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紀 　 要 　1

祖 先崇拝 とキ リス ト教

（文責在記者）

森 　岡 　清 　美

　 こ の 度
厂
日本 及 びア ジ ァ に お ける 祖先崇拝 と死 者儀 礼 」 とい う全体 の テ ーマ

で 研 究 を お進 め に な る 第 1 回 と して 私 に 話 し に 来 い とい う こ とで ， そ こ に 書 い

て あ りますの は ， 佐藤 先生 か ら頂戴 しま した タ イ トル で ご ざい ま すの で
， そ う

い うこ とで お 話 し を させ て い た だ きた い と思 い ます 。

　明 治 7 年 の 11月 ，
10年の ア メ リ カ で の 勉 強 を終 え ま して 帰 国 し ま した 新 島襄 ，

ご 承 知 の とお り元 安 中藩上で ご ざい ます が ， 東京か らす ぐ人 力車で 安 中 へ 帰 り

ま して
， そ して 両 親 に 会 うの で す が ， そ の 際 に 旧安 中 藩士 そ の 他 有志 の 人 々 を

対 象 に 講 演 を致 し ま して
， キ リ ス ト教 の 伝 道 をす る わ けで ご ざい ます が

，
た く

さ ん の 聴衆 の 中 か ら湯 浅 二 郎 ， 隣 の ICU の 初 代 の 学長 の 湯 浅 八 郎 先 生 の お と

うさ まで ご ざい ますが ， 湯 浅 二 郎 ほ か 30数 名の 人が残 りま して
， 聖書 研 究 の 社

中 を作 っ て 勉強 を始め る わ けで すが
，

そ の 中 に は 当然 ， 旧 安 中藩士 も居 りま し

た わ けで ， その うちの
一

人 ， 旧安 中藩の 藩医で あ ります ＊ ＊ ＊ シ ョ ウ ア ン とい

う人 に新 島襄 が 信 仰 入 門 を ，
い くつ か 重 要 なポ イ ン トを箇条 書 きに して 書 い て

，

そ して 同志社 を創 立 す るべ く京都 に 向か っ て 安 中 を去 る わ け で あ ります が ， そ

の 冒 頭 に で す ね ， 第
一

に天 地 問 に 一 つ の 真 神 の ほ か 他 に神 仏 な きこ と を信 じ，

一
心

一
意 ， こ れ を 敬 し こ れ を拝 しこ れ に 祈 る べ し と い う大 原 則 を示 し ま して ，

そ の 次 に ， 先 祖 を敬 しそ の 名 を 保 有 す る は 子孫 の 努 むべ き と こ ろ な れ ど も， こ

れ を拝 しこ れ を祭 る は 誤 り とす 。 礼 拝 し た り祭 っ て は イ カ ン と， そ れ は 誤 りで

あ る とい うこ と を示 し ま し た 。
で ， 初代信徒 は こ の 新 島襄の 教 え を忠実に 守 り

ま して ， あ る い は 神 棚 とか 屋 敷 神 を撤去 す る ， また 仏 壇 を人 に よ っ て は 焼 却す
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る 。 そ こ まで 行 き ませ ん で も取 り払 い ま して 蔵 な ど に し ま うと い う，
そ うい う

事 を しま した わ け で あ り ます 。

　そ の 他 ， 例 が 幾つ か ご ざい ますけれ ど も
，

日本 の プ ロ テ ス タ ン ト教 会 の 初 代

の 信 者 の 中 に は
， 仏 壇 を取 り払 う ， 位 牌 を例 え ば 利 根川 に 洗 わ れ て お りま す 群

馬 県の
一

番南 の 佐 波郡 島村 （？） と い う， 現 在 は名称が 変わ っ て い る と思 い ま

すけ れ ど も， そ こ に ご ざい ます 旧 メ ソ ジ ス ト系 の 島村教 会 ，
そ こ の 初 代信 徒 は

で す ね ， 利根 川 に 先祖 の 位 牌 を流 して 捨 て る とい うこ と もや っ た わ けで ご ざい

ます 。 そ うい うふ うな や り方 を最初 は し ま した わ けで あ り ます が ， しか し段 々

とそ うい うこ とで はな くて ， 保存す る 。 保存 をす る うちに段 々 また それ を使 う，

とい うふ うな こ と に な っ て まい りま して ， しか しな が ら教会は あ ま りは っ き り

そ れ に 対 して ど う した らい い か とい うこ との 指 導 を しな い 長 い 年月 が あ っ た か

と思 うわ けで あ ります 。 で
， 日本人 の 信 仰 の 中で

， 先祖 を ど う扱 うか とい うこ

と は 極 め て 重 要 な問題 で あ ります の で ， そ の 問題 の あ りよ うと言 い ます か 実 態

をよ く見 すえ て
，

そ して 教会 と して ど うす る か とい う態度 を検 討 して み る と い

うこ とは
， 極 め て 重 要 な課 題 か と思 うわ けで ご ざい ます 。

　 比較 的 その 点 は カ トリ ッ ク が 先行 して い る よ うに思 い ます け れ ど
， 今 日提 出

され ま した課 題 と い うの は
，

そ の 問題 に真正 面 か ら取 り組 む の で あ る とい うふ

うに
， 私 ， 拝 見 い た し ま し て ， そ の 第 1 回 に お 呼 び い た だ き ま した こ と を大 変

光栄 に存 じて お ります 。

　 さ て
， そ こ に レ ジ ュ メ み た い に書 きま した の は ， 黒板 を使 う替 わ りに 書 きま

した だ け で あ ま り要領 を得 て お りませ ん けれ ど ， そ れ に 沿 い なが らお 話 しを さ

せ て い た だ きた い と思 い ます 。

　 まず， 祖先 崇拝 とい うこ の 言 葉で い い ん だ ろ うか
， そ の 他 に もあ る けれ ど も

そ の 他 の 言葉 と ど うい う関係 に な る ん だ ろ うか， とい うこ と を少 し整理 して お

きた い と思 うわ けで あ ります 。 皆 さ ん ， 祖先 崇拝 と申 し ます と宗 教 学事 典 に 出

て お ります の で ， そ れ をお 引 きに な る と い い と思 い ます が ， こ の 相 先 崇 拝 と い

う項 目 を担 当 し ま した の が
， 竹 田 聴州 とい う亡 くな りま した で す が

，

「祖 先 崇拝 」

とい う大 変い い 書 物 を昭和 32年 に お 出 しに な っ て お る 著者で ご ざい ますが ， 竹
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紀 　
一
要 1

田 聴 州 さん は ， 日本で は 祖 先 崇 拝 とい う語 は ancestor 　worship の 訳語 と して 明

治 以 後定 着 した とい うふ うに 述 べ て お ります 。 で す か ら ， 祖 先崇拝 とい うの は

元 々 日本 人 が 使 っ て い た言 葉で は な くて
， ancestor 　wQrship と い う言 葉 を翻訳

すべ く採 用 した 言 葉 で あ る とい うふ うに 申 し て お ります け れ ど
，

い つ だ れ が ど

うい うふ うに採用 した か と い うこ と は 明 らか で ご ざい ませ ん
。 当然 明治前 期 ，

初期 で あ る と思 い ます が ， そ の こ ろ ヨ
ー ロ ッ パ か ら紹 介 され ま して 凵 本 の 思 想

界 に 大変大 きな影 響 を与 えた 著作 の
一

つ と致 しま して ， イ ギ リ ス の 社 会学 者の

ハ
ー バ ー

ド ・ス ペ ン サ
ー

。 こ れ は 「
天 賦 人権論」 とか で す ね ， い ろ ん な 当時 の

政 治運 動 の 議 論 の 論拠 と して も盛 ん に読 まれ た
， 愛読 され た もの で あ りますが ，

Principles　of 　the　Sociologyと い う本 が あ る ん で すが ，
こ の 中で ス ペ ン サ

ー は こ

うい うふ う に言 っ て い る わ けで あ ります 。

「
ancestor 　worship と い うの は あ ら

ゆ る宗教 の ル
ー

ツ で あ る 」 とい うふ うに 言 っ て い る ん で す 。
こ れ は 宗 教 の ル ー

ツ に つ い て の い ろ ん な 学説 の
一

つ で あ り ま し て ， 彼 は そ うい う学 説 を打 ち だ し

た ， とい う程度 に お 聞 き頂 けれ ば い い の で ご ざい ますが ， 従い まして ス ペ ン サ
ー

の 本 が 読 まれ た と す れ ば
，

ス ペ ン サ
ー

の 本 の 翻訳 の 中 に ancestor 　worship の 訳

語 が ち ゃ ん と 出て お る だ ろ う と
， そ れ が 祖 先 崇拝 か な と思 っ て 調 べ て み ます と

，

明治 15年 に 1社 会 学 の 原理 」 と い う大変忠実 な 訳が 乘竹 とい う方 に よ っ て な さ

れ て お ります が
，

そ こ で は 祖先 尊信 とい うふ うに ご ざい ま して ， 祖 先 崇拝 とい

う言 葉 は使 わ れ て い な い の で あ りま す 。

　 で す か ら ま だ よ く分 か ら な い ん で す が ， そ こ で 一 つ 申 し上 げて お きた い と思

い ます の は
， 祖 先 とい う言 葉 の ほ か に 我 々 は 先祖 とい う言 菓 を使 うわ りで あ り

ます 。
ひ っ くり返 した だ けで す ね 。 同 じ漢字 を 2 字で あ りますが

， 先祖 と い う

か ， 祖 先 とい うか ， あ る わ けで す 。 今 まで 祖 先 と 申 して まい りま した が ， 先 祖

とい うの か 。 で
，

こ の 二 つ の こ と を並 べ て み ます と
， 先祖 の 方が 日本 の 国史 ・

歴 史 と民族 の 中に 定着 して い る 言葉 で は な い か と思 うん で す ． 例 えば ， 日 本書

紀 とい う 目本 の 古代 に 成 立 した 正 史 を見 ます とい う とそ こ に は 先 祖 とい う詒が

使 わ れ て お ります 。 た だ
「
せ ん ぞ 」 とは 読 まな い ん で す 。

「
とお つ お や 」 遠 祖

とい い ます ね 。 あ る い は 「
さ きつ 親 」， あ る い は 先祖 と書 い て 単 に

「
お や 」 と
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い うふ うな読 み 方 で ご さ い ます け ど
， 日本 書紀 の 段 階で 既 に こ れ を使 っ て お り

