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わ

け
で

は

な
い

が
、

ニ

ー

バ

ー

の

現
実
主
義
が
注

目
を

浴
び
た

。

　
二

i
バ

ー

は
、

宗
教
的
に

も
政
治
的
に

も

非
常
に

言
及
の

し
や

す
い

人

物
で

あ
り

、

そ
の

名
前
は

読
者
に

は

説
明
不

要
の

一

定
の

権
威
あ
る

人

物

と
し

て

論
じ

ら
れ

て

い

る

と

言
え
る

。

現
代
キ
リ

ス

ト
教
に

お

け

る

死
後
世

界
論
の

意

義
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

方
　
　

俊
植

　

人
間
に

と
っ

て、
「

死
」

は

避
け
ら
れ

な
い

大
き
な

事
柄
で

あ
り、

ま

た

恐
怖
の

対
象
で

も

あ
る

。

　

日
常
生
活
の

中
で
、

「

死
」

に

関
し

て

語
る

こ

と
は
避

け
ら
れ
る

場
合
が

多
い

。

人
々

は

「

死
」

に

対
す
る

恐

怖
を
克

服
す
る

た

め

に

宗
教
に

回
心

や

帰
依
す
る

場
合
も

多
い

と

言
わ
れ
て

い

る
。

キ

リ
ス

ト
教
の

場
合
も

、

「

死
後
世
界
」 、

「

死

後
の

生
命
」 、

「

永
遠
な
る

命
」

な
ど
は
中
心
的
な

教
義

の
一

つ

で

あ
っ

た
。

し
か

し、

二

〇
世
紀
に

入
っ

て

生

じ
て

き
た

実
存
主

義
の

影
響
や

聖
書

学
の

発
展
に
よ

っ

て
、

「

死

後
世
界
」

に

関
す
る

議
論

は
、

神
学
的
に
あ
る

い

は

教
会
に

お
い

て

も
無
関
心
の

中
に

葬
ら

れ
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

本
発
表
で

は
、

ジ

ョ

ン
・

ヒ

ッ

ク

の

議
論
を
巾
心
に

「

死

後
世
界
」

が

あ
る

こ

と
を

信
じ
な
が

ら
行

う
信
仰
生

活
の

意
義
や

宗

教
的
な

観
点
か
ら

「

死
後
世
界
」

が
持
つ

意
義
に

関
し
て

検
討
を
試
み
る

。

　
ピ

ッ

ク

の

宗
教
思

想
の

中
で

「

死

後
世
界
」

に

関
す
る

議
論
は

重
要
な

論
点
の
一

つ

で

あ
っ

て
、

ピ

ッ

ク

を

代
表
す
る

思

想
−
宗
教
的
実
在
論

、

神
義
論、

宗
教
多
元
主

義
の

仮
説
1
は

「

死

後
世

界
」

の

議
論
と
密
接
な

関
係
を

持
っ

て

い

る
。

ま

ず、

議
論
の

出
発
点
と
し

て

「

死
」

に

関
す
る

ヒ

ッ

ク

の

見
解
で

あ
る

が
、

ヒ

ッ

ク
は

「

死
」

を

神
か

ら
の

贈
り
物
と
し

て

見
な

す
こ

と

に
よ
っ

て
、

「

死
」

に

関
す
る

こ

れ

ま
で

の

既
存
の

観
念

で

あ
る

、

不
気
味
あ
る

い

は
恐
怖
の

存
在
と

し

て

は

捉
え
な
い

。

そ
し
て

、

「

死
」

は
人
間
に

と
っ

て

眠
り
の

よ
う
な
も
の

で

あ
る

と

考
え
る

。

ま
た

、

「

死
」

を

人
間
が

永
遠
な
命
を

得
る

た

め
に

霊
的
成

長
に

お

け
る
一

つ

の

区
切
り
と
し

て

捉
え
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

理
由
は
、

伝
続
的
に
伝
え

ら

れ

て

き
た

「

死
」

の

概
念
（

一

回
限
り
の

生
と

死）

で

は
、

生
ま
れ
る

時
か

ら
の

不
平
等
を

克
服
す
る

こ

と
が
で

き

な
い

か
ら
で

あ
る

と

指
摘
し

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

ピ

ッ

ク

は

人
間
が

不
完
全
な
状
態
に
お
い

て

創
造

さ

れ

て
、

さ
ま
ざ
ま
な

試
練
を
通
し
て

完
全

な
形
態
−
道
徳
的
・

霊
的
な

人

格
の

形
成
1
に

向
か

っ

て

い

る

と

考
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

議
論
か
ら

、

ピ

ッ

ク

は

「

死

後
世

界
」

に

関
し
て

、

「

個
人
は
一

連
の

多

数
生

命
を

経
験
し
つ

つ
、

人
間
と
し
て

の

自
己
宀

元

成
を
め

ざ
し
て
、

つ

ま

り
、

神
の

子
と

し
て

の

潜
在
可
能

性
の

実
験

を
目
指
し
て
、

前
進
し
て

い

る
」

と
い

う
【

つ

の

仮
説
を

提
示

す
る

。

　

