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九

識
（
阿
摩
羅
識）

と

い

う
霊
の

世

界
を
解

読
す
る

方

法
を
用
い

て、

依

頼

者
に
回
答
を

与
え
る

宗
教
者
で

あ
る、

と

僧
侶
た

ち
は

説
明
す
る

。

　

右
の

六
人
が、

カ

ミ

サ
ン

に

代
わ
っ

て

役

割
を

担
当
し
て

い

る

宗
教
者

で

あ
る
が

、

問
題
は、

彼
ら
が
シ

ャ

ー

マ

ン

に

該
当
す
る

か
ど

う
か
で

あ

る
。

　

第
一

の

オ
ガ

ミ

ヤ

と

第
二

の

僧
侶
は

、

双

方
と

も
役

割
を

果
た

す

際

に、

神
霊
と

直
接
交
流
を

す
る

性
格
を

具
え
て

い

る

の

で
、

彼
ら
を
シ

ャ

ー

マ

ン

的
宗
教
者
と

位
置
づ

け
る

こ

と
が

可

能
で

あ
る

。

ふ

つ

う
僧
侶
は

「

通

常
意
識
に

お

い

て
、

人

間
・

社
会
を
代
表
し、

霊
的

存
在
に
対
し
て

一

方
的
に

働
き
か

け
る

宗
教
者
」

と

規
定
さ

れ

る

プ
リ
ー

ス

ト

と
し
て

位

置
づ

け
ら

れ

る
が
、

右
の

僧
侶
は

シ

ャ

ー

マ

ン

的
性
格
も
具
え
て

お

り
、

「

シ

ャ

ー

マ

ン

的
プ
リ

ー

ス

ト
」

と

呼
ば
れ
る

存
在
で

あ
る

。

と
こ

ろ

が
、

第
三
の

霊
断
師
は
、

役
割
の

上

か
ら
見
れ
ば
、

シ

ャ

ー

マ

ン

と

変
わ

り
は

な
い

が、

彼
ら
は

「

通
常
意
識
に

お
い

て
、

呪
力
・

霊
力
を

具
体
的
に

利

用
し
て

現
実
的
問
題
を
解
決
し
よ

う
と

す
る

宗
教

者
」

で

あ
る

マ

ジ
シ

ャ

ン

の

性
格
を

有
し
て

は

い

る
が、

シ

ャ

ー

マ

ン

的

性
格
は
見
ら
れ

な
い

。

と

す
る
な
ら
ば、

第
］

と

第
二

の

宗
教
者
が

シ

ャ

ー
マ

ニ

ズ
ム

の

中
心
と

い

う
こ

と
に

な
る

。

だ
が、

現
実
の

姿
は

、

霊
断

師
が
複
合
化
し
た

形
で

展
開
し
て

い

る

点
に

注
目
し
て

お
き
た
い

。

　