ま して
， そ こ に

「
祖先」 とい うの は な い ん で す。 先祖 は あ る け ど祖先 は無い ん

で す 。 そ れ か ら民 間の い ろ ん な記録 ， 例 え ば近 世 大 名家 の 家訓 ・家 宝 とか， あ

る い は商家 の 家 訓 ・家宝 とか
， それ を見 ます とい うと どれ もで すね ， 先祖 を大

事 に しな きゃ い け ない と い うこ と を説 い て い ます が
，

み なそ こ は
「
先祖 」 な ん

で す ね 。

「祖 先 J と い うこ と は言 っ て な い で す 。

「先祖 」 な ん で す 。 そ れ か ら
，

学問 もそ う無い 普通 の 田舎 の 田夫野 人 と申 しますか ， そ うい う普通 の 人が 使 う

言葉 の 中で は ど うか とい い ます と ，

「先祖 J とい うの は や た らあ る ん で すね 。

「先

祖」 と い う言 葉 を語幹 とす る語 は 幾つ もあ る ん で す 。 例 えば 「
先祖 頭」 とか ，

「先祖 講 」 先祖 を祭 る た め の 講 なん で し ょ うね 。 あ る い は
「
先祖正 月 」 とか ，

「
先 祖棚 」，

「
先祖 畑 」先祖 を祭 る ため の 費用 を安 定的 に確保 す る ため の 畑 で し ょ

うか ね 。

「
先祖 祭 り」 とか

， ある い は
厂
先祖 に な る 」

… …
。 民間の そ うい う言

葉 に は 「
祖先 」 とい うの は 出て こ な い ん で す 。 今申しま したの は柳 田 国 男編 ・

監 修 の 「総 合 日本 民族 語 彙」 と い う数 巻 か ら な る 辞典 が ご ざい ます が
， そ れ を

引 きます と出て 参 ります。

「
先祖」 とい うの は た くさん で て まい りますが ，

「
祖

先 」 とい うの は 出 て こ な い
。 で す か ら

「
祖 先 」 の 方 は

，
こ れ は ち ょ っ と違 うら

しい
。

「先祖」 こ そ 日本 の 歴 史 ， 民 族 に根 ざす語 で あ る 。

「
祖先」 と言 うの は ど

うか と い うと， こ れ は ど う も近 世 の 儒 者 が 好 ん で こ ち ら を用 い た よ うで す ね 。

漢語 と して は 両方 あ る よ うで あ ります 。

　近世の 儒 者 は好 ん で 厂
先祖」 と言わ ない で 「祖先 」 と言 っ て い た よ うで あ り

ま して
， 学 問 の な い もの が 普 段 日常会 話 で 使 う よ うな謂 わ ば卑 賤 な 言 葉 じ ゃ な

くて ， 外国 の もの を翻 訳 した り，
きちん と した格調 高 い もの をや る と きに は ，

「祖 先 」 と
，

こ うい う こ とに 明治以 降 な っ た ん じ ゃ な い か とい う感 じが します 。

明治以 降の 文献 の 一
つ に 「

天 皇 の 詔勅」 とい うの が あ る ん で す 。 そ れ は み ん な

「
祖先 」 な ん で す 。

「
先祖 」 とい うの は な い ん で す よ 。

「祖先」 とい う言葉 しか

使 っ て い ない
。 で すか ら私 は

， そ うい うふ うに
厂祖 先 」 と 「先 祖」 は 使 わ れ 方

が違 っ て きた ん だ と思 うわ けで あ ります が ， た だ ，

「
祖先」 の 方が格調 高い 言

葉 と して 学 問 の あ る 人 ， ち ょ っ と学の あ る 人 は で す ね ，

「
祖 先 」 を使 うぐらい
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紀 　 要 1

の こ とで は なか っ た か と思 うん で す が 。

　 そ れ が 明 治末期 か ら大 正 以 降で す ね
， 国民 教育の 中 で 「祖 先 を尊べ

」 とか ね
，

祖先 に つ い て の い ろ ん な教材が 明治44年以 降出て 参 る わ けで あ ります 。 そ れ を

通 し ま して
， 国定教 科 書 を通 し て 義務 教 育 の 段階で 「祖 先」 とい う言 葉 を小 学

校 で 使 うん で すね 。 そ こ で 一 般化 した ん で は ない か と ， 私 は 思 っ て お ります 。

そ ん な こ と で ， 例 え ば 広 辞 苑 を引 い て み ま して も先祖 と祖 先 の 区別 が は っ き り

分 か らない で す ね 。 は っ き りつ けて る よ うな辞 典 もあ ります けれ ど も， ど うも

そ れ は あ ま り根拠あ りとは 思 え ない
。 わ た し は， で すか ら， 両方 は来歴 を異 に

す る語 で は な い か な と思 い ます 。 しか しな が ら
，

大 正
， 昭和 以 降 はで す ね

， 今

言い ま した よ うな経過の 中で 両 方が チ ャ ン ポ ン に 使 わ れ て い る とい うふ うに 見

ま して
，

「祖 先 」 も 「先 祖 」 も現 代 の 使 い 方 と して は 区別 を し ない で よ ろ しい と
，

好み に よ っ て お使 い に な っ た らい い だ ろ うとい うふ うに考 えて お ります 。

　 私 は ど っ ち か と言 い ます と，
「
先 祖 」 の 方 を使 い た い ん で ， 後 は 「先祖 」 を

使 い ます け どそん なふ うに 考 えて 見 て お る わ けで ご ざい ます 。 翻 訳 で 甲 し ます

と ， 明 治 4 年 に 有名 な ス マ イ ル ズ の Se］f − Help 中 村 正 直が 翻 訳 しま した 「
西

国立 志 編 」 とい う こ の 本 の 中 で は，
「
祖 先 」 と訳 した り

「先 祖 」 と訳 した り，

両 方使 っ て お り ます が ，
こ ん な と こ ろ が あ る い は ancestor に

厂
祖 先 」 を あて

た更始 か も知 れ ない とい うふ うに 思 っ て お ります 。
と もか く現 在 で は 同義 と考

えて い い の で は ない か と 。

　 さて で すね ，
こ の 次 は worship で あ ります けれ ど

，
こ れ を崇拝 とい うふ うに

訳 し ます と ， 当 然 ancestor 　w ・ rship とい うの は， 祖 先 崇拝 とい うこ と に な り ま

す し， そ して また
，

ancestor 　worship とい うの は ス ペ ン サ
ー

流 に い い ます と
，

宗 教 の ル
ー

ッ ， あ らゆ る宗 教 の ル ー
ツ と考 え ます な らば

，
こ の 訳 語 は妥 当 な も

の と言 え よ うか とお もい ます 。 しか し
，

日本 人 に と りま し て 祖 先 は 果 た して 崇

拝 の 対象な ん で し ょ うか 。 こ れ は や っ ぱ り大 きな 問題 だ と思 うん で す 。 崇拝 と

い う言葉 を使 い ま して も， 本 当 に崇 拝 の 対 象 なの か ど うか ， こ れ は少 し検詞 を

す る 必要が あろ うか と思 い ます 。 で す か ら先 ほ ど も乘 竹孝 太郎 とい う人が ，
ス

ペ ン サ
ー の 訳本 の 中で

， 祖 先 崇拝 の 事 を 「崇 拝」 と言 わ な い で 厂尊 心 」 とい う
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訳語 を使 っ て お りますの も，

