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「 脳 科 学 の 観 点 か ら 見 た 統 一 医 学 の 発 展  

～ ど の よ う に し て 認 識 が な さ れ る の だ ろ う か ？ 」 

鈴 木 重 裕  Ph.D., M.D.  

 

＜ 要 約 ＞ 

東 洋 医 学 と 西 洋 医 学 は そ れ ぞ れ 発 展 し て き て お り 、 代 替 医 療 や 補

完 医 療 を 含 む 統 合 医 学 あ る い は 全 人 的 医 学 と し て ま と ま り つ つ あ る

よ う に 思 わ れ る 。 し か し な が ら 、 医 学 に お い て は 、 霊 性 と い う 側 面

へ の 取 り 組 み こ そ が 最 も 重 要 で あ る と 思 わ れ る 。 心 を 形 成 す る た め

に は 、 間 脳 や 右 脳 の 役 割 が 不 可 欠 で あ る が 、 そ れ で は 認 識 と は ど の

よ う に し て な さ れ る の で あ ろ う か ？ 

統 一 思 想 に よ れ ば 、 認 識 に は 、 感 性 的 段 階 、 悟 性 的 段 階 、 理 性 的

段 階 と い う 三 つ の 段 階 が 存 在 す る 。 そ し て 認 識 は 心 と 脳 の 授 受 作 用

を 通 し て 、 記 憶 と 情 報 の 照 合 に よ っ て な さ れ て い る 。  

 脳 科 学 の 観 点 か ら み て も 、 こ の よ う な 認 識 の 三 段 階 に は 、 そ れ ぞ

れ に 対 応 す る 生 理 過 程 が 存 在 し て い る こ と が わ か る 。 特 に 悟 性 的 認

識 で は 、 海 馬 と 扁 桃 体 は 記 憶 と 認 識 に 関 わ る 優 れ た 役 割 を 演 じ て お

り 、 大 脳 皮 質 の 認 識 機 能 を 引 き 起 こ す 機 序 は 、 海 馬 と 扁 桃 体 を 中 心

と し た 大 脳 辺 縁 系 に よ っ て 営 ま れ て い る の で あ る 。 そ し て さ ら に 、

右 脳 に お け る 共 鳴 機 能 は 、 よ り 高 次 な 認 識 能 力 を 展 開 す る た め に 重

要 で あ り 、 こ れ に よ っ て 認 識 は 、 理 性 的 段 階 を 超 え て 「 霊 性 的 段

階 」 と い う 最 も 高 い 次 元 へ と 高 め ら れ て い く の に 違 い な い 。 

 

