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道
教
の

瞑
想
に

お

け

る

光
の

シ

ン

ボ

リ

ズ
ム

　
　

　
　
『

太
乙

金

華
宗
旨
』

の

場
合

ー長

澤

志

穂

　

道
教
の

修
養
法
の
一

つ

に

「

内
丹
」

が

あ

る
。

内
丹
と

は、

体
内
に

「

金
丹
」

「

丹
薬
」

な
ど

と

呼
ば
れ

る
生

命
力
の

核
が

凝

結
す
る

さ

ま
を

観
想
し、

そ
れ
に

よ

っ

て

身
体
を

「

道
」

と

呼
ば
れ
る

宇
宙
法
則
に

合
致

さ
せ

よ

う
と

す
る、
　一

種
の

瞑
想

法
で

あ
る

。

　

明
代
か

ら

清
代
に

か

け
て

編
ま
れ

た

内
丹
文

献
は、

詩
な

ど

難
解
な
比

喩
を
多
用
す
る

内
丹
文

献
の

中
に

あ
っ

て
、

具

体
的
・

直
接
的
な

記
述
を

多
く
含
み、

内
丹
の

理

解
に

役
立
つ

。

十
七

世
紀
宋
に

成
立
し

た

『

太
乙

金
華
宗
旨
』

（

以
下
『

金
華
宗

旨
』

）

も
そ

う
し

た
文

献
の
一

つ

で

あ
り、

精
神
修
養
の

面
に

つ

い

て

比
較
的

詳
し
く

述
べ

て

い

る

こ

と

か

ら
、

内
丹

の

過
程
で

の

意
識
の

変
化
に

つ

い

て

究
明

す
る
上
で

参
考
に

な
る

。

『

金

華
宗
旨

」

の

瞑
想

法
に

お

い

て

は
、

「

回
光
」

と
い

う

技
法
が
重

要
な

位

置
を
占
め

て

い

る
。

本
発
表
は

『

金
華
宗
旨
』

に

み

ら

れ

る

「

光
」

に

注

目
し、

「

光
」

と

は

何
か、

「

回
光
」

と

は

ど

の

よ
う
な

体
験
を
の

か

を
考

察
す
る

。

そ
れ
に

よ

っ

て

『

金

華
宗
旨
』

の

瞑
想
の

基

本
的
構
造
の
一

端

を

明
ら
か

に

す
る

。

　
『

金
華
宗
旨
』

の

瞑

想
の

概
要
は

次
の

よ

う
な
も
の

で

あ
る

。

座
し

て

ま

ぶ

た
を
半

分
ほ
ど

下
ろ

し
、

視

線
を

鼻
先
に

定
め
た

状
態
で

、

両
目
の

問
に

自
然
に

入
っ

て

く
る
光
を

観
想
す
る

。

観
想
中
に

雑
念
が

起
こ

っ

た

ら

静
め、

雑
念
が
止
ま

っ

た

ら

光
を

観
想
す
る

こ

と
を

繰
り
返

す
。

こ

れ

を
「

回

光
」

と

い

う
。

毎
日
こ

の

静
座
を

行
い

百
日
ほ

ど
た
つ

と
、

口
の

間
の

光
が

丹

薬
と
し

て

凝
結
し、

体
内
を

照
ら

す
。

す
る

と

臓
器
に

宿
る

純
粋
な

気
が

抽
出
さ

れ、

光
に

導
か

れ

て

頭
頂
へ

と

上
昇
し

、

次
い

で

丹

田

（

腹
部〉

へ

と

下
降
す

る
。

丹
田
に

お

い

て

光
と

気
は

相
即
し、

根
源

的

様
態
へ

と
還
元
さ

れ

る
。

　