「崇拝」 とい うの は もう
一

つ ピ ン と こ な い
， も う

一
つ 距 離 が あ る よ うだ と い うこ とか らで は な い か と思 い ます 。

　最 近 の で 申 します とエ リア ー
デ 編 の Encyclopedia　of 　Religion とい う15巻ほ ど

の もの が 出 て お ります が ，
こ の 中 で ancestor 　worship を担 当 し ま し た の は， ヘ

レ ン ・ハ デ カ
ー とい う日本 の 霊 友 会 を研 究 した 人 なん で す けれ ど も， こ の 方 は

ancestor 　worship の 項 目の 中 で
，
　 ancestor 　worship の worship の 意 味 は ，

こ れ

は不確実で あ っ て ， （日本 につ い て だ け言 っ て い る わ け じ ゃ な くて ， こ れ は 辞

典 で す か ら全 世 界 的 な視 野 の 中で 言 っ て い る わ け で す け ど）， worship の 意 味

は ， 不確実で あ っ て
， そ の 形 は地 域 に よ っ て 様 々 だ し ， 従 っ て そ れ を特 色 づ け

る 態 度 もマ チ マ チ で あ る 。 言 い 替 え ます と worshlp とい う ， 我 々 が そ の 言 葉 で

感 じ る よ うな もの で は ない 態度 も広 く含 む と考 えた方が い い と い うふ うなこ と

か と思 い ます 。

　霊 友会 は 先 ほ ど申 し ま した よ うに ヘ レ ン ・ハ デ カ ー が研 究 し ま した の で
， 特

に 日本 の 説 明 を し ま す 時 に は ね ，
ancestor 　worship とい わ ない で

，
　 reverence

for　ancestors とい うふ うに ，
つ ま り

「祖 先崇 敬 」 とい う言 葉 を使 っ て お ります 。

　で すか ら私 は ， ancestor 　worship の worship に も，
また その 訳 語 に もこ だ わ

らない で
，

こ の 問題 を考えた ほ うが い い ん じゃ ない か とい うふ うに思 っ て お り

ま す 。

「祖 先 崇 拝 」 とい う語 が あ れ ば
，

ancestor 　worship を思 い 出 します し ，

そ の 語 に や っ ぱ りこ だ わ ります け ど， ど う も日本 の こ と を 日本 にお け る とい う

ふ うに 考 え ます とあ ま り崇拝 とい う， あ る い は worship とい うそ の 元 の 言葉 に

もこ だ わ らな い 方が い い ん じゃ な い か 。 す で に 先 ほ ど言 い ま した よ うに 乘竹 と

い う人 の
「祖 先尊心 」 とい う言葉の 例 が あ ります し ， そ れ か ら ， 言 い か け ま し

た よ うに 明 治43年 ぐらい で あ りますが （先 ほ ど44年 と言 い ま したが 43年 の 誤 り

で す）， 使用 が 開始 さ れ ま した 第 2 次 国 定 教 科書 の 修 身の 中 に
，

「祖 先 を尊 べ
」

と，
「祖 先 」 と い う教 材 が た くさ ん 出 ます ん で す が ， そ の 中 で 国 民 教 育 の 基 本

項 目 と して 「祖 先 」 が盛 ん に論ぜ られ たわ けで す 。 こ の 辺 か ら例 の 家族 国家論

と言 うで すね， 政 治学者 も大 変問 題 に して お ります一 つ の イ デ オ ロ ギ ー
が 出て

参る わ けで あ ります が
， そ うい う文脈で

「
祖先」 が盛 ん に 論ぜ られ たん で す 。
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紀　 要 1

で す か ら小 学 校 の 教 育で 盛 ん に言 わ れ る だ け じゃ な くて
， 倫 理 学 者 とか ， そ う

い う方が た くさ ん 議論 い た し ま した 。 そ の 時 に穂 積 八 束 とか で す ね ， あ る い は

井 ヒ哲次 郎 とい うふ うな 当時 の 東京 帝 国 大学 に よ っ て 論陣 を張 っ た 方 々 は 「祖

先崇 拝 」 とい う語 を用 い ま した け れ ど
， 亘 理 章 三 郎 ， こ れ は東 京高 等 師範学 校

の 教 授 ，
こ れ は 「

祖 先敬 慕 」 とい う用 語 を用 い て お ります 。 そ れ か ら深 作安 文

と い う方 は ，

「祖 先尊 崇 」 とい う語 を採 用 して お り ます 。 それ か ら ま た穂 積 陳

重 とい う， こ れ は穂 積 八 束の 兄で あ りま して ， 東 大 の 法学 部 を作 っ た方 で ご ざ

い ますが ，
こ の 方 が 1912 年 に そ こ に も書 き ま した よ うに ancestor 　worship 　aiid

Japanese　law とい う本 を書 きま して ，こ れ は た い へ ん 立 派 な本で ご ざい ます が
，

そ して 穂 積 厳 夫 と い うん で す か ， こ れ は 甥 の 方 の よ うで あ ります が ， そ の 英 文

を邦訳 い た し ます 時 に ， ancestor 　worship を 「祖 先祭 祀 」 とい うふ うに 崇拝 と

言 わ な い で
「
祭 祀 」 と言 っ て お りま す の は ， こ れ は 当 然 穂 積 陳 重 と よ く相 談 を

して こ うい うふ うに 書 い た と思 うわ けで あ ります が ，
「
崇 拝 」 の 語 が 不 適当 で

あ っ た と い う判 断 で あ ろ うか と 思 い ま す v こ うい うこ とで ご ざ い ま して
， 日 本

人 の 先祖 に 対 す る 儀礼 と か態 度 は で す ね ， worship とい う語で キ リ ス ト教徒 と

か イス ラ ム 教徒 が 神 に 対 して 捧げ る worship と同 じで は な い とい う認識 に基 づ

く もの で あ ろ うか と思 い ます 。

　 そ うい うこ とで 私 は表題 に は 佐藤 先生 か ら い た だ きま した の で 「祖先崇拝 」

と致 し ま した け ど， あ ま りこ れ は 使 い ませ ん で ． 他 の 議葉 ． 特 に 「先祖 祭祀 」

の 方 が ，
「祖 先 」 とい うよ りは

「
先 祖 」 の 方 が 日本 の 言 葉 で あ ります し ， そ れ

か ら 「崇 拝 」 とい う よ り
「
祭 祀 」 と い う方 が よ ろ しい か と思 い ます の で

，

「
先

祖祭祀 」 と い う語 を よ り多 くこ れ か ら使 うこ と に な ろ うか と思 い ます 。 ただ，

英 語 で 表 現 す る 場 合 は分 か りや す く ancestor 　worship と 言 うこ とは
， そ うい う

慣 用語 を使 用 す る こ と は 別 に 拒 む もの で は ご ざい ませ ん 。

　 さて ，
こ の

「
先祖祭祀 」 と

，
こ う申 し ます と ， 実 は こ こ に

「
先祖 供養 」 と い

う もう一 つ の 概 念 をご 紹介 を しな けれ ば な ら ない わ けで あ ります 。 と申 します

の は ， 先 ほ ど ヘ レ ン ・ハ デ カ ー と い う方 が Encyclopedla 　of　Religlon の 中 で

ancestor 　worship の 項 目 を担 当 し て 書 い た 。 そ の 中 で 次 の よ うな 区別 を して い

65

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

る の で す 。

一
つ は

， 死 者 の 忌 日に 営 まれ る周期 的 な儀 礼 。 死 者 っ て い うん で す

か ら
， 死 者 ご 一

同 様で な くて 特 定の 死 者 （個 々 ） に対 しま して そ の 命 日 に営 ま

れ る周 期 的 な儀礼 。 も う
一 つ は先祖

一
同 に対 す る年 中行 事的 な儀 礼 。

こ の 二 つ

を 区別 して い る の が た い へ ん 参 考 に な る と思 うわ けで あ ります 。 先 祖 一 同 に 対

す る年 中行事的 な儀 礼 とい うの は
，

こ れ は まあ 「先祖 祭 祀 」 と言 っ て い い と思

うわ けで す 。 そ れ か ら死 者の 忌 み 日 に 営 まれ る周 期 的 な儀 礼 とい うの は
，

こ れ

は まあ
「
先 祖供 養」 とい うか ， あ る い は

「
死 者供養」 とい うの が い い の で は な

い か な とい うふ うに思 っ て お ります 。

　そ こ で で す ね
，

一
っ の 例 をお 話 した い の で あ りますが

，
ち ょ っ と こ の 例 は た

い へ ん 古 い の で あ ります が ， 明 治 の 終わ りか ら大 正 に か け ま して
， 細 民 調 査 と

い うの が 行 わ れ たの で あ ります 。 第 1 回 は 明治44年 で ， 第 2 回 大正 元 年 ， 第 3

回が 大正 10年 と い うふ うに 明治 か ら大正 期 にか け て 内務省 の ＊ ＊ 局 で 行 っ て お

りますが ， 東京都大阪 で 貧 民窟 を対 象 に して 行 っ た わ けで す 。 そ こ で 仏壇 を持 っ

て い る 比 率が 出 て い る ん で す が
， 第 3 回調査の 深 川 で 申 します と

，
73％持 っ て

い る ん で すね 。
73 ％持 っ て い る っ て い うん で すけ ど

，
こ の 場合 の 仏壇 の 定義 が

我 々 が 考 え る仏 壇 とは 全 然違 い ま して ， 何 か 位牌 を置 い て お れ ば
，

こ れ を仏 壇

あ りと認 め る とい うそ うい う調 査の や り方 なん で すね 。 仏 壇 とい う以 上 は 位牌

が あ っ て
， それ を取 り囲む オ

ー
ル タ

ー とい い ますか壇が ある とい うん で すが ，

位 牌 が あ れ ば それ で 仏壇 あ りと認 め る とい うこ とで あ っ た と書 い て ご ざい ます

の で
，

73％ とい うの は 別 に 不 思議で は ご ざい ませ ん け ど，
こ の 細民 調 査 に よ り

ます と
，

1 世帯平均 4．5人 で
， 平均 の 部 屋 の 数 が 1．0室 で

， そ して 平 均 の 広 さ が

4 ．2畳 ，従 い ま して 一
人 あ た り0．9畳 と

， そ れ で ず っ と生 活 をす る わ け で す か ら ，

想像 を絶す る とい っ て もい い で すね 。 それで 窓が ない 世帯が 59％ とか 。 だか ら

6 割 が 窓無 し とか ， そ うい う非常 な想 像 を絶する …
。 そ れ か ら， ふ つ う天 井 ま

で は 1 丈 なん で す が
，

と こ ろ が 7 尺 な ん で す 。 貧 民窟 は 。 2 メ ー トル 10 セ ン チ

で す ね 。 当時 は 180セ ン チ の 大 男 は い な か っ た ろ うと思 い ます け ど
， そ れ に し

て もす ぐ天 井 が つ か え る よ うな低 い 天 井 で
， そ して 狭 い と こ ろ で

， そ れ で い て

73％ も
， 位牌 だ けで し ょ うけ ど

， が ある 。 それ も木 の 位牌 で な くて お そ ら く紙
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紀 　 要 1