＜ 序 論 ＞ 

 統 一 医 学 は 真 の 愛 、 真 の 生 命 、 真 の 血 統 の 医 学 で あ る 。 そ れ は レ

バ レ ン ト ・ ム ー ン (1920~) に よ る 統 一 思 想 、 即 ち 「 神 主 義 」 に 基 づ い

て い る 。 統 一 医 学 の 目 的 は 、 人 類 一 家 族 の 理 念 を 実 施 す る の と 同 時

に 、 人 間 の 健 康 を 苦 し め る あ ら ゆ る 難 問 題 を 根 本 的 に 解 決 す る こ と

に よ っ て 、 永 遠 な る 神 の 愛 の 理 想 世 界 を 実 現 し よ う と す る こ と で あ

る 。 

最 近 で は 、 東 洋 医 学 と 西 洋 医 学 は そ れ ぞ れ 発 展 し て き て お り 、 代

替 医 療 や 補 完 医 療 を 含 む 統 合 医 学 あ る い は 全 人 的 医 学 と し て ま と ま

り つ つ あ る よ う に 思 わ れ る 。 し か し な が ら 、 医 学 に お い て は 、 霊 性

と い う 側 面 へ の 取 り 組 み こ そ が 最 も 重 要 で あ る 。 な ぜ な ら 、 私 た ち

が 神 の 子 に な る た め に は 霊 性 に お い て 神 に 似 る こ と が 私 た ち の 最 初

の 責 任 で あ る か ら だ 。 統 一 思 想 で は 、 最 も 重 要 な 神 の 霊 性 （ 神 性 ）

と し て 「 心 情 」、 「 ロ ゴ ス （ 理 法 ）」、 「 創 造 性 」 を 挙 げ て い る 。 特

に 心 情 は 真 の 愛 を 通 し て 喜 び を 実 感 す る た め の 情 的 な 衝 動 で あ る 。

言 い 換 え れ ば 、 心 情 は 神 性 の 核 心 で あ り 、 心 情 を 中 心 と し て 、 生 心

（ 霊 人 体 の 心 ） と 肉 心 （ 肉 身 の 心 ） が 授 受 作 用 に よ っ て 一 つ に な っ
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た と き に 心 （ 本 然 の 心 ） が 形 成 さ れ る の で あ る (UT, 186) 。 心 を 形 成

す る た め に は 、 間 脳 や 右 脳 の 役 割 が 不 可 欠 で あ る が (Suzuki, 2006) 、

そ れ で は 認 識 と は ど の よ う に し て な さ れ る の で あ ろ う か ？ そ し て 心

と 認 識 と は ど の よ う な 関 係 が あ る の だ ろ う か 。 私 は こ こ で 、 脳 科 学

( 主 に 記 憶 ) の 観 点 か ら 、 認 識 に つ い て 述 べ て み た い と 思 う 。 

 