雑
念
を
止

め
つ

つ

光
を

観
想
す
る

「

回

光
」

の

初
期
に

お

い

て
、

「

目

光
」

「

耳

光
」

と

い

う
一

対
の

光
が

用
い

ら

れ
る

。

光
を

観
想
す
る

意
識

が

「

目
光
」

で

あ
る

。

ま

た、

雑
念
を
止

め

る

た
め

に

呼
吸

法
を

行

う

際、

呼
吸
音
に

向
け
ら
れ

呼
吸
を
静
か

な
も
の

に

し
て

い

く
意

識
が

「

耳

光
」

で

あ
る

。

日

常
の

意

識
が

外
在
の

事
物
や
自
己
の

雑
念
に

動
揺
さ

れ

る
の

に

対
し

、

「

目
光
」

「

耳
光
」

は

静
か

で

安
定
し
た
意
識
で

あ
る

。

そ

れ
ゆ

え、

日
常
の

知
覚
で

は

と
ら
え
ら

れ
な

い

無
形
無
音
の

も
の

、

す

な

わ
ち

光
を
と

ら

え
る
こ

と

が
で

き

る
。

　
一

方
、

丹
薬
と

し

て

凝
結
し
た

光
は

「

性
光
」

「

元

神
」

な

ど
と

呼
ば

れ、

人

間
に

生
ま

れ

な
が

ら
に

付
与
さ

れ

た

本
性
で

あ
り

、

宇
宙
の

根
源

（
道）

に

通
ず
る

も
の

で

あ
る

と

い

う
。

「

性
光
」

も
ま

た

静
か

で

安
定

し

た

意
識
で

あ
る
が

、

「

目
光
」

な

ど
と

の

違
い

は
、

さ

ら
に

分

別
（
概

念
化
や

価
値
判
断
）

を
も

排
除
し
た

意
識
で

あ
る

点
で

あ
る

。

万

物
を
あ

り
の

ま

ま
に

と

ら

え、

何
も
の

と

も
齟

齬
し

な
い

。

そ

れ

ゆ

え
に

、

「

性

光
」

は

体
内
の

気
を
正
し

い

あ
り
方
へ

と

導
き

純
化
す
る

力
を
も
つ

の

で

あ
る

。

　

目
に

宿
る

本
来
的
意
識
で

あ
る

「

目
光
」

を
体
内
に

め

ぐ
ら

せ
、

そ

れ

に

よ

っ

て

気
を

丹

田
に

凝

集
さ

せ

る

「

回

光
」

は、

『

性
命
圭

旨
』

や

『

邱
祖
語
録
』

な
ど

他
の

十
七

世
紀
の

内
丹
文
献
に

も
み

え

る
。

し

か

し

『

金
華
宗
旨
』

は

「

目
光
」

と

本
来
的
意

識
で

あ
る

「

性
光
」

と

を

区
別

す
る

。

そ
の

意
図
は

何
か

。

『

金

華
宗
旨

』

は

「

性

光
」

を、

全
身
の

気
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を

統
制
す

る

中
心
で

あ
り
つ

つ

白
ら
は
何
に

も

統
制
さ

れ
な

い

絶
対

的
な

主
体
と

し
て

い

る
。

た

だ
し

「

性
光
」

は
日
常、

動

揺
し

や

す

い

心
に

む

し
ろ

抑
制
さ

れ

て

い

る
。

そ
こ

で

「

目
光
」

に

よ
っ

て

「

性
光
」

を
見
つ

め、

動
揺
を

排
除
し
、

安

定
さ

せ

る
。

だ

が、

「

性

光
」

が

真
に

主
体
と

な

る
た
め

に

は、

「

目

光
」

の

観

想
の

対
象
と
し

て

客
体
で

あ

り
つ

づ

け

て

は

な

ら

な
い

。

「

目

光
」

と

い

う
個
人

的
意

識
は

、

宇
宙
的
意

識
で

あ

る

「

性
光
」

を
見
つ

め

る

立

場
か

ら、

「

性

光
」

が

照
ら

す
も
の

を

と
も

に

見
る

立

場
へ

と

方

向
転
換
す
る

の

で

あ
る

。

『

金

華
宗
旨

』

は

「

目
光
」

が

そ
の

ま
ま

宇
宙
的
意

識
で

あ
る

と

は

せ

ず、

「

目
光
」

が
「

性
光
」

と

同
化
す

る

段
階
を
重

大
な

転

機
と

み

な

す
。

『

金
華
宗
旨』

は、

個

人
の

意
識
と

宇
宙

的
意
識
と

の

隔
た

り

を

乗
り

越
え、

自
己
の

意
識
を
宇
宙
的

意
識
に

同
化
さ
せ

る

こ

と
こ

そ

が

内
丹
の

最
大
の

要

点
で

あ
る

と

示
そ
う

と
し

た

の

で

あ
る

。

平
田

国
学
に

お

け

る

体
験
的
幽
冥

研
究
の

展
開

宇
　
野

功

　
一

　

題

名
中
の

「

体
験

的
幽
冥
研
究
」

と

い

う
語
は、

よ

り

精
確
に

は

「

幽

顕

往
還
体
験
研
究
」

で

あ
る

。

　