プ
リ

ー

ス

ト
、

シ

ャ

ー

マ

ン
、

マ

ジ
シ

ャ

ン

の

三
者
は

、

儀
礼
的
役

割

を

果
た

す
際
に

見
せ

て

い

る

霊
的
存
在
と
の

関
わ

り
方
を
基

準
と

し
て

類

別
さ
れ

た

理

念
型
で

あ

り、

現

実
型
は、

言

う
ま

で

も

な
く

そ
の

性
格

が
、

多
か

れ

少
な
か

れ
、

混
じ

り
合
っ

て

現
れ

て

い

る
。

右
の

シ

ャ

ー

マ

ン

で

あ
る

と

共
に

霊
断
師
で

も

あ
る

宗
教
者
の

本
務
が、

プ
リ

ー

ス

ト
と

し
て

の

僧
侶
で

あ
る

、

と
い

う
の

は

そ
の

例
で

あ
る

。

最
近
の

研

究
成

果

に

は
、

マ

ジ
シ

ャ

ン

の

概
念
に

シ

ャ

〜
マ

ン

を

含
め

て

い

る

見
解
が

見
ら

れ

る

が
、

理
念
的
に

は

両

者
を
区

別
し
た

方
が

生

産
的
で

あ
る

と
、

筆
者

は

考
え
て

い

る
。

幽
霊
能
に

お

け

る

告
白

そ
の

類
型
と

機
能

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
今
泉

　
隆
裕

　
そ
も
そ
も
幽
霊

能
は

、

諸
国
一

見
の

僧
（
ワ

キ
）

の

前
に、

幽
霊
（
シ

テ）

が
姿
を

見
せ

、

土

地
の

伝
説

、

あ
る
い

は

生

前
の

身
の

上

を
語
り、

僧
と

の

問
答
も
あ
る

が
、

大
半
は

幽
霊
の

告
白
で
、

幽
霊
は

死
後、

地
獄

に
堕
ち
苦
し
ん

で

い

る

こ

と
を

語
り、

そ
の

罪
障
を
懺
悔
す
る

。

そ
こ

で

僧
は

引
導
を

渡
し
て
、

幽
霊
を
そ

の

苦
患
か
ら
解
放
す
る
、

と

い

う
筋
立

で

あ
る

。

そ

の

配

役
は

、

シ

テ

を

幽
霊
（
死

者
）

、

ワ

キ

を
僧
と

す
る
も

の

が
ほ
と

ん

ど
で
、

そ
の

意
味
に

お
い

て、

か
な
り
類
型
化
さ
れ
て

い

る

と
い

え
る

。

こ

う
し

た

能
は
一

般
的
に

は
「

夢
幻
能
」

と

い

う
が

、

そ
の

構
成
の

共
通
性
か
ら

脇
能
（

神
能
）

を

含
む
こ

と

が
あ
り

、

神
を
シ

テ

と

す
る

も
の

と
、

幽
霊
を
シ

テ

と

す
る

も
の

を
区
別
し
た
い

と

考
え
る

。

そ

こ

で
一

般
的
で

は

な
い

が
、

夢
幻
能

で

幽
霊
を
主

人
公
と

す
る

作
品
に

「

幽
霊

能
」

の

語
を
用
い

て

い

る
。

今
回
の

発

表
で

は

幽
霊
能
に

お
け
る

告
白
の

機
能
に
つ

い

て

若
干
の

考
察
と

展
望
を
述
べ

た
。

こ

の

こ

と
は

能

に

お

け
る

幽
霊
が
怖
く
な
い

原

因
を

説
明
す
る

こ

と
に

も
な
ろ

う
。

　

幽
霊

能
に

お
け
る

告
白
は

す
べ

て

懺
悔
型

式
で

あ
る

。

巷

間
で

は

崇
る

と

考
え
ら

れ
る

非
業
の

死
者
を
シ

テ

と

し

て

登
場
さ

せ
た
と
し

て

も
、

幽

霊
能
で

は
「

恨
み
」

「

怨

念
」

と
い

う
対
象
を
も
つ

感
情

表
現
は

あ
え
て

さ
け、

死
者
を
仏
教
的
世

界
観
の

中
に
対
置
し、

生

前
の

お
こ

な
い

を

否

定
的
に

解
釈

（

評
価）

さ
せ
る

。

そ
の

た

め

「

悔
い

る
」

「

惜
し
む
」

「

執
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着
」

「

執
心
」

「

妄
執
」

「

無
念
」

と
い

っ

た

自
己
完
結
し
た

感
情
表
現
（
内

省
的
）

を
用
い

る

こ

と

で

懺

悔
告
白
を
促
し、

そ
う
す
る
こ

と
で

幽
霊
自

身
の

問
題
に
す
べ

て

を

転
嫁
す
る

こ

と
に

な
る

。

こ

う
し
た

告
白
の

パ

タ

ー

ン

は

結
果
的
に
幽
霊
を
畏
怖
の

対
象
で

は

な
く、

い

わ

ば

救
済
の

対
象

へ

と

変
容
さ
せ
る
こ

と
と

な
っ

た
。

で

は
、

こ

う
し

た

告
白
の

パ

タ

ー

ン

は
ど
の

よ

う
な
機
能
（
役
割
）

を
担

う
だ
ろ

う
か

。

　

