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託
宣、

司

祭
に

な

る

た
め

の

イ
ニ

シ

エ

ー
シ

ョ

ン
、

通

過

儀
礼、

祭
な

ど）

を

経
験
す
る

、

あ
る
い

は、

学
ぶ

た
め
に

ヨ

ル

バ

ラ
ン

ド
を

訪
問、

滞
在
す
る

人
々

が
み

ら

れ
る
よ
う
に

な

っ

た
。

こ

う
し

た
巡

礼
と

も
捉
え

る

こ

と

が

で

き
る

文
化
実
践
の

な
か

で
、

ア
メ

リ
カ

黒
人
は、

オ

リ
シ

ャ

を

崇
拝
す
る

ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
人
や
そ

れ

以
外
の

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

人
た

ち

と

出
会
い
、

交
流
し

、

そ

の

関
係
を

持
続
的
に

維
持、

発
展
さ
せ

よ

う
と

試

み

て

い

る
。

　
そ

れ
で

は、

オ

リ

シ

ャ

崇
拝
運

動
と

ヨ

ル

バ

ラ

ン

ド

と

の

関
係
は

こ

れ

ま

で

に

ど

の

よ
う
に

議
論
さ

れ
て

き

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

た

と

え
ば、

宗

教
的
権
威
の

授
受
に

注
目
し

て

オ
リ
シ

ャ

崇
拝
運

動
と

ヨ

ル

バ

ラ

ン

ド
と

の

関
係
を

取
り

上

げ

た

研

究
が

あ
る

（
出

巷
二

九
七

九
、

Ω
蝉

時
〇

一

九

九

七、

霊

巨
一

九

九
八
）

。

霊
暮
に

よ

れ
ぱ
、

ナ

イ
ジ
ェ

リ
ア

の

伝

統
的
な

オ
リ
シ

ャ

崇
拝
組
織
の

長
が

、

儀
礼
的
な

宗
教
的
権
威
を
オ

リ
シ

ャ

崇
拝
運
動
の

唱

導
者

、

ア
デ
フ

ン

ミ

に

与
え
た
こ

と

に

よ

っ

て
、

彼
は

運
動
の

正

統
性
と

真
正

性
を

成
員
や
ア

メ

リ

カ

合
衆
国

内
外
の

社
会
に

提

示

す
る

こ

と

が
で

き

た
と

指
摘
す
る

（
霊
⇔

類

］

九

九
八）
。

た
だ

し、

ア

デ
フ

ン

ミ

の

授
か
っ

た

宗
教
的
権
威
が、

そ

の

後
運
動
の

実
践

形
態
が

変

容
し
て

い

く
な

か

で

変
化
し

た

こ

と

は

議
論
さ

れ
て

い

な
い
。

ほ

か

に

は、

宗
教
文
化
教

育
の

旅
と

い

う
視
点
か

ら
オ

リ

シ

ャ

崇
拝
運

動
と

ヨ

ル

バ

ラ
ン

ド

と
の

関
係
を

論
じ
た

研
究
が

あ

る
（
0
冨
野
 

一

九

九

七、

二

〇
〇
六

、

国

霧
o
⇒

】

九
九

七）
。

こ

う
し
た

研

究
で

は
、

ア

メ

リ
カ

黒

人

が
主

体
的
に
、

「

方
の

ナ

イ

ジ
ェ

リ
ア

人
（
ア

フ

リ

カ
）

は
客

体
的
に

記

述、

分
析
さ

れ
て

い

る
。

そ

の

た

め
、

運
動
の

成
員
と

ナ
イ
ジ

ェ

リ

ア
人

と

が

交
錯
す
る
な
か

で

相
互
に

生
じ
る

問
題、

権
威
・

権
力
関

係
、

文
化

変
容
に

つ

い

て

十

分
な

考
察
が

な

さ
れ
て

い

る

と

は

い

え
な
い

。

　