に 書 い て 貼 っ た 。 そ うい う処 で は 幼児 死 亡 が 非常 に 多い で す か ら， そ れ か ら若

くて 死 ぬ 率が 非常 に 多 い で すか らね ，
で す か ら どの 夫婦 に もで す ね ，夫 婦 とい っ

て も離 れ た り付 い た りい ろ い ろ 一 定 じゃ な い そ うい う世 帯 で ご ざい ます け れ

ど ， た くさん の 死 を経験 し て い る 。 だ い た い どの 世帯 も死 を経 験 して い る と思

うんで す け どね ， 小 さい 子供達の
。 まあ ，

と もか く73％の 位牌 とい い ます か仏

壇 が あ る とい うこ とを言 っ て い ます 。 こ れ は 死 者供 養 な ん で す ね 。 そ こ で は ま

ず先祖 祭祀 とい うの は な い と考 えて い い ん じ ゃ ない か と思 い ます 。 先祖 祭祀が

あ る と い うこ とは で す ね ，
こ れ は そ の 背景 に 家が あ る ん で す ね v で ， 細 民 の 世

帯は 家 を形成 しない
。 形成 し えな い わ けで す 。 そ うい うこ と を見 ま して も先祖

祭祀 の 背 景 に は 死 者 供養 が あ るん で す が
，

しか し死者供 養が あ る か ら とい っ て

先祖 祭祀 が あ る わ けで な い ， とい うこ とに な る わ け で す 。 じゃ ， 死 者 と先祖 は

ど う違 うか と言 い ます と，先 祖 は死 者 で あ る こ とは 間違 い な い で す ね 。 生 きな

が ら に して ご 先 祖 に な る と い うこ と は ない で すね 。 先祖 は死者 で ご ざい ます 。

しか し， 死者の すべ て が 先祖に なる わ けで は ない で す ね 。 日本 人の 考 え方に よ

ります と い う と
。 日 本 人 は そ う考 え て きた 。 死 者 は 子 孫 の 供 養 に供 養 （？），

とい う言 葉が あ る ん で す ね 。 仏教 的 な言葉で ご ざい ますが
。 死 者の 供養 に よ っ

て 先 祖 に な る わ け で あ りま す 。 従 っ て 供 養 す る 子 孫 が な け れ ば 死 者 も先 祖 に な

れ ない
。 で

， 先祖 に なれ ない 死者 ，
こ れ は 無縁仏 で あ ります。 無縁仏 は 災 い の

元 ， 災 い を もた らす とい うふ うに 信 じられ た わ けで あ ります 。 で すか ら ， 家生

活とい うもの を背景 として ， 畳の 上で 親族， 縁 者 に看取 られ て 息 を引 き取 る場

合 に は ， 供 養 は 保 証 され ま した けれ ど
，

か つ て の 戦 国 の 世 ， そ うい う時代 に は

戦乱 の ち ま たで 非 業 の 死 を遂 げ る人が多か っ たわ けで あ ります が ， そ うい う場

合 に は 供養 して くれ る縁者 もい な い とい うこ と も少 な くない
。 従 っ て 戦 乱が 続

きます と無数の 無縁仏が 出て くる 。 そ して その 無数 の 無縁仏 が 天 変地 異 の もと

に な る 。 そ して 災害 とか 伝 染病 を もた らす と い うふ うに 恐 れ られ ま して ， こ れ

は 平安時代 以 降 の い わ ゆ る 御霊 信仰 とい う もの が ， そ うい う構 造 を も っ て い た

わ けで あ ります 。 で
， 御霊 信仰 に 基 づ くさ ま ざ ま な供 養が ， 無縁 仏 に対 す る供

養が行 わ れ たわ けで あ ります 。 先 ほ ど中 しま した死 者 に 対 す る 供 養の 儀礼 ， こ
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れ は死 者が 先祖 に な る と， 死者が 子孫の 供養 に よ っ て 先祖 に なる とい う民 間信