＜ 本 論 ＞ 

認 識 は ど の よ う に し て な さ れ る の で あ ろ う か 。 統 一 思 想 に よ れ ば 、

認 識 と は 人 間 主 体 が 喜 び の 対 象 、 美 の 対 象 、 主 管 の 対 象 で あ る 万 物

を 判 断 す る 行 為 で あ る 。 そ の 時 、 認 識 、 即 ち 判 断 は 「 経 験 」 を 伴 う

の で あ り 、 ま た 判 断 は 「 理 性 」 の 働 き に よ っ て な さ れ る 。 従 っ て 経

験 と 理 性 は 同 時 に 必 要 で あ る 。 こ の よ う に 統 一 認 識 論 に お い て 、 経

験 と 理 性 は 両 者 と も に 必 須 の も の で あ り 、 両 者 が 統 一 さ れ る こ と に

よ っ て 認 識 が 成 立 す る と 見 る の で あ る 。 そ し て 人 間 と 万 物 は 主 体 と

対 象 の 関 係 に あ る か ら 、 人 間 は 万 物 を 認 識 す る こ と が で き る の で あ

る (UT, 318) 。 

ま た 、 認 識 は 必 ず 判 断 を 伴 う が 、 判 断 と は 一 種 の 測 定 作 用 で あ る

と み な す こ と が で き る 。 測 定 に は 基 準 （ 尺 度 ） が 必 要 で あ る が 、 認

識 に お け る 基 準 と な っ て い る の が 、 人 間 の 心 の 中 に あ る 観 念 で あ り 、

そ れ が 「 記 憶 」 で あ る 。 「 記 憶 」 は 心 の 中 に あ る 映 像 で あ り 、 内 的

な 対 象 で あ る 。 こ の 心 の 中 の 映 像 （ 内 的 映 像 、 即 ち 記 憶 ） と 外 界 の

対 象 か ら く る 映 像 （ 外 的 映 像 、 即 ち 情 報 ） と が 照 合 さ れ て 、 認 識 が

な さ れ る の で あ る (UT, 319) 。 そ れ で は 認 識 と は 具 体 的 に い か な る も

の で あ ろ う か 。 

認 識 に は 、 感 性 的 段 階 、 悟 性 的 段 階 、 そ し て 理 性 的 段 階 と い う 三

つ の 段 階 が 存 在 す る (UT, 333-337) 。 大 脳 生 理 学 に よ れ ば 、 こ の よ う

な 認 識 の 三 段 階 に 対 応 す る 生 理 過 程 が あ る こ と が わ か る 。  

第 一 は 、 ま ず 光 、 音 、 味 、 香 り 、 皮 膚 感 覚 な ど の 情 報 が 末 梢 神 経

を 通 じ て 、 そ れ ぞ れ 、 視 覚 、 聴 覚 、 味 覚 、 嗅 覚 、 皮 膚 感 覚 （ 体 性 感

覚 ） な ど の 感 覚 野 に 伝 わ る 。 感 覚 野 に お け る 生 理 的 過 程 が 感 性 的 段

階 の 認 識 に 対 応 す る 。 

第 二 は 、 感 覚 野 の 情 報 は 頭 頂 連 合 野 に 集 め ら れ て 、 そ こ で 理 解 さ

れ 判 断 さ れ る の で あ る が 、 こ れ が 悟 性 的 段 階 の 認 識 に 対 応 す る 。  

最 近 の 脳 科 学 の 研 究 で は 、 大 脳 辺 縁 系 に 存 在 す る 海 馬 が 情 報 の 記

憶 の 最 初 の 役 割 を 果 た し 、 扁 桃 体 が 価 値 判 断 （ 照 合 ） し た 後 、 記 憶

は 側 頭 葉 に 永 続 的 に 蓄 え ら れ る と さ れ て い る 。 つ ま り 、 海 馬 と 扁 桃

体 は 記 憶 と 認 識 に 関 わ る 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る の で あ り 、 大 脳 皮

質 の 認 識 機 能 を 引 き 起 こ す 機 序 は 、 海 馬 と 扁 桃 体 を 中 心 と し た 大 脳

辺 縁 系 に よ っ て 営 ま れ て い る と 言 う こ と が で き る (Matsuzawa et.al., 

1990)。 言 い 換 え る と 、 認 識 に 際 し て 、 こ の よ う な 記 憶 （ 蓄 積 さ れ て
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い る 知 識 ） が 、 感 覚 器 官 を 通 じ て 入 っ て き た 外 界 の 対 象 の 情 報 と 照

