ

ら

は、

そ

の

時
期
に

進

行
す
る

カ

ミ

の

超
越

化
に

対
応
す
る

現

象
と

捉
え

る

こ

と

が

で

き
る。

そ
の

中
間
の

縄
文
後
期

・

晩
期
に

は
、

あ
た
か

も

他
の

何
も
の

か

に

祈
り
を

捧
げ
る

よ

う
な

合
掌
土

偶
が

作
ら
れ
て

い

る

こ

と

も

注
目
さ

れ
る

。

　

縄
文
時
代
の

後
期
は

、

死
者
の

身
体
か

ら

自
立
し

た

霊
魂
の

観
念
が

成

長
す

る

時
代
で

も
あ
っ

た
。

た

だ

し
、

同
じ

時
代
を

生
き
た

人

物
の

死
霊

が
カ

ミ

に

ま
で

上
昇
す
る

た

め

に

は、

そ
の

人
間
が

共
同
体
の

構
成
員
総

体
に

と

っ

て

特
別
の

存
在
で

あ
る
必

要
が

あ
っ

た
。

巨
大
な

墳
墓
が

造
ら

れ
た

古
墳

時
代
に

は、

被
葬
者
を
カ

ミ

と

す
る

見
方
は

す
で

に

存

在
し
た

と

考
え
ら

れ
る

。

前
方
後
円
墳
は、

カ

ミ

が

山
に

棲
む

と
い

う

当
時
の

観

念
を
前
提
と
し
て、

】

人
の

人
物
の

霊
を

共
同
体
の

守
護
神
月

カ
ミ

に

祭

り
上
げ
る
と

と

も
に
、

カ

ミ

の

宿
る

地
を

人

工

的
に

造
り
出
そ

う
と

す
る

仕
掛
け
だ
っ

た
。

そ
の

祭

祀
は、

直
接
墳
丘

礼
拝
す
る

と

い

う
形
式
で

は

な

く、

お

そ

ら

く
当
時
一

般
的
に

行
わ
れ

て

い

た

で

あ
ろ

う
、

そ

の

都
度

カ

ミ

を
勧
請
す
る
祀
り

の

形
式
で

あ

り、

集
落
の

中
心
部
の

広
場
な

い

し

は

墳
丘
を
望
む

場
所
に

依
代
を
設
け

て、

カ

ミ

と

な

っ

た

祖
霊
を

勧
請
し

て

行
う
と
い

う

方
法
だ

っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

前
方
後
円
墳
祭
祀
は

古
墳

上
で

は

継
続
さ
れ

な
か

っ

た

が
、

場
所
を
変
え

て

行
わ

れ
て

い

た

の

で

あ

る
。

　
た
だ

し
首
長
の

霊
を

確
実
に

カ

ミ

に

ま

で

上

昇
さ

せ

る

方
法
は、

前
方

後
円
墳
の

時
代
で

は

ま

だ

シ

ス

テ

ム

と
し
て

確
立
し
て

お

ら
ず、

諸
地
域

の

首
長
霊
と

の

質
的
な

差
別
化
も
な
さ
れ

て

い

な
か

っ

た
。

そ
こ

に

代
々

の

首
長
ご
と

に

そ

の

試
み

が

反
復
さ
れ、

墳
丘

は
ど
こ

ま
で

も
巨
大
化
し

て

い

く
必
然
性
が

あ
っ

た
。

王
の

霊
を
カ

ミ
に

祭
り
ヒ
げ
る

シ

ス

テ

ム

を

大
王

家
が

独
占
す
る

と

と

も
に

、

そ
れ
が
安
定
し
た
機
能
を
発
揮
す
る

よ

う
に

な

る

の

は、

神
祗
祭
祀
の

作
法
や
陵
墓
制
な
ど

の

制
度
が

完
成
す
る

七

世
紀
末
の

天

武
・

持

統
朝
以
降
の

出
来
事
だ

っ

た
。

こ

の

段
階
で

は
、

も
は
や

富
と

権

力
を
蕩

尽
し
て

の
一

代
ご

と

の

大
規
模
な

墓
の

造
成
は

不

必
要
だ
っ

た
。

　
王
は

み

ず
か

ら
の

権

力
と

権
威
の

延
長
と

し

て

カ

ミ

に

な

る

の

で

は

な

く、

外
部
の

回
路
を
介
在
し
た

シ

ス

テ
ム

を

通
じ

て

カ

ミ

に

祭
り
上
げ
ら

れ
る

存
在
と

化
し

た
の

で

あ
る

。

　
七

世
紀
末
に

遡
る

死

者
を
カ

ミ

と

し

て

祀
る

儀
礼
は、

そ

の

ま

ま

現
代

に

ま
で

つ

な
が

る

も
の

で

は
な
い

。

天
皇
霊
の

信
仰
は

そ

の

基
盤
で

あ
っ

た

古

代
国
家
の

解
体
に

と
も
な
っ

て

事
実
上

廃
絶
し、

死

者
を

神
に

祀
る

伝
統
は

も
っ

ぱ

ら

御
霊
信
仰
と
し
て

継
承
さ

れ

た
。

そ

の

御
霊
も
中
世
に
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入
る

と
仏
教
の

本
地
−

垂
迹
の

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー
に

組
み

込
ま
れ

て

合
理

的

性
格
を
強
め
、

彼
岸
の

仏
の

垂
迹
同

救
済
者
と

し

て

の

性
格
を

強
め

て

い

く
。

　