仰 と
，

そ して 死 者 が 成 仏 をす る とい う民 間仏 教 の 観 念 が 一 つ に な っ て い る と

言 っ て い い か と思 い ます 。 お そ ら く死 者が先祖 に な る とい う民間信仰は で す ね ，

死 者 が 成 仏す るん だ とい う民 間仏 教 の 観 念 に 規定 され つ つ 形成 され た ん だ ろ う

と思 い ます 。 そ う し ます と
，

死 者供 養 と い うこ と を考え る 場合 に は 仏 教 に お け

る 死 者 供 養 とい うこ とに つ い て
， あ ら ま し だ けで も心得 て お か な け れ ば い け な

い ん じゃ ない か と思 うわ けで あ ります。

　圭室諦成 とい う方が お りま して
，

こ の 方が 葬式仏教 とい う本 を書 い て お りま

す 。 昭和38年の 本 で ご ざい ます 。
こ れ が た い へ ん 参 考 に な ります の で ， そ れ に

よ りなが ら申 した い と思 うんで す が
，

仏 教 で は で すね
， 人間 を 3 種 に 分 ける わ

けで す 。

一 つ は 100 ％良 い 極 善， も う
一

つ は そ の 反対 の 工00％ 悪 い 極 悪 ， そ の 中

間 は 中善中悪 。 極 悪 の 者 は 亡 くな ります とす ぐさ ま極 楽 へ
，

100％悪 い の は す

ぐさま地獄 へ とい うふ うに 行 き先が 決 まる わ けで ご ざい ますが ，
こ れ に該当す

る人 は滅多に い ない
。 極 悪 の 者 も極 善の 者 も滅多に ない

。 そ うい う範疇 を作 る

だ け の こ とで
，

ほ とん どすべ て は 中善 中悪 とい う もの で あ る 。 こ うい う人 間観

を持 っ て い る わ け で す ね 。 こ れ は 亡 くな り ま して も地 獄 極楽 と い う次の 世 を

考 えて い る わ けで すが ，
こ れ は 亡 くな っ て も次 に 行 くとこ ろ が 決 ま ら ない

。 そ

こ で 短 くて 7 日 ， 長 い 人 は 49 日待 っ て は じめ て 次 に極 楽 に行 くか ， 地 獄 に 行 く

かが 決 まる。
こ の ペ ン デ ィ ン グで ある機会 を中陰て 言 うん で すね 。 中有 と も言

い ます 。 そ の 間 ， 子孫 あ る い は縁者 は亡 くな っ た 人 が い い と こ ろ に 生 まれ る よ

うに つ ま り極 楽 に 行 ける よ うに 7 日毎に 仏事 を行 い ま して 亡 くな っ た人 に回向

をす る 。 そ して 7 × 7 ＝ 49日， こ れ は尽 7 日 と も満 中陰 と も申 し ま して
，

こ の

日盛大 な仏 事 を行 う。 で す か ら中陰 7 日会 の 仏事 と言 うの は
， また そ れ を支 え

た信念 とい うの は 仏教 本 来 の 物 で あ っ た と言 わ れ ます 。

　 とこ ろ が こ の 信仰が 中国 に伝 え られ ま して ， 中陰 7 日会の 仏 事 に 加 えて ，

100か 日
，

そ れ か ら 1 周 期 ， 3 回忌 ，
3 回忌 は満 2 年 なん で す ね， が つ け加 え

られ ま して ， 併せ て 10の 仏事 に な りま した 。 こ の 10仏事が 成立 し ます過程 で
，

こ れ は釈 迦が 説 法 され た もの で あ る とい うこ とで ， こ の 10仏 事 を正 当 化す る た

68

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

紀　 要 1

め の 十 王経 とい う偽 の お 経 が作 成 さ れ て 流 布 され る わ けで す 。 十 王 経 に よ りま

す と
， 亡 くな っ た 人は 亡 者 とい うん で すが ， 亡 者 は 冥 土で 10の 王が 関所 の ・番人

み た い に い る わ けで す 。 兵 卒 を従 え て い る そ の 10人の 工 の 関所 を順 々 に 通 過 い

た しま して ， そ して 裁 判 を受 け る わ けで す。 ど うい うふ うに 裁判す る か とい い

ます と
，

10人 の 工 とい うの は い ちい ち初 7 日 は 秦広 王 ，
ふ た 7 日は 初 江 王 ， み

7 日は 宋帝 王 とか
，

よ 7 日 は 伍 官王 だ とか ず っ と配 属が 決 ま っ て い て 10人 の 何

とか 王 とい うの が ， そ の 中 の
一一

人 が 閻魔王 な ん で す ね 。 で ，伝 え られ て お りま

す の は 道教 の 信仰 と結 び つ き ，
こ れ は 中 国 に 入 っ て きて か らで す か ら ， 閻 魔 大

王 が代表で 日本 で は 伝 え られて お ります が ，
10人 い る わ けで す 。 閻魔 大王 に つ

い て で す ね ， しば しば 地 獄 ・極 楽 税 と い うの が ご ざい ま して
， そ れ を見 ます と

あ ります よ うに
，

パ リ鏡 とい う鏡 で 亡 者 をそ の 前 に引 き据 え ます と
，

亡 者の 生

前 の 悪 行の 数 々 が 写 し出 さ れ る わ け で す 。 そ れ か ら併せ て 亡者 の 子孫縁者が
一

生 懸 命供 養 して い る そ の 姿 もで ます 。 そ こ を両 両 勘案 し ま して
，

「 よ ろ しい 極

楽 へ
」 とか

「まだ ダ メ だ」 とか決め る とい うこ とに な α て お ります 。 で す か ら

追 善 供 養 とい うの は 怠 りな く営 まな け れ ば な ら な い と され た わ け で あ り ます 。

　 こ の 十 王 経 また は 10仏 事 が 日本 に 中 国 か ら伝 え られ た わ け で ご ざい ます が ，

日本 で 更 に 分化 い た し ま して そ れ に 追 加 され た ん で す ね 。 今 まで は 7 仏事， 中

陰 ・ 7 日会 の 仏 事 に 加 え ま して 100ケ 日 ， 1 周忌 ， そ れ か ら 3 回忌 と。 ロ 本 で

史に 7 回忌 と／3回忌 と33 回 忌 ， そ の 他 に も （そ の 間 も） や る と こ ろ もあ ります

け ど， 基本 ll勺に は 最 初 は 7 回 忌 ， 13回 忌 ， 33回忌 で お し まい
。 とい うこ の 3 つ

が 追加 され ま した 。
121H：紀 か ら14世 紀 頃 ， 大 体 そ の ぐ ら い の 時 代 に 13の 仏 事が

完 成 を し ま した 。
の み な ら ず ， こ れ を11こ当化 す る た め に 偽経 と まで は い か な い

で す が ，
13仏章 と い うもの が 偽作 さ れ て お る わ けで あ り ます 。

　 こ れ は 遺族 の ， 故 人 を極楽往 生 させ た い と い う願 い に乗 じ ま して 追 善供養 の

回数 を増 や す こ とに よ っ て 寺の
， 僧 侶の 財 源確保 をは か る 企 て で あ っ た とい う

面 もあ る わ けで あ ります 。 で ， 民俗 調査 に よ りま す とい う と， 33回忌 で ， な い

しは 早 くて 17回忌 ， 遅 くて も33回忌 の 後 の 50回忌 を 「弔 い 上 げ．」 と い うふ うに

と呼 び ま して ， 他 の 呼 び 方 もあ ります が ， 様 々 な 切 りをつ ける 儀礼 が ご ざい ま
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して
， 最 終の 年 回 と して

， それ を境 に 仏 が 神 に な る
， 死 者 は仏 ，

そ れ が 神に な

る とい うそ うい う民俗が ある 。 で すか ら家の 神に 融合 して い くとい うそ うい う

ふ うな民 俗 が 各 地 に あ ります 。 こ の 13仏 に加 え ま して で すね ， 毎年 の 祥 月命 日

とか ， 毎年の 命 日 とか それ か ら毎月 の 月忌 と い い ますが
，
15世 紀以 後で すね ，

庶民 の 間 に
一

般化 い た しま して こ こ に一 連 の 死 者供養 を担 当す る僧侶 と， そ し

て 僧侶 の 追善 サ ー ビス に 対 しま して お布 施 を捧げ る 信者 と い い ますか ， 江戸 期

に な ります と檀家 とい うこ とに な りますが ， その 関係が定型化 い た しま して 江

戸 時代の 寺檀関係 とい うもの が 作 られ て い っ たわ けで あ ります 。

　こ う して 死 者 供養 が 発 達 い た し ま して
， 寺 院経 済 を安定 させ る わ けで ご ざい

ますが
， 寺院の 財 源確保の た め に 僧侶 が 死 者 供養 を発 達 させ た と先ほ ど言 い ま

した けれ ど も， そ れ ば か りで は な い 側 面 ，
つ ま り死 者供養 を求 め る 遺 族 の 側 の

要請に応 じた 側面 もあ る わ けで あ ります 。
い くら僧侶が もっ と もっ とた くさん

供養 せ よ と言 い ま して も遺族 の 側 で そ れ を求め る ニ
ー ズ が ご ざい ませ ん で した

ら， そ の 企 て は 空 しい もの で あ りますが ， ち ゃ ん と成功 した とい う事は 遺族 の

側 で そ うして 欲 しい とい うそ うい う念慮 が働 い た か らで あ る と
，

で す か ら遺族

の 側 の 要請に応 じた側 面 もあ る と考 えな けれ ば な らな い わ け で あ ります 。
こ う

い うふ うな一 連 の 死 者供 養 の 形 式 が 完成 い た しま した の は， だ い た い 500年位

前 ，
15世紀で ご ざい ますが

，
15世紀 とい うの は応仁 の 乱 に 代表 され ます よ うに

戦乱 が 続 い た ， か つ また 生 産力水準 の 低 い 時代 で ご ざい ま した 。 に もか か わ ら

ず ， 財 を投 じて なぜ 人 は僧侶 に供 養 を依 頼せ ざる を得 なか っ た か， とい う事 に

つ きま して は
， その 当時 の 人 々 の 生 き死 に の パ タ ー ン を知 らな けれ ば な らな い

わ けで あ ります 。

　そ こ で 資料の 表 1 をご 覧頂 きた い ん で す 。
い ま15世紀云 々 して い て

，
に わ か

に近代 に飛び ま して 大正 9 年か らの 数字で なん だか おか しい じゃ ない か とい う

事 に なる と思 い ます が ，
こ れ で もい い ん じ ゃ な い で す か と い うこ とは

， 後 で 説

明 をさせ て い た だ きた い と思 い ます 。 大 正 9 年か ら20年お きに ，死 者 の 年齢層

分布 を見 て お ります が ， 大 正 9 年段 階で 見 ます と， そ れぞ れの 歳 に亡 くな っ た

人 を全員 集合 をか けて い る わ け で す 。 そ して 年齢別 に 並 ん で くだ さ い と。 0 歳
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紀 　 要 1

か ら 5 歳 未満 で す ね ，
5 歳 か ら15歳 未満 ，

15歳 か らは 15歳 で 刻 ん で お りますが
，

こ うい うこ とな ん で す 。
こ れ で 見 ます と ， 大 正 9 年段 階 で は 亡 くなる人 の 4 割

り近 くが 5 歳未満 な ん で す 。 そ れ に 15歳未満 を加 え ます と， 4 割強 で す ね， 4

割 強が そ うな ん で す 。 そ れ に 30歳 未満 を加 え ます と半分 を上 回 っ て し ま うん で

す 。
つ ま り死 ぬ の は 老人 じ ゃ ない ん で す 。 もちろ ん 老 身 も死 ぬ ん で す よ 。 で す

け ど ， む しろ 数か ら言 えば 若い 人が 死 ぬ 。 そ うい う時代 なん で す ね 。 死 者 に は

む しろ 若 い 人が 多い
。

こ の 時代 の 主 な死因 は 何 か と 言い ます と
， 赤痢 と か 疫痢

と か腸 チ フ ス とか パ ラ チ フ ス とか コ レ ラ ，

ペ ス トとかい うような急性の 感染症

なん で す 。 伝染性 の 病気 なん で す 。

　で す か ら
， 伝染 病が ひ とた び そ の 地 区 を冒 し ます とい うと， 体 力 の 弱 っ た 人

とか抵抗 力 の 弱 い 人 は 老 い も若 き もバ タバ タ倒 れ る わ けで あ ります 。 そ して 短

い 患 い で は か な くな っ た わ けで す ね 。 私の 少年時代な どは， 田 舎 で す か ら ，
田

舎 に は しば しば避 病 院 とい うの が あ る ん で す ね 。 そ れ は 部 落 と部落 の 間 の 人 の

い ない と こ ろ に
。 腸チ フ ス とか パ ラ チ フ ス とか は や っ て ， か か ります と， 石 炭

酸 な どで 消 毒 し ま して 病 人 をそ こ に 集 めて
， そ して 後 か か らな い よ うに 隔離 す

る わ け で す 。 隔離 して あ とを安全 に す るわ け で すね 。 で
， 隔 離 さ れ た 人 は ど う

な ります か とい い ます と， 非常 に 死 亡率が 高い んで すね 。 しか し 2 週 間 か そ の

くらい 経 っ て 生 き延 び る 人 は 帰 っ て くる し ，
は か な くな る 人 は そ こ で は か な く

な る 。 で
， 永 い こ と 1年 も赤痢 が あ っ た とい うの は無 い んで す よ ね。 そ ん な こ

とは無い ん で す。 ほ ん とに 10日か 20日か その くらい で ケ リがつ い ちゃ うん で す 。

そ の 当時 の 状 態で 。 そ うい うこ とで ご ざい ま した 。

　生 産 力 の 低 い た め に栄 養状態 も悪 い し
， 環境 衛生 も発達 して お りませ ん し ，

医療 水準 も低 い とい う状 況 の 中 で こ うい う事態 が 出現 した わ けで す 。 で ， こ れ

を15世紀 に 延長す れ ば い い ん で あ りま して ， 15世紀頃 は 今 申 し ま した よ うな栄

養状態 とか 環境衛 生 とか 医 療 水準 とい うの は も っ と も っ と悪 か っ た は ず で あ り

ま し ょ うし
， 伝染病 に加 えて 飢饉 とか兵乱 な どが加 わ りまして

， 人々 の 生死 は

も っ と も っ と惨 澹 た る状 態 で あ っ た と考え て い い の で は ない か と思 い ます 。 そ

うします と
， 大 正 9 年の 統 計が 示唆 す る と こ ろ を誇 張 して 捉 え ます と ， 何世紀
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も以 前の 人 々 の 生 き死 に の 形 を知 る こ とが で きる の で は な い か とい うふ うに思