合 さ れ 、 判 断 さ れ る と い う こ と な の で あ る (Goudet-Perrot, 1970) 。 

第 三 は 、 こ の 理 解 、 判 断 に 基 づ い て 前 頭 連 合 野 に お い て 思 考 が な

さ れ 、 創 造 活 動 が 行 わ れ る の で あ る が 、 こ れ が 理 性 的 段 階 の 認 識 に

対 応 す る 。 

こ の 段 階 に お い て は 、 ワ ー キ ン グ メ モ リ ー が 重 要 で あ る 。 こ れ は

「 短 期 記 憶 」 に 代 わ る 概 念 と し て 提 唱 さ れ 、 行 動 や 決 断 に 必 要 な 情

報 を 一 時 的 に 保 持 し つ つ 操 作 す る 認 知 機 能 の こ と で あ る (Baddeley, 

1986; Atkinson and Shiffrin, 1968; Shallice, 1988))。 

そ れ で は 、 脳 の 産 物 あ る い は 機 能 で あ り 、 客 観 的 実 在 を 反 映 す る

と さ れ て い る 心 が い か に し て 論 理 的 な 認 識 （ 抽 象 、 判 断 、 推 理 ） な

ど を 行 い う る か 、 さ ら に 、 い か に し て 実 践 を 指 令 し う る の で あ ろ う

か 。 こ こ で 、 心 と 認 識 の 関 係 に つ い て 述 べ た い と 思 う 。  

統 一 思 想 に よ れ ば 、 す べ て の 存 在 は 神 の 二 性 性 相 に 似 る よ う に 作

ら れ て い る の で 、 精 神 作 用 も 同 様 に 二 性 性 相 か ら な っ て い る 。 人 間

は 心 と 体 の 二 重 的 存 在 で あ る が 、 人 体 を 構 成 し て い る 細 胞 、 組 織 、

器 官 等 も す べ て 心 的 要 素 と 物 質 的 要 素 か ら 構 成 さ れ て い る の で あ る 。

そ れ ば か り で な く 、 人 間 の あ ら ゆ る 活 動 や 作 用 も 二 重 的 で あ っ て 、

そ こ に は 必 ず 心 理 作 用 と 生 理 作 用 が 並 行 し て 行 わ れ て い る 。 従 っ て

認 識 作 用 に お い て も 必 ず 心 理 的 過 程 と 生 理 的 過 程 が 並 行 し て い る の

で あ る 。 こ れ は 認 識 作 用 が 心 と 脳 の 授 受 作 用 に よ っ て 行 わ れ る こ と

を 意 味 し て い る (UT, 447) 。 言 い 換 え れ ば 、 認 識 や 実 践 は 脳 に お け る

生 理 的 過 程 の み で は 決 し て な さ れ ず 、 心 と 脳 の 授 受 作 用 に よ っ て な

さ れ る も の な の で あ る 。 

 と こ ろ で 、 記 憶 と は 、 認 識 に 際 し て 主 体 が あ ら か じ め 持 っ て い る

観 念 や 概 念 を 言 う が 、 統 一 思 想 で は こ れ を 「 原 型 」 と い う 。 こ れ は

主 体 の 中 の 心 的 映 像 （ 内 的 映 像 ） を 言 い 、 「 原 意 識 」 の 中 に 現 れ る

次 の 二 つ の 要 素 、 即 ち 、 細 胞 や 組 織 の 属 性 の 映 像 で あ る 「 原 映 像 」

と 、 そ の 「 関 係 像 」 か ら な る (UT, 321-322) 。 そ れ で は 、 「 原 意 識 」

と は 何 で あ ろ う か 。 

 統 一 思 想 に よ る と 、 原 意 識 は 細 胞 に 浸 み 込 ん だ 宇 宙 意 識 の こ と で

あ る (UT, 323) 。 こ の こ と は 細 胞 が 目 的 意 識 を 持 ち な が ら 、 情 報 に 基

づ い て 一 定 の 機 能 を 果 た す こ と を 意 味 し て い る 。 実 際 に 、 一 個 の 細

胞 を 見 て も 、 細 胞 質 か ら 核 へ の 情 報 の 伝 達 と こ れ に 対 す る 核 の 反 応

が 絶 え ず 繰 り 返 さ れ な が ら 、 細 胞 の 生 存 、 増 殖 な ど が 営 ま れ て い る

の で あ る 。 従 っ て 、 一 個 の 細 胞 に お い て も 自 律 性 を 見 出 す こ と が で

き る (Ueda et.al., 1990; Freeman, 1991; Nakagaki & Ueda, 1996) 。 こ の 細 胞

に お け る 自 律 性 こ そ 、 「 原 意 識 」 に 他 な ら な い 。 つ ま り 、 生 理 的 過

程 の 背 後 に は 必 ず 意 識 過 程 が 存 在 し て い る の で あ る (UT, 341-344) 。 

 さ ら に 脳 科 学 の 観 点 か ら 言 え ば 、 認 識 に お い て 生 じ た 観 念 が 、 記
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憶 と し て 脳 の 一 定 の 箇 所 に 貯 蔵 さ れ る と き に は 、 そ の 観 念 は ニ ュ ー