中
世
ま

で

は

神
に

な
る

こ

と

の

で

き
る

入
物
は
、

生
前
に

特
別
の

地
位

に

あ
っ

た

り
、

あ
る
い

は

大
衆
に

強
い

印
象
を
残
し

た
り

し
た
人
々

だ

っ

た
。

そ

れ

に

対
し

て、

近

世
に

な

る

と

は
じ
め

て
］

般
人
が

カ

ミ

と

な

る

信
仰
が

登

場
す

る
。

各
地
に

残
る

人
柱
伝
承
や

義
民
伝
承
は

、

み

ず
か

ら

の

意
志
に

よ
っ

て

身
を

犠
牲
に

し

た
人
物
を
カ

ミ

と

し

て

顕
彰
す
る

シ

ス

テ

ム

で

あ
り

、

中
世
の

御
霊

信
仰
と
は

は

っ

き

り
と

し
た

断
絶
が

あ
っ

た
。

湯
殿
山
な
ど
の

即
身
仏
信
仰
も
同
様
だ
っ

た
。

　

そ

う
し

た
時
代
風
潮
の

な

か

で、

国
学
や

垂

加
神
道
の

学

者
た

ち

は
、

仏

教
・

朱
子
学
い

ず
れ
の

教
説
と
も

異
な

る
、

日

本
固
有
の

世
界
観
に

立

脚
す
る

独
自
の

安
心

論
の

構
築
を
め

ざ
し

た
。

そ

の

結
果
誕
生
し
た

教
説

が
、

生

前
に

神
と

し
て

の

天

皇
に

忠
誠
を

尽
く

す
こ

と

に

よ

っ

て、

死
後

は

自
身
も

神
と

な

っ

て
八

百
万
の

神
の

末
席
に

列
な

り
、

永
く

国
土
と

天

皇
を
守
護
す
る

こ

と

が

で

き
る

と

い

う
主
張
だ
っ

た
。

忠
君
の

霊
魂
が

天

皇
の

藩
屏
と

な

っ

て

永
遠
に

こ

の

国
土
に

留
ま
る

と
す
る
、

招
魂
社
を

経

て

靖
国
の

論
理
ま
で

直
結
す
る

論
理
が

、

こ

こ

に

よ
う
や
く

成
立
す
る

の

で

あ
る

。

石
塔
の

思
想
史

　

−
五

輪
塔
を
中
心
に

ー

松

尾

剛

次

　

本
報
告
の

狙
い

は
、

塔
高
ニ

メ

ー
ト
ル

を

越
え
る
巨
大
五

輪
塔
に

注
目

し
て、

五

輪
塔
が

制
作
さ

れ

た

宗
教
思
想
史
を
明
ら
か

に

す

る

こ

と
に

あ

る。

口

本
中
世
は

、

石
塔
の

世
紀
と

呼
べ

る

ほ

ど
、

数
多
く
の

石
塔
が
建

立
さ

れ
た

。

板
碑、

宝
篋
印
塔、

五

輪
塔
な
ど

が

全

国
各
地
に

制
作
さ

れ、

現

在
も

残
存
し

て

い

る
。

と

く
に

、

中
世
末
に

は、

数
多
く
の

小
さ

な

墓
塔
が

制

作
さ

れ

て

い

っ

た
。

　

本
報
告
で

は、

鎌
倉
時
代
後
・

未
期、

す

な

わ

ち

十
三

世
紀
末
か

ら

十

四

世
紀
初
頭
に

制
作
さ

れ
た

五

輪
塔
に

注
目
す
る

。

近

年、

中
世
考
古
学

研
究
の

深
ま

り
に

と

も

な
い
、

全

国
の

石
塔
が

収
集
さ

れ、

そ
れ
ら

を
制

作
し

た

職
入
集
団
（

石
工

集
団
）

、

教

団
と

の

関
係
な

ど

に

つ

い

て

の

研

究
が

大
い

に

進
展
し

て

い

る
。

し

か

し

な

が
ら

、

そ

れ

ら
を
生
み

出
し

た

人
々

の

石

塔
に

託
し

た
思
い

な
ど

、

い

わ

ぽ
石

塔
の

宗
教
思
想
史
に

つ

い

て

は、

近

年
、

千
々

石
到、

菊
池
大

樹、

佐

藤
弘
夫
ら
の

優
れ
た

研
究
が

あ
る

に

し
て

も
、

緒
に

つ

い

た
ば

か

り
と

い

え
よ
う

。

本
報
告
で

は
、

宗

教
思
想
史

研
究
の

素
材
と

し
て

中

世
の

石
塔、

と
く
に

五

輪
石
塔
を

取
り

上
げ
る

。

五

輪
石
塔
と

い

う
の

は
、

石
を
五

つ

積
ん
だ
墓
塔
で

あ
る

。

本

報
告
に

お

い

て、

石
塔
の

中
で

も

五

輪
石
塔
に

注
目
す
る

の

は、

従
来、

佐
藤
弘
夫
の

思

想
史
的
研
究
に

見
ら

れ
る
よ

う
に
、

板
碑
は

注
目
さ

れ

て

き

た

の

に

対
し
て、

五

輪
石
塔
は
、

さ

ほ
ど

注
目
さ
れ

て

こ

な

か
っ

た

か

ら

で

あ
る

。
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