うわ け で あ ります 。 そ の 下 に 本願 寺蓮如 の
， ち ょ うど15世紀 で ご ざい ますが

，

今 日の 本願 寺 の 基 礎 を築 き ま した 15世 紀 日本 宗教 界の 覇 者 と もい うべ き ， お そ

ら くそ して わが 国 の 文 書伝道 の 草分 け とい うべ き蓮如 とい う，
こ の 人 の

，
こ の

人 は文書 とも御文書 と も御文 と も呼ば れ る書簡 を各地 の 門徒 に 出 して ， 激励 し

た り指導 して い る わ けで あ りますが ， そ こ に 「白骨 の 文」 とい う名前で 有 名 な

書簡 が あ る ん で す 。
こ れ は本願 寺教団の 葬式 に は必 ず読 まれ ま して

， 会葬者 の

涙 を誘 っ た朗朗 賞 すべ き名文 なの で すが ， ち ょ っ とそれ を読 ん で み ます と
， 私

の 読 み 方 は 朗 朗 じ ゃ な い ん で す け ど
，

「朝 に は紅 顔 あ りて 夕べ に は 白骨 とな れ

る 身な り。 既 に 無常の 風 来た りぬ れ ばす なわ ち二 つ の 眼た ち まちに 閉 じ
一

つ の

息永 く絶 えぬ れ ば紅顔空 し く変 じて … …
」 こ うい う文 章な ん で す ね 。

こ れ を見

て わ か り ます よ うに
，

厂朝 に は 紅顔 夕べ に は 白骨 」 こ れ は 対 に な っ て る ん で
一9ね 。

そ れ か ら
「二 つ の 眼

一
つ の 息」 とい うよ うに対 に な っ て い る わ けで な ん で すけ

ど も，
で すか ら文学的 な技巧 とい うの が こ こ にあ るん で すが ， しか し

「朝紅の

顔で 元 気で あ っ た 人が ， 夕べ に亡 くな っ て 白骨 に な る 」 とい うの が ， 単 な る 文

学的 誇張で あ る な ら ば
， 聞 く人 々 に 袖 を絞 らせ る と い うふ うな こ と は な か っ た

は ずで ありますが ，
こ の 時代の 人 々 の 生 き死 に の 在 り方は こ の 文章に 反 映 して

い る と考 えて い い の で は な い か と思 うん で す 。 先 ほ ど言 い ま した よ うに， 朝元

気 で い た 者が 夕べ に は もは や こ の 世 にい ない とい うこ とは
， 当時 とて 稀 だ っ た

か も知 れ ませ ん け れ ど も， 先 ほ ど言 い ま した 急性感 染症 で 2 〜 3 日 で は か な く

なる とい うこ とな らい くらで もあ っ た ん じ ゃ な い で し ょ うか 。
こ れ は誇張 で す

け どね ， その くらい
， その 当事者 に と っ て み れ ば

， 後か ら考 えれ ば ま さ に
「
朝

に 紅顔夕 べ に 白骨 」 の 思 い 切実 で あ っ た ろ う と思 うん で す ね 。 そ う い う生 き死

に の 死 に 方で あ っ た わ け で あ ります 。 で す か ら 厂老少 不定 の 境 」 と言 っ て い る

わけで す 。 しか し， 今 日 ，
こ れ を慣習的に耳 に して お りますの で あ ま り考え ま

せ ん が ， シ リ ア ス に こ れ を見 ます と， な ん だ こ れ 交 通 事故 に あ っ た の か と い う

ふ うに思 うん じゃ ない で しょ うか 。 今 日 こ うい う死 に方は しな い わ けで す。
こ

ん な は か ない 死 に 方 は しな い
。 す るの は 事故 か 自殺 で す よ ね 。 そ うで な きゃ こ

72

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

紀 　 要 1

ん な死 に 方 は し ませ ん 。

　こ の 時代 は
，

死 とい うの は 非常 に 身近 な 出来事で あ りま した 。 身近 で あ る と

い うの は
，

一 つ に は 今 日の よ うに 病 院 や施設 で 死亡す る の で は な くて ， 自宅で

在宅死 で あ る と， そ れ か ら ま た 3 世 代 家族 の 形 を取 れ れ ば取 っ た はずで あ りま

す か ら して
， 従 っ て 多 くの 入 が ， そ の 死 を経 験 す る と い うこ と に な っ た ， とい

うこ と もあ りますが
， その こ と以上 に死 は

， 幼 ・少
・
壮

・老を選 ば なか っ た 。

老 人 を狙 い 撃 ちす る ん じ ゃ な くて ， 幼 い 者 も，壮 年 の 者 も， と もか くこ い つ は

と思 っ た らそ れ に 飛 び か か る とい うそ うい う死 の 在 り方 で あ っ た 。 伝染 病 が ま

い り ます とい う と， どの 人 の 背後 に も死 の 影 が ち らつ い た とい うそ うい う時代

で あ ります 。 で す か ら
， 幼 く して 親 を失 っ た子 とか ，

い とけ ない 幼女 を な く し

た母 親 とか ， あ る い は杖 と も柱 と も頼 む青壮 年の 子 を失 っ た老 い た 親 とい うの

が ， 至 る所 に あ っ た 時代 で あ っ た はず で あ ります 。

　そ う します と
， そ うい う人 々 に と りま して は ， 来世とい うもの は現 世 と隣 り

合 っ て い る ， 現世 の 次 が 来 世で あ る とい うだ け じ ゃ な くて ， い わ ば現 世 と交錯

して い る とい う， そ うい うこ とで は なか っ た か と思 うわ けで あ り ます 。 そ うい

う人 々 は
，

亡 くな っ た 人 と共 に 歩 む とい う ， 来 世 に あ る 人 と共 に 歩 む と い う，

亡 くな っ た 人 は 死 ん だん じ ゃ な くて
， 来世 で 生 きて い な けりゃ い けない

， 来世

に 生 きて い る 人 を背負 い な が ら こ の 世 で あ る とい う， そ うい う形で 死 は 身近 で

あ っ た は ずで す 。

　 そ うい う時代 で すか ら， 死 の 悲 しみ も また格 別 で あ りま して ， そ こ に 死 の 悲

しみ の 慰め と して の 儀礼 が 発達 した わ けで あ ります 。 先 ほ ど僧 侶が 寺 院経済 を

安定 させ る た め に 中国 か ら十 仏事 が 来 て
， それ を十 三 に して ， さ ら に祥 月命 日

を入 れ た り月 忌 を入 れ た り， ほ ん と に し ょ うが な い と
， 葬式 仏教 は困 る とい う

ふ うな感 じを与え ない こ と は ない ん で すが ，
しか しそ の 当時の 人 々 か ら して 見

ます と， それ は そ うい う機 会 に故 人 を思 い だ す， そ して 故 人 と共 に歩 む 自分 を

考 える とい う， そ うい う必 要 が あ っ た
。 そ の 必要 に 応 じた 面が あ る とい うこ と

を考え ざる を得な い の で ご ざい ます 。 そ こ で 葬式仏 教 の 機 能 と して
， 死 者供養

の 機能 と して ち ょ っ と言 っ て お き ま した ん で す が ，

一
つ は 儀礼 に よ っ て 悲 しみ
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の 感 情表現 を助 け る 。 さ きに紹介 い た し ま した 白骨 の 文 で すね ， あ る い はそ の