ロ ン の 特 殊 な 結 合 の 様 式 と し て 記 号 化 さ れ 、 ま た そ の 記 号 化 さ れ た

記 憶 が 、 必 要 に 応 じ て 想 起 さ れ る と き に は 、 意 識 は 記 号 を 解 読 し て

観 念 と し て 理 解 す る と い う 。 即 ち 、 記 憶 の 貯 蔵 と 想 起 に お い て も 、

「 観 念 の 記 号 化 」 と 「 記 号 の 観 念 化 」 が 行 わ れ て い る と 見 る こ と が

で き る (Gazzaniga & Ledoux, 1978) 。 こ う し た 「 観 念 」 と 「 記 号 」 の 相

互 転 換 は 、 認 識 作 用 が 心 的 過 程 と 生 理 的 過 程 の 授 受 作 用 に よ っ て 営

ま れ て い る こ と を 裏 づ け る も の で あ る 。  

さ ら に ま た 、 記 憶 と い う 側 面 か ら 、 認 識 （ イ メ ー ジ 機 能 ） の 概 念

を 支 え る 多 く の 科 学 的 な 見 解 が 示 さ れ て き た 。 あ る 研 究 者 た ち に よ

る と 、 長 期 記 憶 は 一 つ の 特 殊 な 場 所 に 蓄 え ら れ る の で は な く 、 イ メ

ー ジ と し て 脳 全 体 に 広 が り 蓄 え ら れ る も の だ と い う 。 こ の 中 で 最 も

優 れ た 研 究 が 神 経 外 科 医 で あ る プ リ ブ ラ ム (1919~) に よ っ て な さ れ た 。

彼 は 、 脳 外 傷 の 患 者 た ち が 脳 を 広 く 切 除 さ れ て も 、 彼 ら が い か な る

記 憶 も 失 わ な か っ た こ と に 気 が つ い た 。 脳 が 情 報 を 処 理 で き る ホ ロ

グ ラ フ ィ ー 装 置 と し て 作 動 し 、 記 憶 の 断 片 か ら 全 体 の 記 憶 を 構 成 す

る と 彼 は 信 じ た の で あ る 。 

ホ ロ グ ラ ム は 、 レ ー ザ ー 光 線 を 2 つ の 別 個 の 光 線 に 分 割 す る こ と

に よ っ て 作 ら れ る 。 一 方 の 光 線 は 対 象 に ぶ つ か り 、 も う 一 つ の 直 接

進 む 光 線 と ホ ロ グ ラ ム 上 で 合 流 す る よ う に な っ て い る 。 そ う す る こ

と で 、 対 象 と は 似 て も 似 つ か ぬ 干 渉 縞 が 形 成 さ れ る が 、 そ れ は 対 象

の イ メ ー ジ を 再 生 す る の に 必 要 な す べ て の 情 報 を 含 ん で い る 。 つ ま

り ホ ロ グ ラ ム は イ メ ー ジ 空 間 の フ ー リ エ 変 換 な の で あ る 。 そ れ は 従

来 の 写 真 技 法 に よ っ て 記 録 さ れ る 時 空 情 報 と い う よ り は 、 む し ろ 頻

度 の 情 報 を 記 録 し た も の で あ る と い う 。  

プ リ ブ ラ ム の 考 え で 最 も 際 立 っ て い た こ と は 、 イ メ ー ジ を 記 憶 す

る 写 真 の 感 光 板 が 二 分 さ れ た と し て も 、 そ れ ぞ れ が 対 象 の 完 全 な イ

メ ー ジ を 記 憶 し 、 容 易 に イ メ ー ジ を 再 現 で き る と い う 点 で あ っ た 。

こ れ は 、 脳 の 中 の 記 憶 が 作 用 し て い た か ら だ と 考 え ざ る を 得 な い 。

写 真 の 感 光 板 を さ ら に 細 分 化 し て も 、 各 断 片 は イ メ ー ジ 全 体 を 再 現

す る の に 必 要 な 情 報 を 含 ん で い た の で あ る 。 こ の よ う な こ と か ら 、

彼 は 従 来 の 常 識 を 覆 す 脳 の ホ ロ グ ラ フ ィ ー 理 論 を 提 唱 し た (Pribram, 

1969; 1977) 。 そ し て 脳 細 胞 そ の も の が 干 渉 を 引 き 起 こ す よ う な 波 動

的 パ タ ー ン を 生 み 出 し て い る の で は な い か と い う 仮 説 を 立 て た の で

あ る (Pribram, 1969)。 即 ち 、 脳 に は 、 現 在 の 認 識 を 超 え て 別 の 次 元 に

つ な が る よ う な 超 次 元 の 変 換 機 能 あ る い は 転 送 機 能 が 備 わ っ て い る

可 能 性 が あ る と い え る 。 

さ ら に 心 理 生 物 学 者 で あ り 1981 年 に ノ ー ベ ル 賞 を 受 賞 し た ス ペ リ

ー (1913~1994) は 、 2 つ の 大 脳 半 球 が そ れ ぞ れ 別 々 の 機 能 を 持 つ こ と

発 見 し た 。 左 脳 は 理 性 、 言 語 、 お よ び 読 書 な ど に 関 係 し て お り 、 一
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方 、 右 脳 が 芸 術 、 音 楽 、 お よ び 創 造 的 な 活 動 な ど の 言 葉 を 用 い な い