そ
こ

で、

本
発
表
で

は
、

ま
ず、

オ
リ

シ

ャ

崇

拝
運
動
の

唱
導
者
や

成

員
が

、

ヨ

ル

バ

ラ

ン

ド

の

オ

リ
シ

ャ

崇
拝
組
織
と

ど

の

よ

う
に

接
触
し

て

い

る

の

か

を
示

す
。

つ

ぎ
に、

宗
教
的

移
動
に

よ
っ

て

促
さ
れ
る

ア

メ

リ

カ

黒
人
と
ナ
イ

ジ
ェ

リ

ア

人
と

の

対
話
的
な
交
流
が
、

オ

リ
シ

ャ

崇
拝
運

動
に

ど
の

よ

う
な

影

響
を

与

え
て

い

る

の

か

を

検
討
す
る

。

そ
の

う

え

で、

本
発
表
は

つ

ぎ
の

四
点
を

明
ら

か

に

す
る
。

一
、

オ

リ

シ

ャ

崇
拝
運

動
の

拠
点
や

運
動
の

唱
導
者
た
ち

の

正

統
性
が

相
対
化
さ

れ

た、

二
、

運

動
の

な
か

で

人

種
（
民

族
）

・

宗
教
を

横
断
す
る

眼
差
し
が

培
わ

れ
て

い

る、

三
、

運
動
の

な
か

で

客
体
化
さ

れ
て

い

た
「

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

人
（
ア

フ

リ
カ

ご

が
、

身
体
的
な

交
流
を
へ

て

同
時
代
性
を

増
し

つ

つ

あ
る、

四、

運

動
が

再
構
築
さ
れ

る

こ

と
で
、

そ

の

集
合
性
と
連
続
性
が

維
持
さ

れ

て

い

る
。

カ

ル

テ
ィ

ニ

に

お

け

る
「

新
し

い

時
代
」

の

人
間
像

相

澤

　
里

　
沙

　
カ

ル

テ

ィ

ニ

（
一

八

七

九
ー
一

九

〇
四）

は、

イ
ン

ド
ネ
シ

ア
の

国
家

独
立

英
雄
の
一

人
で、

女

性
運
動
や

教
育
運
動
の

草
分
け
と

し
て
、

ま

た

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

に

先
立
っ

て

民
族
意

識
覚
醒
を
促
し

た
人

物
と

し
て

知

ら
れ

て

い

る
。

十
九

世
紀
の

後
半
か

ら、

オ
ラ
ン

ダ
の

植
民
地
で

あ
っ

た

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

に

お

い

て

は
、

現
地
人

貴
族
（
プ

リ

ヤ

イ
）

の

中
か

ら
、

オ
ラ

ン

ダ
語
の

能
力
を
も
つ

知

識
人
た

ち
が

現
れ

始
め、

自
ら

の

思
想
を

形
成
し
て

い

っ

た
。

カ
ル

テ

ィ

ニ

も

そ
の

よ

う
な

知
識
入
の
一

人
で

あ
る
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と

考
え
る
こ

と

が

で

き

る
，

彼
女
が
オ

ラ

ン

ダ
人
に

宛
て

て

書
い

た
書
簡

は
、

後
に

蘭
領
束
イ

ン

ド

の

教

育
・

産

業
・

儀
典
省
長

官
で

あ
り

、

文
通

相
手
の
一

人
で

も
あ
っ

た

ア

ベ

ン

ダ
ノ

ン

に

よ

っ

て

収

集
・

編
集

、

そ

し

て

出
版
さ

れ、

今
も

世
界
中
で

読
み

継
が
れ
て

い

る
。

本
発
表
は、

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

理
想
と

し
た

「

新
し

い

時
代
」

を

明
ら
か

に

し、

こ

れ
ま

で

見

逃
さ

れ
て

き
た

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

ジ
ャ

ワ

人
へ

の

多
様
な

視
線
に

つ

い

て

考

察
す
る

こ

と

を

狙
い

と

し
て

い

る
。

　