ほ かの 宗派に お きま して は ご 詠歌 とい うの が あ りますね。
こ れ は僧侶 とい い ま

すか ， 聖 職者が す るの で は な くて ， 地域 の ご 婦人 が 集 ま っ て 死者 を送 る た め の

ご詠 歌 を歌 う， 等々 ご ざい ます け ど， 悲 しみ の 感情表 現 の 機 会 を与 え る わ けで

すね 。 とい うこ とで
， 儀 礼 が そ うい う意 味を持 っ て お ります 。

　そ れ か ら もう
一

つ は 教 えに よ りま して 死 の 不条理 を受 け入 れ る の を助 け る わ

けで あ ります 。 どの よ うに 死 ん だ か ，
い か に死 ん だか とい うこ とは い くら説 明

して もら っ て も納得で きな い
。 な ぜ その 子 が 死 な な け れ ば い けなか っ た か ，

「な

ぜ 」 に答 える とい うの が 宗教 の 役割 で す が
， 教 え に よ っ て 死 の 不 条理 さ を受け

入 れ るの を助 ける 。 仏教で は無 常 とか 因縁 とかい ろ い ろ な用語 を用 意 して お り

ます けれ ど， 教 え に よ っ て 死 の 不 条 理 さ を受 け入 れ る の を助 け る 。

　第三 は ， 全 体 と して 死 者 との 交 わ りを助 け る 。 先 ほ ど言 い ま した よ うに
， 遺

族 に と りま して は
， そ の 遺族 の 生 きて い る限 り， 先に 亡 くな っ た人 と と もに 歩

ん で い る わけで すか ら， 従 っ て 交わ りを求 め て い る わ けで す 。 そ の 交わ りを助

ける 。 死 者 と交 わ る公式 の 機会 を
，

天 下 晴れ て 堂 々 と死者 と交 わ る機 会 を与 え

る とい うこ とに な ろ うか と思 い ます 。 その 下 に ジ ェ フ リ
ー ・ゴ ー ラ ー とい う人

の くテ
ー

プ反 転〉 に 遺族 が 近 親 を失 っ た 悲 しみ を克服 す る た め に ， 今 6 週 間か

ら 3月 ぐらい 社会的 な 支持 と援 助 が 必要だ と書い て い ます ね 。 最低 限 6週 間 ，

多 くて も 3 月 か も知れ ませ ん け ど，社会的支持 と援助 が 必要 だ と書い て い ます 。

とこ ろ が イギ リス で は 哀悼 の 儀 礼 が す っ か りな くな っ て しま っ て ， 火 葬場 か ら

帰 っ て きま して
， そ して 親族 が 相 ま み え る

。 そ して 死 ん だ 人 の こ と をい つ まで

も思 っ て い て 悲 しみ の 表情 を出す よ うで は ， 十分マ チ ュ ア な人 間で は ない とい

うふ うに
， 冷 た く人 々 は 見 る 。 そ こ で

， 感情 表現 が で きない → 内向す る 。 そ う

します とい つ まで た っ て も悲 しみ が克服 で きない
。

で すか ら 6 週 間か ら 3 月 ぐ

らい の 問は人 目をはばか らず悲 しみ を表現 で きる よ うな ， そ れ を周 囲が 受 け入

れ る よ うな ， そ うい うこ とが な けれ ば い けな い
。 イ ギ リス で は それ が な くな っ

て久 しい とい うこ とをこ の 書物 の 中で 言 っ て い る わ けで あ りますが ， た また ま

日本 で は 6 週 間 と言 うの は 6 × 7 ＝ 42で
， 中陰の 期 間 ， 中陰 は 7 × 7　 ・ ・49

， ま ，
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紀 　 要 1

だ い た い 中 陰 で す ね 。 3 カ 月 と言 うの は90日 ，
100 力 日に ほ ぼ 相 当す る 。 だ か

ら 日本 の 中陰 とか 100力 日 は ま るで 「悲 しみ の 社 会学」 で 言 わ れ て い る儀 礼に

ち ょ うど対応す る こ とだ な とい う感 じが致す わ けで あ ります。

　さて ， も う一度 表 の 1 に 帰 りた い と思 うわ けで あ りますが
， そ う します と

，

話 は 4 番 目の 大衆 長寿 （？） の 時代 の 先祖供 養 と先祖祭祀 とい うこ とに な る ん

で す けれ ど
，

昭 和55年の
一 番新 しい と こ ろ を見 て い ただ きた い ん で す が

，
そ う

し ます と， 乳幼児死 亡率 の 顕著 な低下 を反映い た し ま して
，

5 歳 未満 とい うの

は わずか に 2 ％， 15歳未満 を合算 して も3 ％にす ぎない んで す 。 か つ て は両方

で 42 ％あ っ た ん で す ね 。 そ れ で 30歳 をす ぎます と， こ の 比 率 が や は り上 昇 して

くる わ けで すが ， そ して 75歳以 上 に な ります と46％ に達 す る 。 60年前 の 大 正 9

年に は 8 ％で しか な か っ た の に対 しま して ， 今 日で は46％ 。
こ れ を見 ます と

，

今 は老 人 が 死 ぬ と い う時代 な んで す ね 。 老 人 が 死ぬ の は当 た り前 じゃ な い か と

感 じますが ， 昔は 当た り前 じゃ な か っ た 。 当た り前 に な っ たの は戦 後の こ とな

ん で す ね 。 若い 人 は 死 な ない 。 若 い 人 は乳幼 児期 に 一
つ の ピ ー ク が ご ざい ます

け ど
， それ を過 ぎて し まい ます と事故 とか 自殺 とか が なけれ ば

， あ ま り死 なな

い わ けで す 。 亡 くなる の は よほ ど不幸 だ とい うこ とに な ります ね 。 だ い た い は

も う70歳 以 上 生 きられ る ， そ うい う時代で ご ざい ま して
，

こ の 60年間に 日本人

の 生 死 パ タ
ー

ン に革命 的 な変化が 起 こ っ て い る こ とが わ か ります 。
こ れ は葬祭

の 儀礼 とい うの は こ うい うこ とを意識 して お りませ ん け ど， こ うい うこ とに 規

定 されて い る んで すね 。

　 こ うい う事実 をち ゃ ん と把握 して お く必 要 が あろ うか と思 っ て 出 して お い た

の で す が ， 念の た め に 中間 を ご 覧 い た だ きま し ょ うか 。 そ うします と昭和 15年

と35年 と い うこ と に な りますが ， 大 正 9 年の パ タ
ー

ン か ら昭 和55年 の パ タ
ー

ン

へ と次第 に変 わ っ て ますね 。 ち ょ うど私 の説 明 に 無理が な い ように変 わ っ て お

りま して
， そ れ で も昭和 15年 の 方 は どち らか とい う と大 正 パ タ t一ン を まだ色 濃

くと どめ て お る 。 それ に 対 しま して 昭 和35年 の 戦後 の 方 は現代 の パ タ
ー

ン に 近

い
。

で す か ら
，

大 正 9 年の この パ タ ー ン か らだん だん と昭和55年の パ タ ー ン へ

と こ う動 い て 行 っ た 。 こ こ に
一

大 革命 が こ の 60年 間 に生 じて お る とい うこ とが
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わ か る わ けで あ ります 。