言
い

換
え
れ

ば
、

神
と
の

関
係
に

お

け
る

個
人
の

自
己
完
成
と
は
、

キ

リ

ス

ト

教
の

伝

統
に

よ

る

と

「

救
い
」

を

意
味
す
る

。

勿

論
、

ピ

ッ

ク

は
、

他
の

宗
教
伝
統
に

お

い

て

も

自
己
完
成
は

実
現
で

き
る

の

で

あ
る

と

見
な

す
の

で

あ
ろ

う
。

要

す
る

に、

ピ

ッ

ク

の

「

死

後
世

界
」

の

議
論

は
、

人
間
に

お

け
る

宗
教
的
な
伝

統
に

よ
っ

て

示
唆
さ
れ

て

き
た

方
向
へ

と

収
束
す
る

よ

う
な
、

一

つ

の

可

能
な
人
類
の

未
来
図
で

あ
る

と
主

張
す

る

の

で

あ
る

。

以

上
の

よ

う
な
議

論
を
ピ

ッ

ク

は
、

晩
年
の

著
書
の

中
で

よ

り
明
確
に

す
る

。

　
ヒ

ッ

ク

の

主

張
は
、

わ

れ

わ
れ
の

「

生
」

が

信
仰
に

基

礎
付
け
ら
れ

れ

ば、

「

人
の

生

に
お
い

て

よ

い

も
の

す
べ

て

は

死
に
よ
っ

て
、

永
遠
に

消

し
さ
れ
る

こ

と
な

ど

あ
り
え
な
い

こ

と
に

な
る
」

と
い

う
こ

と
を

指
摘
し

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

次
の

生
と

は、

現
在
の

意
識
的
な

自
我
の

生
ま
れ
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変
わ
り
で

は

な
く

、

あ
ら

ゆ
る

遺
伝
子
お
よ
び
環
境
的
な

状
況
に
よ

っ

て

形
成
さ
れ

る
新
た

な
個
性
で

あ
る

。

と
い

う
こ

と

は
、

わ

れ
わ

れ
は
、

ま

る

で

リ
レ

ー

の

走
者
の

よ

う
に
、

自
分
に

任
さ
れ
た

時
間
に

お

い

て
、

充

実
な
生
を

営
む

こ

と
に

よ

っ

て
、

将
来
の

霊
的
な
完
成
に

向
け
て

貢
献
で

き
る
と

い

う
こ

と

を
意
味
す
る

。

以
上

の

よ

う
に、

ピ

ッ

ク

が

擁
護
し
て

い

る

の

は
、

長
い

間
、

人

間
歴

史
の

中
で

刻
ま
れ

て

い

る

人

間
の

宗
教

性、

そ
の

気
質
で

あ
る

。

そ
し
て
、

そ
の

根
本
を
支
え
る

の

が

「

宇
宙
的

な
楽
観
論
」

で

あ
る

。

そ
の

中
身
は
人
間
に

対
し
て

多
様
な
原
因
か

ら
訪

れ
る
様
々

な
苦
痛
な
ど

を

認
め
、

自
分
が
信
じ
て
い

る

宗
教
の

教
え
1
救

い

ー
に
し
た
が
う
と
、

そ
れ
ら
の

苦

痛
は
乗

り
越
え
ら
れ

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

今
回
の

発
表
で

は
、

「

死

後
世
界
」

が

あ
る
こ

と

を

信
じ
な
が
ら

行
う

信
仰
生
活
の

意
義
や
宗
教
的
な

観
点
か
ら
「

死

後
世
界
」

が
持
つ

意
義
に

関
し
て

あ
る
程
度
検
討
す
る
こ

と

は
で

き
た

。

内
観
と
悲
哀

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

寺
尾

　
寿
芳

　

