
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗教研究』 86巻 4輯 （2013年）第 3部会

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
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寿
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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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て

死
者
と
し
て

交
わ

り
あ
う
と
い

う

非
［

［

常
の

極
み

を

志
向
す
る

以
L
、

そ
こ

で

は
原

則
か

ら
逸
脱
す
る

感
情
の

非
合
理

的
表
出

も
あ
り
え
よ

う。

そ
こ

に
は
回
心
の

み

な
ら

ず
、

人

間

学
的
に

は

世
界
破
壊
的
な

悪

魔
的
事

態
も
あ

り
え
る

。

そ
こ

で

藤
原
内
観

瞑
想
は

呼
吸

法
に

よ

る

存
在
論
的
祈

り
を
同

行
司

祭
の

指
導
の

も
と

実
践
し
て

い

る
。

そ
れ
は

「

死
境」

つ

ま

り
呼
吸
な
ど

の

生

命
維
持
を
つ

か

さ
ど
る

脳
幹
で

の

出

来
事
と
さ

れ

る
。

し
か
し
日

常

的
意

識
へ

の

復
帰
に

際
し
て

苦
悩
は

た
え

ず
復
帰
し

て

こ

よ

う
。

そ
こ

で

要
請
さ
れ
る

の

は
悲
哀
に

配

慮
し
た、

怒

り
に

関
す
る

い

っ

そ
う
繊
細
な
識

別
で

あ
ろ

う
。

た
と

え
ば
、

良
い

怒
り
で

あ
る

「

オ

ル

ゲ

ー
」

と

悪
い

怒
り
で

あ
る

「

ス

ー

モ

ス
」

と

の

区

別
な
ど
が

示
唆

深
い

視

点
を
提
供
し
よ

う
。

　

第
＝ ．
に

「

死
者
と

の

運

命
の

共
同
化
」

で

あ
る

が、

最
も

特
徴
的
な

点

は

覚
鑁
の

「

密

厳
院
発
露
懺
悔
文
」

を
う
け
た
「

代
理
内
観
」

の

可
能

性

で

あ
る

。

死

者
に

代
わ
っ

て

生
者
が
内
観
を

行
う
の

で

あ
る

。

そ
の

実

践

は

聖
金
曜
日
の

典

礼
を

範
型
と
す
る
が、

典
礼
へ

の

依
拠
は
人
間

学
的
に

い

っ

て

典
礼
が
形

式
主

義
へ

と
容
易
に

頽
落
し
や

す
い

こ

と

か
ら
、

持

続

性
に
不
安
が

伴
う

。

　

第
四

に
「

再
会
の

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン
」

に
つ

い

て

は
、

藤
原
が
「

若
い

時
に

内
観
す
る

事
は
結

構
な
こ

と
で

す
が
、

老
境
に
い

た

っ

て

生
涯
を

内
観
し

死
の

準
備
を

す
る

こ

と

は
、

老
境
時
の

大
き

な
仕
事
と
い

え
る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う
か
」

と

語
っ

て

い

る
こ

と

が

示

唆
深
い

。

老
人
の

祈

り
は

「

か
つ

て

老
人
だ
っ

た
人
」

つ

ま
り
死

者
と
の

対
話
と
い

え
る

が
、

そ

れ

は

ま
さ

し
く
再
会
の

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

を

棊
礎
付
け
る
。

　
「

三
・
一
一
」

以

降、

わ
れ

わ

れ

は

い

わ
ば
悲

哀
の

仕

事
と

し
て

死

者

へ

の

眼
差
し

を
ず
い

ぶ

ん

と
深
め

て

き
た

。

最
も

伝
統
的
な

教
団
の

司
祭

で

あ
り、

最
も
伝
統
的
な

宗
教
的
霊
性
を
活
用
し
つ

つ
、

き
わ
め

て

脱
正

統
的
な

実
践
形
態
を

作
り
上

げ
た

藤
原
内
観
瞑
想
は
今
後
ま
す
ま

す
注
目

に

値
し

よ

う。

Oo

愚
自
国

冒
8
旨
口

営
国

に

関
す
る

思
想

史
的
考

察

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
ジ
ョ

ン
・

モ

リ
ス

　

本
発
表
で

は、

中
世、

特
に
中
世
後
期
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る

偽
o
下

智
ミ

ミ
ら

ミ
丶

ミ｝
ミ

の

思
想

史
と

文

化
的
文
脈
を

紹
介
す
る

。

聖
人

遺
骨

分
配
の

最
盛

期
で

あ
っ

た
そ
の

時
代
に

お

い

て
、

そ
の

腐
敗
し

な
い

「

全

身
遺
骨
」

で

あ
る

8
愚
ミ
黛

§
ら

ミ
丶

§
ミ

は
、

ど

の

よ

う
な

意

義
と
魅

力
を
持
っ

て

い

た

の

だ

ろ

う
か

。

自

ミ
ミ

ミ
謡

ミ
ミ

婁
（
精

神）

と

ミ
逵

（
肉

、

つ

ま

り、

体
や

亡

骸
IS

鳶
§
・

8
鳶
婁

S
愚
ミ
蹄

1
と

異
な

る）

と

神
聖

性、

純
粋
性、

死

後
の

存
在
や

復
活
に

関

す
る

諸
問
題
を
め

ぐ
っ

て、

中
世
後
期
の

思
想
家
の

問
で

多
く
の

論
争
が
わ

き
上
が
っ

た
。

そ
れ

は

中
世
後
期

に

お

け
る

ら
o

鳶
ミ
匙

ミ
S
ミ
§
ミ

と

な
っ

た
聖

人
の

崇
拝
を
め

ぐ
る

思
想
的
背
景
の
一

部
と
し
て

認
識
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

発

表
者
の

こ

の

テ

ー

マ

に
関
す
る

こ

れ
ま
で

の

研
究
で

は
、

中
世
に

お
い

て
、

＆
愚
Q

ミ
ミ
昏

ミ
丶

§
ミ

が

可

能
と

し
た

聖

人
に

内

在
す
る

天

国、

あ
る

い

は
、

こ

の

世
の

官
能
を
め
ぐ
る
見
解
を
展
開
し
た

。

　

本
発
表
で

は
、

中
世
中
期
・

後
期
に

お
い

て、

肉
が
完
全
に

腐
敗
し
遺

体
が
骸
骨
に

な

る

ま
で

の

時
期
が
、

危
険
で

あ
り
不
安
定
で

あ
っ

た

こ

と

を

論
じ

る
。

そ

の

死

後
の

時
期

、

生

き
て

い

る

人
々

が
死

者
の

罪

深
い

肉
・

精

神
に

よ

り
害
を

受
け
る

恐
れ

が
あ
っ

た
。

逆

に、

聖

人
の
ら

ミー

曾
ミ

§

8
ミ
§
ミ

は
、

最
も

聖
な
る

肉
を

有
し
て

い

た
と

言
え
る

。

し

か

し
、

そ
の

肉
と

そ
の

聖
人
の

鐔
且
o

や

合
理
的
「

個
人

性
」

の

関
係
が
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