　大 正 パ ター ン で は で す ね ，
こ れ は 単 に 大 正 だ けで な く， 前 近 代的 な パ タ

ー
ン

で もあ る わ けで す けれ ども ， 死 者 4 人の うち60歳 以上 がか ろ う じて 1 人 あ っ た

に す ぎな い わ けで す 。 と こ ろ が 今 日で は60歳 が 3 人強 に な る とい うこ とで す ね 。

こ うい うこ とが 大 衆長 寿 と い わ れ て お ります今 日の 人 間生 死 の 姿で あ ります 。

　こ の よ うに 変 化 しま した の は
， 栄養の 改善 とか 保健 行政 ， 環 境衛 生 の 進歩 と

か 医療サ ー ビ ス の 改善 とい うこ とに よ る わ けで あ ります 。 こ の 大 衆 長 寿 の 時 代

の 特徴 的 な死 因 は
，

こ れ は ご 承 知 と思 い ます け ど
， 脳 血 管疾患 とか脳 卒 中 とか

脳出血 とか，そ れか ら悪性新生 物 ，
こ れ は癌 で あ ります が ， そ れ か ら心 臓 疾患 ，

そ れ か ら高血 圧 性 の 疾患 な ど，成 人 病 とい うふ うに 総 称 され る 病気 で あ ります 。

成 人病 で は で す ね
， 短期 間 の 患 い で はか な くな る とい うよ りは

， 長患 い の 後 に

他界 す る とい うこ とに な ります 。 簡単 に 勝負がつ か ない わ けで す 。 長 い 患 い の

後 に しか 死 は 訪 れ て こ な い とい う こ とに な ります 。 しか も， 場合 に よ りま して

は 寝 た き り老 人 とか で す ね ， あ る い は ア ル ツ ハ イ マ
ー型 の ボ ケ老 人 ， 老 人性痴

呆 に か か りま して
， そ して 配 偶者や 子供 に 多大 の 負 担 をか け た 後 に しか 静 か な

死 が や っ て こ な い とい う， そ うい う者が 少 な くな い 時代 とな っ た わ けで あ りま

す 。 長生 きに 長患 い が伴 い が ちな現代 ， 先祖供養 も変化の 兆 しが見えるの も当

然 とい え ま し ょ う。

　そ こ で い くつ か 書 い て お きま した ん で す け れ ど も，人 生 儀礼 に変 化が 生 じた 。

厄 年 とい うの が 意味が な くな っ た とか ， そ うい うこ とで ご ざい ますが
， それ か

ら， 仮 親慣 習 とい うの は， か つ て い つ 死 ぬ かわ か らない
， 親 に と っ て も命が い

つ 終わ る か わ か らな い とい う時代 に は
， 特 に 子供 を持 つ 親 に と りま して は ， 子

供の 将 来の 確保の ため に仮親 とい い ま して 名付け親 を頼 ん で
， あ る い は 拾い 親

を頼 ん で
， あ る い は 元服 親 を頼 ん で い ざ とい う場 合 に 後 ろ だ て に な っ て もら う

よ うに した わ け で すね 。 も う今 日で は
， 親 は 子 供 を全部育 て 上 げて

，
そ して な

お か つ で す ね ，
い わ ゆ る empty 　nest （空 に な っ た 巣） と呼 ば れ る そ うい う時

期 を 20年 ぐらい 持 つ 現 代 に な っ て お る わ けで すか ら
， もう仮親 なん て 必要 が な

い
。 せ い ぜ い あ ります の は

， 婚礼の 際 の 仲人 親 に その 落ちぶ れ た姿 をと どめ て

76

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

紀 　 要 1

い る わ け で あ ります 。

　しか も
， 今 日 の 葬式 な どを見 て み ます とい う と

， 従 来 は 満 中陰 の 仏事 に は斎

（トキ）が つ きもの で あ ります が ， 従来 は 精 進料 理 で あ る は ず で ご ざい ます が ，

今 日で は お 通夜 の 席 か ら生 の 魚 とか 肉が 食前 に 並 ぶ こ と も少 な くない よ うで あ

ります。 その こ と は近 所づ きあ い とい う意味 もあ る ん で す け ど， 老 い た 親 を と

もか くよ く看 護 を して
， 看 取 っ て

， 往 生 して も ら っ た 。 大 事業 の 完 成 の 席 の よ

うな ， そ うい うと こ ろ もな くは ない
。 当事者 は悲 しみ に 打 ち ひ しが れ て お り ま

して も， 若 い 人 が 亡 くな っ た と きと は ま っ た く違 っ た様 相 を 呈す る ん で す 。 だ

か らそ うい う と こ ろ で は魚 が で て もお か し くは な い
。 そ れ か ら，

お 酒 を少 した

くさ ん 飲 ん で もお か し くな い ， とい うふ うに 考 えて ふ る ま っ て お る 。 そ うい う

の が 現代 の 争議 の 後の 斎の 姿で は な い で し ょ うか 。

　現代 の 仏 事執行の 実態 を知 る た め の 資料 を曹 洞宗の 宗勢総 合調 査 とい うの が

ご ざ い ま すの で
，

そ れ を見 ます と ， 時 間 が あ り ませ ん の で 簡 単 に 申 します とで

すね ，
こ の 調査 が 示す昭和40年か ら昭和60年 まで で す ね ，

3 回の 調 査20年 間ほ

とん ど変化 が な か っ た と言 っ て い い の で は な い か 。 お そ ら く親 族 縁 者 を招 い て

の 供 養 とい うの は 簡略化 され た か も知 れ ませ ん けれ ど も
，

死 亡 が あ っ た家 自体

で 勤 め る 内輪 の 仏 事 の 励 行 度 は ほ とん ど変 化 が な い と言 っ て い い の で は な い か

とい う感 じが 致 し ます 。 そ れ か ら表 の B は， 月忌 とい うの は こ れ は 曹 洞宗 で 月

行 と い うもの で ご ざい ます が
，

こ れ は 全体 と して 変 化 な し と い う， そ うい う感

じが 致 します 。
20年間 と くに 変化 は ない

。 世俗 化 が い わ れ て い ます けれ ど， 昭

和48年 の 後 ，
オ イル シ ョ ッ ク の 後 ， 低 成 長期 に 入 りま して 宗教 回帰 とい うこ と

が 言 わ れ て お りま すが ， そ れ を受 けて い る と も言 えな くは あ りませ ん が
，

と も

か く変化 は な い
。

　 そ れ か ら， こ の 表に は 出 して お き ませ ん で した けれ ど
， 年忌 の 励 行 の 回数，

こ れ は 昭 和40年 と50年 の 調 査 だ け しか ご ざい ませ ん の で ， 出 して お きませ ん で

した け ど
，

こ れ は40年 か ら50年 まで の 間 をみ ます とい う と ， む しろ 励 行度 が 高

ま っ て い る の で は な い か とい うふ うな印 象 の 方 が 強 い わ け で あ ります 。 と い う

こ とは
，

ど う も追 善供 養 とい う意味合い が 薄 れ て
， も っ と別 の と こ ろ に 死 者供
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養 とい い ます か ， そ れ の 意味 が移 っ て い る の で は ない か とい う印象が ある わ け

で あ りま す 。

　今 日
，

80歳 まで 生 きて
，

そ して 亡 くな る とい た し ます と ， 以 前 の 人 は50ぐら

い で 死 ん だ ，
で

， 33回忌 の 弔 い あげ まで 今 日 の 人 は 生 きて しま うわ けで す 。 か

つ て の 人 は 弔 い あ げ まで 供 養 して もら っ て 先 祖様 ご 一
同 の 中 に

一
円融合 す る

，

しか し今 は そ の 時期 まで 生 きて し ま うわ けで あ りますか ら供 養 とい うこ とが あ

ま り切 実 で な い 。 逆 に 言 い ます と， 早 く仏 に な っ て しま う， 早 く供 養 を必 要 と

しない 霊 に な っ て しま うとい うこ とで し ょ うか 。

　そ れ か ら も う一 つ で す ね ， 年忌 な どが 依然 と して 励 行 され て い る
，

い っ そ う

励 行 され て い る と言 え る か も知 れ ない とい う動 向 は
， 私 は死 者 供 養 ， 先祖 供 養

に 新 しい 意味合 い が 加 わ っ て きた か ら じ ゃ な い か
， それ は何 か と言 い ます と

，

自己 確 認 の 機 会 じ ゃ な い か と思 うん で す ね 。 self 　identity とい い ます か 。 自 己

確認 の 機 会 で は ない か 。 親が 死 ん で
， そ う します と50前後か ら60に な っ て い る

わけ で す。 そ うします と， も う先 が見 えて お ります し， 年忌 が勤 め られて い く

うち に
， 勤 め を持 っ て い る 人 も退職 して い く。 ど こ か 勤 め て い る うち は

， 例 え

ば 「成 城大 学の 森 岡で ご ざい ます」 な ど と言 っ て お りま して も， それが な くな

ります と
，
ま っ た くど こ を拠 り所 に して 自分 自身 を位 置づ ける か さ っ ぱ り… …

，

漂 う存在 に な っ て しま うん じ ゃ な い で し ょ うか ね 。 主 婦 は 始 め か ら そ うで す し
，

自営 業者 の 場 合 もそ れ に 近 い と言 え ます し， 老 人 は 先 ほ ど言 っ た よ うに そ れ に

加わ っ て 参 ります。 で す か ら， い よい よ 自己確 認 の よす が を得 る必 要 が 生 じて

い る 年 輩 だ と思 い ます け れ ど
， そ の 場 合 に 自分 を生 ん だ 親 とい うの は 最 も 自己

確認 の 確実な手が か りじゃ ない で しょ うか 。 そ こ に 親族 一 同が くる わ け で す 。

こ うい う兄弟 と親戚 の 人 々 の 中 に あ っ て
， 自分 は社 会 的 な存 在 で あ る ん だ とい

うこ とは
，

理屈 な しに迫 っ て くる思 い じゃ ない か と思 うん で すね 。

　で すか ら， 私 は 励行 され て お る とい うの は現代 の 人 々 が 自己確 認 の 機 会 か ら

疎外 され た場合 に
，

一
番そ れ を得易 い の は

， 親 とか先祖 との 関 わ りに お い て で

ある とい うこ とか らで は ない か とい うふ うに 思 っ て お る わ け で あ ります 。

　 こ れ で 終 わ りた い と思 い ます が
， 本 日説 き落 と した こ とが幾つ もあ る ん で す
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ね 。 そ れ は 先祖 祭祀 と い うの は 先 ほ ど も 申 しま した よ うに 家 とい うの が 背 景 に

あ る わ け な ん で す 。 家の 相 続 人が 祭祀 担 当者 なん で す 。 そ れ か ら ， 家 の 初 代 か

ら代 々 が 先祖 な ん で す ね 。 で ， プ ラ ス ・ア ル フ ァ で そ れ に くっ つ くの が あ る ん

で す ね 。 よそ へ 縁付 い て 帰 っ て きた 兄弟 とか い うの も亡 くな ります と
， そ こ へ

くっ つ く格好 に な りますけ ど も， 基 本的 に は そ うい う もの な ん で す ね 。 とこ ろ

が そ うい う家が 変化 した ， 変貌 して きた ，解 体 して きた 。 そ うす る と先祖 祭 祀

は ど うな る か 。 先祖 祭 祀 は 全 体 と して 家 を忘 れ る ん で す ね 。

　 私 の 考 えで は
， 直系的 な ， ず っ と初代 か ら わ か る家 は そ うない と思 い ますが ，

遡 っ た 形 の 先 祖 祭祀 で は な くて ， 自分 の 身近 な人 の 追憶 ， 先祖祭 祀 とい うよ り

は物故 近親 の 供 養 とい い ますか ， 亡 くな っ た 近親 な ん で す 。 せ い ぜ い 自分 が か

わ い が っ て も ら っ た 祖 父 母 ぐ らい で す ね 。 しか も 日本の 伝 統 的 な先祖 祭祀 で は
，

家 の 直 系の 下 で 妻 方 は 排除 され る わ けで すが ， 現 在は む しろ 夫 方 ほ どで は ない

か も知 れ ませ ん けれ ど も ， 夫 側 もまつ り妻側 もま つ る
。

で すか ら双 系 ， 男 の 系

統 単系 の 先 祖祭祀 の 陰が 薄れ ， 夫 ・妻 と もに 双系の
，

しか しそ ん な に 遠 くへ 行

か ない
。

い わ ば 世代 深度 が 浅い
， そ うい う物 故近 親 の 供養i。 で す か ら死 者供 養

に な っ て い る ん じ ゃ な い か 。 先 祖 祭祀 は 廃 れ た け れ ど，死 者供 養 に な っ て い る 。

先祖 祭 祀 は 廃 れ た とい うけ れ ど， 先 祖 祭 祀 の 基 本 に は 死 者 供養 が あ っ た わ け で

す ね 。

　死 者供 養 が 家 と い う制 度 を土 台 に し て 先相 祭祀 とい う もの を作 り t げ て き

た 。 そ の 家が 変 貌 した り解体す れ ば ，先祖祭祀 自身 は揺 らい で 参 ります けれ ど
，

そ れ は文化 的 伝 統 と して 残 りま し ょ うけ れ ど． 切 実 な 思 い で 再 生 産 され る よ う

な もの で な くな っ て きた 。 切 実 な思 い を もっ て 繰 り返 さ れ る の は 死 者 供 養 じ ゃ

な い か 。 双 系的 な物故 近 親 の 供 養 で は な い か とい うふ うに 思 っ て い る わ けで あ

ります が ， あ ま り詳 しい こ と を申 し上 げ る 時 間 もあ りませ ん の で ，
一

応 こ れ で

本 日の 私 の 責任 は不 十分 な が ら果た した と い うこ と に させ て い た だ けれ ば あ り

が た い と思 い ます 。

（本講議 は平成元 年 5 月24 日 ， 日本伝 道研 究 所の 企 画 して 行 わ れ た もの で す 。 文 責在 記

　者で あ り， 図表 は 省略 しま した 。）
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