カ
ト
リ
ッ

ク

内
観
瞑
想
と
は、

浄
土

真
宗
秘
事
法
門
の

「

身
調
べ

」

を

基

礎
に
「

し
て

い

た

だ

い

た
こ

と
、

し

て

返
し

た
こ

と
、

迷

惑
を
か

け
た

こ

と
」

の

三
点
か
ら
自
己
の

罪
悪

深
重
さ
を

自
覚
す
る

心
理

療
法
と
し
て

吉
本
伊
信
が
開
発
し
た
内
観
法
を

藤
原
直
達
が

カ

ト

リ

ッ

ク
の

瞑
想
に

適

用
し
た
も
の

で

あ
る

。

方
法
論
的
に

は

吉
本
内
観
法
を

踏
襲

す
る

が
、

カ

ト
リ
ッ

ク

の

霊
性
か
ら
ミ

サ
を

頂
点
に

位
置
づ

け
る

独

自
性
を
も
っ

て

い

る
。

そ
の

内
観
対
象
と

し
て

死

者
が

重
要
な

位
置
を

占
め

、

そ
こ

に

「

復

活
」

の

人

間

学
的
理

解
を

手
が

か
り
と

し
た

生

者
に
よ
る

「

悲

哀
の

仕

事
」

を
見
て

取
る

こ

と

が
で

き
る
。

　

新
約
学
者
の

佐
藤
研
は

フ

ロ

イ

ト
の

喪
の

仕
事
を
契
機
に

復
活
を
非
合

理
的
ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

体
験
と

し
て

理
解
し
、

そ
の

な
か
で

「

悲
哀
の

仕
事
」

を
特
徴
づ

け
て
い

る
が、

筆
者
は

そ
れ

を
さ
ら

に

簡
潔
化
し
て、

死

者
の

実
在
感、

怒
り
の

感
情、

死
者
と

の

運
命
の

共
同

化、

再

会
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

の

四
点
に

ま
と

め
て

み
た

う
え
で
、

こ

の

視
点
か
ら
藤

原
内

観
瞑
想
を

読
み
解
い

て

い

き
た
い

。

そ
の

際、

藤
原
に
よ

る

素
朴
で

直
截
的
な

初
期

の

著
作
（
『

東
西
の

は
ざ
ま
で
』

お
よ

び

『

心
の

内

な
る

旅
』

）

を

考
察
対

象
と

す
る

。

　

第
一

の

「

死
者
の

実
在

感
」

に
つ

い

て

は
、

藤

原
の

死

後
生

観
は
一

種

の

生

前
煉
獄
説
で

あ

り、

そ
の

死
の

リ
ア

リ
テ

ィ

は

強
く

、

内

観
瞑
想
の

現

場
は

「

死

境
か

ら

眺
め
」

と

し
て

描

写
さ
れ

る
。

「

去
っ

た

人
が
あ
た

か
も

屏
風
か
ら

搭
乗
し

て

く
る

か
の

よ

う
な

経
験
」

と
と

も
に

、

生

者
が

い

わ
ば
生
き
な
が
ら

死
者
と

な
り、

そ
の

境

位
で

関
係
の

連
続
性
が

確
保

さ
れ

る
。

＝

人
の

内

観
者
の

後
ろ

に

は

何
十
・

何
百
・

何
万
も
の

ひ

と

が
連
な
っ

て

い

る
」

の

で

あ
り

、

し
か
も
内

観
に

発
す
る

強
烈
な
罪
悪
感

や

負
い

目
の

自
覚
に

よ
っ

て

「

心
乱
さ
れ
る

」

な
か
で

、

「

他
者
に

よ

っ

て

私
の

隠
れ

た

闇
を

照
ら

し
出
し

て

頂
い

て

い

る
」

と
い

う
内
面
の

相
互

照
明
も
主

張
さ

れ

る
。

こ

う
し

た

共
同

的
な

「

陰
府
下
り

」

へ

と

導
く
機

能
を

藤
原
は

シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ

ム

や

佯
狂

者
な
ど
の

痴
聖
に

見
出
し、

そ
こ

か

ら

司
祭
を

世
界
離
脱
的
で

「

パ

ワ

ー

レ

ス
」

な

仲
介
者
と

す
る

。

擬
似

死
体
験
の

場
で

シ

ャ

ー

マ

ン

的
な

司
祭
に
見

守
ら
れ
な
が

ら、
「

死

者
」

同
士
の

「

聖
徒
の

交
わ

り
」

と

し

て
一

種
の

変
性
意
識
状
態
に

到
達
す
る

こ

と

が
目
指
さ
れ
て

い

る
。

　

第
二

に

「

怒
り
の

感
情
」

に
つ

い

て

は
、

内
観
瞑
想
が
生
死
を
越

境
し
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