ブ
ラ

イ
ヤ

ン

・

タ

ー

ナ
ー

に

よ

れ
ば

、

キ

リ

ス

ト

教
に

お

け
る

告
解
は

も
と
も
と

信
徒
の

仲
間
う
ち
で

お

こ

な
わ
れ
て

い

た
。

そ
れ
が

や

が

て、

一

般
化
さ
れ

、

告
白
は

「

自
ら
の

罪
を

、

そ
れ
に

対

す
る

赦

免
の

権
限
を

持
つ

聖
職
者
に

訴
え
る

こ

と
」

で

内
面
を
吐
露
し
て

浄

化
作

用
（
カ

タ
ル

シ

ス
）

を
も
た

ら

す、

治

療
儀
礼
と

し
て

の

要
素
を
も
っ

て

い

た
が、

告

白
が
強

制
さ
れ
て

い

く
過
程
で

（
制
度
化
さ
れ

て

い

く

過
程
で
）

、

人
々

は

赦
免
さ
れ
る

こ

と

よ
り
も、

罪
に

対
し
て

大
き
な
不
安
を
抱
く
よ

う
に

な

り
、

懴
悔
の

制
度
化
に

よ

っ

て

罪
に

対
す
る

潜
在
的
な
不
安
が
増
大
し

た
と
い

う
。

こ

れ
を
ヒ

ン

ト
に

み

て

み

る

な
ら

幽
霊
能
は
、

他
人
の

懺
晦

の

様
子
を

舞
台
に
仕
組
み
、

幽
霊

自

身
が

懺
悔
し
、

告
白
す
る

こ

と
、

そ

の

劇
を

繰
り
返

し
観
衆
に

現
前
化
す
る
こ

と
は

、

タ

ー

ナ
ー

の

言
葉
を

使

え
ば

「

罪
の

意

識
を

顕
在
化
」

す
る

こ

と
に

つ

な
が
る

で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り
観
衆
は

仏
教

的
世

界
観
を
内
面
化
さ
せ
て

い

き、

仏

教
的
な
モ

ラ

リ

テ

ィ

ー

に
も
と

つ

い

て

自
ら
の

行
動
を
監
視
す
る

よ

う
に

な
る

の

で

は
な
い

か

と

察
せ

ら
れ
る

。

能
の

大
成
期、

と

く
に

修
羅

能
は

、

武
将
た
ち
を
は

じ

め

殺
生

を
生
業
と

す
る
人
々

に

罪
の

自
覚
を
促
し、

そ
の

赦
し
の

物
語

を
劇

化
し

た

も
の

と

し
て

受
容
さ
れ
た

の

で

は
な
か

ろ

う
か

。

　
勧
進
に

進
出
し
た

頃、

田
楽
能
は
、

亡

霊
供
養
を

仕
組
み、

陰
惨
な
描

写
で

地

獄
の

苦
患
を

強
調
す
る

内
容
を

前
面
に
出
し

た
。

や
が
て

時
代
が

下
り
世
阿
弥
に

よ
っ

て

夢
幻
能
が
洗
練
し
た

か
た

ち
で

完
成
し

た
。

こ

の

と

き
に

は

血

な

ま
ぐ
さ
さ
は

消
え、

貴
人
本
位
と

な
り
形
の

上
で

花
鳥
風

月
に

こ

と
よ
せ

た

幽
霊
の

懺
悔
を

仕
組
む
こ

と
に

な
る
が

、

（
そ
れ

を
意

図
し

た
か

は

別
に
し

て
）

結
果
的
に

死

者
に

対
す
る

畏
怖
の

念
、

他
界
に

対

す
る

恐
怖
も

減
じ

た

の

で

は

な
い

か
と

考
え
ら

れ

る
。

　

さ

ら
に

懺
悔
告
白
形
式
の

採
用
は

、

平
板

な
事
件
の

叙
事
的

記
述
を、

本
人
を

幽
霊
と
し
て

登

場
さ

せ
る

こ

と
で

抒
情
的
な

表
現
に

変

換
さ
せ
、

他

者
（
の

内
面）

に

対
す
る

想

像
力
を

促
す
こ

と
に

つ

な
が
っ

た
。

そ
れ

は
亡
霊

供
養
の

唱
導
劇
の

構
成
が

促
し
た
想

像
力
だ
と
い

え
る

。

そ
の
一

端
を
垣

間
見
た

。

祖
霊
を

「

作
る
」

儀
礼

　
　
シ

ョ

ナ

族
の

祖
霊
信
仰
と

憑
依

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

松
平

　
勇
二

　

は

じ

め

に

　
「

祖
霊

を
『

作
る
』

儀
礼
」

（

癒
辞
帖

ミ

さ
舒
§
ミ）

は、

ジ
ン

バ

ブ
エ

共
和
国
の

シ

ョ

ナ
族
の

儀
礼
で

あ
る

。

こ

の

儀
礼
は

、

あ
る

人
物
に

憑
依
し

よ

う
と

し
て

い

る

霊
を

特
定
し
、

霊

媒
師
を

誕
生
さ

せ
る

儀
礼
で

あ
る

。

　

シ
ョ

ナ

族
は
ジ

ン

バ

ブ
エ

の

全
人
口

の

約
八

割
（
約
一

〇
〇
〇

万

人
）

を
占
め
る

農
耕

民
で

あ
る

。

彼
ら
は
伝

統
的
に

祖
霊
や

精
霊
を

信
仰
の

対

象
と

し
て

き
た

。

祖
霊
が
憑

依
す
る

霊

媒
師
は、

肉

体
を
も
っ

た
祖

霊
、

つ

ま

り

祖
先

そ
の

も
の

と
し

て

扱
わ

れ
る

。

位
の

高
い

霊
は
、

シ

ョ

ナ

族
の

各
ク

ラ

ン

の

宗
教
的
か

つ

政
治
的
リ

ー

ダ
ー

で

あ
る

。

O
袋

譱

§
織

謁

ミ
ミ

（

U
四

≦
α

い
節

Pd

巳
く

霞
ω

律
《

ohO

巴

ぽ
諺
冨
勺
同
Φ
ω

ω

レ
Φ
Q ◎

 
〉

は、

一

九

七
〇
年
代
に

起
き
た
ジ

ン

バ

ブ
エ

解
放

闘
争
と

霊
媒
師
の

関
係
を
明
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