平
田

篤
胤
は

『

霊

能
真
柱
」

に

お

い

て、

幽
冥
を
基

本
的
に

は

死

後
の

世
界
で

あ
り

、

国
津
神
や

妖
怪
変
化
も

住
み

、

大
国
主

命
が

主
宰
し

て

い

る

と

説
い

た
。

さ

ら
に

幽
冥
は

顕
世
（
現
世
）

と

重
な

っ

て

は

い

る

が

生

者
の

目
に

は

見

え
な
い

と

説
い

た
。

周
知
の

よ
う
に

篤
胤
は

同
書
に

お

い

て
、

服
部
中
庸
の

『

三

大
考
」

の

内
容
に

記
紀
以
下
の

古
典
の

記
述
な

ど

を

適
宜
加
味
し
、

思

弁
的
に

自
己
の

幽
冥
論
を
論
じ
た
。

　

同
書
刊
行
後、

篤
胤
は

文

献
以
外
の

情
報
も
用
い

て

自
己

の

幽
冥
論
を

補
強
し
よ

う
と

し
た
。

ま
ず、

幼
少

期
か

ら

常
陸
岩
聞
山
中
の

山
人

（

天

狗）

の

下
で

修
行
し
た
と
い

う
少

年
寅
吉
に

会
っ

て

聞
き
取
り

調
査
を

行

い

『

仙
境
異
聞
』

に

ま
と

め

た
。

次
に
、

前
世
と

死
後
の

獣
界
と

胎
児
期

を
記

憶
し
て

い

る

と

い

う
少

年
勝
五

郎
に

会
っ

て

『

勝
五

郎
再
生

記
聞
』

に

ま

と
め

た
。

ま

た

伝
手
を
辿
っ

て

薩
摩
藩
上
八
田
知
紀
に

あ
る

調
査
を

依
頼
し
た

。

八

田

は

そ

の

依
頼
に

よ
り
、

山
の

伸
の

使
い

に

招
か

れ
て

た

び
た

び

霧
島
山

中
の

異
界
に

入
っ

て

女
神
に

仕
え

た

と

い

う
善
五

郎
に

会

っ

て

話
を
聞
き

、

『

幽
郷
真
語
』

に

ま

と

め、

篤
胤
に

送
っ

た
。

篤
胤
は

幽
顕
往
還

事
例
に

つ

い

て
、

体
験
者
本
人
（
生
き

て

い

る

人

間）

を

情
報

提
供
者
と

し
て

聞
き

取
り

調
査

を
行
う
と

い

う
手
法
で

自
身
の

幽
冥
論
の

妥
当
性
を
確
認
し

よ

う
と

し

た

と

い

え

る
。

先
学
の

指
摘
ど

お

り、

寅
吉

は

お

そ

ら

く
修
験

者
の

も
と

で

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ
ム

的
な

修
行
を

積
み、

脱

魂
状
態
で

異
界
訪

問
の

幻
覚
を

体
験
し

た

の

で

あ
ろ

う
。

勝
五

郎
の

話
は

転
生

譚
で、

善
五

郎
の

話
は

隠
れ

里

（
谷
川
健
｝

氏
の

推
測
で

は
当
地
の

秘
密

宗
教
カ

ヤ

カ

ベ

教
の

村）

訪
問
譚
と

い

え

る
。

三

者
の

語
る
世
界
は

異
な
る

も
の

に

思
え
る

が、

篤
胤
は

い

ず
れ

も

幽
冥

の
 

面
を
示
す
も
の

と
考
え
た

。

右
三

書
の

成
立
後、

篤
胤
の

門
人
の
一

部
は

幽
顕
往
還
事
例

を
師
の

手
法
に

倣
っ

て

調
査
し

記
録
し

た
。

　
し

か

し
こ

れ

と

は

や
や
異
な
る

手
法
を

採
っ

た

門
人
も
い

た
。

筑
前
の

神
職

宮
崎
大

門
で

あ
る

。

彼
は

篤
胤
の

も

と

で

数

年
間

国
学
を

学
び
、

帰

郷
し

た
。

彼
は

も

と

も
と

悪
霊

祓
い

の

術
に

優
れ
て

い

た

が
、

悪
霊
の

ほ

と

ん

ど

は

動
物
霊
で
、

人
間
の

死
霊
や

神
が

憑
く
の

は

稀
で

あ
る

と

記
し
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