カ
ル

テ

ィ

ニ

の

「

新
し
い

時
代
」

は
、

一

九

〇
〇
年
十
月
前
後
で

異
な

る
。

一

九

〇
〇
年
十
月
以
前
に

お
い

て

は
、

西

洋
と

東
イ
ン

ド

を
比
較
し

て
、

後
者
の

批
判
を

主
と

し
て

行
っ

て

い

る
。

旧
い

慣
習
に

捕
わ
れ
女
性

を

抑
圧
す
る

東
イ

ン

ド
か

ら

の

解
放

、

そ
の

結
果
と

し

て

の

西

洋
化
が

「

新
し
い

時
代
」

で

あ
っ

た
。

そ
の

際
に

理

想
と
さ

れ

た

の

は

西
洋
の

女

性
と

い

う
こ

と

に

な
る

。

カ

ル

テ
ィ

ニ

は

慣
習
を

保
護
す

る

イ

ス

ラ

ー
ム

を

批
判
し

、

自
身
が
ム

ス

リ
ム

で

あ
る
こ

と

と
、

宗
教
そ

の

も
の

に

懐
疑

的
な
態

度
を
と

っ

て

い

た
。

し

か

し、

変
化
は
一

九
〇
〇

年
十
月
に

生
じ

た
。

ネ
リ
ー
・

フ

ァ

ン
・

コ

ル

と

い

う
女
性
か

ら
の

手
紙
に

よ

っ

て

カ

ル

テ

ィ

ニ

に

内

面
的
な
変
化
が
生
じ、

宗
教
観
も

変
化
す
る

こ

と

に

な
る

。

ま
た

、

そ
れ
ま
で

は

西
洋
化
す

る

こ

と

が

「

新
し
い

時
代
」

で

あ
る
と

さ

れ
、

東
イ
ン

ド
は

批
判
の

対
象
で

し

か

な
か

っ

た
の

に

対
し、

ジ

ャ

ワ

の

美
し
さ

が

探
求
さ
れ
始
め

た
。

カ

ル

テ

ィ

ニ

が

美
し
さ

を

求
め

た

の

は、

自

身
の

身
近
に

あ
る

死

者
や

精
霊
の

観
念
と

実
践、

そ

し
て

貴
族
で

あ
る

カ

ル

テ
ィ

ニ

か

ら

は

遠

く

離
れ

た
、

民
の

世
界
に

お

け

る

信
仰
で

あ
っ

た
。

こ

れ
ら

は

と

も

に

ジ

ャ

ワ

特
有
の

も
の

と

さ
れ
た

。

し

か

し

前
者
は

疑
問
に

付
さ

れ

る

こ

と

な
く
語
ら

れ

る
の

に

対
し

て
、

後

者
に

対
す
る
カ

ル

テ

ィ

ニ

の

態
度
は

曖
昧
で

あ
っ

た
。

民
の

信
仰
は

心
を

動
か

す

も
の

で

あ
り

な
が

ら
、

迷

信
と

も

捉
え
ら
れ
て

お

り、

も

し
進
歩．
に

よ

っ

て

取
り

除
か

れ

た

な

ら
、

真
の

信
仰
が

そ
の

あ
と

を
埋
め

る
べ

き
も

の

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

真
の

信
仰
は

、

カ

ル

テ

ィ

ニ

が

得
た

真
の

宗
教
と

通
じ

て

い

る
。

真
の

宗
教
は、

カ

ル

テ

ィ

ニ

を
と

り
ま
く
現
実
の

具
体
的
世
界
を

超

え
た
抽

象
的
な

も
の

で、

観
念
的
に

存
在
し
て

い

る

も

の

で

あ
っ

た
。

そ

れ
を
オ
ラ

ン

ダ
人
に

手

紙
と
い

う
形
で
、

現
実
の

ジ

ャ

ワ

を

舞
台
に

し

て

語
る

際
に、

同
様
に

抽
象
的
な

民
の

世
界
が

想
定
さ

れ

た

の

で

あ
る

と

考

え
ら
れ
る

。

民
の

世
界
は
、

貴
族
の

カ

ル

テ

ィ

ニ

に

と

っ

て

は

リ

ア
リ

テ

ィ

を
持
て

な
い

世
界
で

あ
り

、

だ

か

ら

こ

そ

美
し

さ

が

求
め

ら

れ

た

の

で

あ
る

。

　
「

新
し

い

時
代
」

を

語
る
際
の、

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

多
様
な
視

線
を

形
成

し

た
の

は
、

潜
在
的
に

あ
る

階
級
意

識
と

彼
女
の

特
殊
な

経
験
で

あ
っ

た
。

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

人
小
学
校
で

の

経
験

、

本
国
ま

た

は

東
イ

ン

ド
に

い

る

オ

ラ

ン

ダ
入
と

の

文
通、

婚
前
閉
居、

周
囲
に

い

る

抑
圧
さ

れ

た

女
性
た

ち

の

経
験
に

よ
っ

て、

様
々

な

対
象
と

、

そ

れ
ぞ

れ

異
な

る

距
離
を

も
っ

た

関
係
が

形

成
さ
れ

た
。

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

視
線
が

向
け

ら
れ

る

対
象
と

の

距

離
の

違
い

は
、

カ
ル

テ

ィ

ニ

の

多
様
な

視
線
を

生
み

出
し

た

の

で

あ

る
。

　

現
在
の

イ
ン

ド
ネ

シ

ア

に

お

い

て、

カ

ル

テ

ィ

ニ

は

先
述
の

よ

う
な
イ

メ

ー

ジ
を

持
っ

て

語
ら
れ

る

が、

本
発
表
に

お

い

て

み

ら

れ

た

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

イ
メ

ー
ジ

と
は

異
な
る

。

カ

ル

テ

ィ

ニ

が

多
様
な

視
線
を

も
っ

て

考

え
た

「

新
し

い

時

代
」

及
び
カ
ル

テ

ィ

ニ

自
身
が、

イ
ン

ド
ネ
シ

ア

に

お

い

て

ど
の

よ

う
に

受
容
さ

れ

て

い

っ

た

の

か、

そ

し

て

カ

ル

テ

ィ

ニ

の

思

想
が

い

か

な
る

オ
ラ

ン

ダ
と

の

知
的

交
流
の

な
か

で

形

成
さ

れ

て

い

っ

た

の

か

は、

今
後
の

課
題
で

あ
る

。
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