プ ロ セ ス に 深 く 関 係 し て い る 。 彼 は 、 人 間 の 脳 が 左 右 の 機 能 を 専 門

化 し 、 両 脳 が 独 立 し て 実 際 に 作 動 で き る こ と に 気 が つ い た の で あ る

(Sperry, 1981) 。 即 ち 、 顕 在 意 識 に 関 与 し 論 理 的 な 思 考 を す る 左 脳 は 、

情 報 の や り と り の た め に 言 語 回 路 を 使 い 、 ゆ っ く り 情 報 を 取 り 入 れ

て 、 し か も 繰 り 返 し を 要 す る 。 し か し 右 脳 は 、 潜 在 意 識 に 関 わ り 直

観 的 で あ り 、 イ メ ー ジ に よ っ て 情 報 を 伝 え 、 迅 速 に 情 報 を 取 り 入 れ

て 、 繰 り 返 し を 必 要 と し な い の で あ る 。 ま た 右 脳 は 、 霊 的 知 覚 の 基

礎 に な る 体 の 細 胞 よ り 得 た 情 報 か ら 心 的 イ メ ー ジ を 創 出 す る こ と が

で き る 。 ま た 、 写 真 で 写 し た よ う な 記 憶 を 持 つ こ と に よ っ て 、 記 憶

に 蓄 え ら れ た 情 報 に す ば や く ア ク セ ス で き る こ と が 認 め ら れ て い る 。  

し か し な が ら 、 左 右 の 脳 半 球 の 機 能 は そ れ ぞ れ 反 対 に 働 く が 、 脳

梁 を 介 し て 相 補 的 で あ り 、 統 合 的 で も あ る 。 

右 脳 の 機 能 に つ い て 、 七 田 眞 (1929~) は 、 次 の 三 つ の 機 能 が 特 に 重

要 で あ る と 強 調 し て い る 。 第 一 は 、 右 脳 に は 「 超 高 速 、 大 量 記 憶 機

能 」 が あ る こ と で あ る 。 第 二 は 、 右 脳 に は 「 超 高 速 自 動 処 理 機 能 」

が あ り 、 個 人 的 な 経 験 を 超 越 す る イ メ ー ジ に よ っ て 、 記 憶 と 知 識 を

結 ぶ 超 高 速 自 動 処 理 機 能 を 発 揮 さ せ る こ と が で き る の で あ る 。 第 三

は 、 右 脳 に は 「 同 調 、 共 鳴 す る 機 能 」 が あ る こ と で あ り 、 宇 宙 と 共

鳴 す る 波 動 を 作 り 出 す 機 能 を も っ て い る 。 重 要 な の は 、 宇 宙 の 波 動

が 7.5 Hz で あ り 、 こ れ は ま さ に ア ル フ ァ 波 と シ ー タ 波 の 間 の 境 界 で

あ る が 、 こ の 時 に 右 脳 の 共 鳴 機 能 が 最 も 高 ま る の だ と い う 。 瞑 想 を

通 し て 、 人 は 宇 宙 と 同 じ 周 波 数 の 脳 波 を 維 持 す る こ と が で き る 。 理

論 上 は 、 宇 宙 の パ ワ ー を 自 ら に 受 け 入 れ る こ と も 可 能 な の で あ る 。

イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ を 繰 り 返 す こ と に よ っ て 、 人 の 感 性 は よ り 鋭

く な る か も し れ な い 。 人 は 、 直 観 力 を よ り 強 く 高 め る こ と も で き る

し 、 透 視 や テ レ パ シ ー 、 ESP な ど 、 よ り い っ そ う 高 度 な 認 識 能 力 を

発 展 さ せ る こ と も で き る で あ ろ う (Shichida, 1993; 1994; 1997)。 

最 後 に 、 最 も 高 い 次 元 と し て の 霊 性 的 段 階 の 認 識 は ど の よ う に し

て な さ れ る の で あ ろ う か 。 そ し て 統 一 世 界 に お け る 医 学 の 究 極 的 な

目 的 を 達 成 す る た め に は 何 が 必 要 な の で あ ろ う か 。 そ れ は 霊 性 を 完

成 さ せ る こ と に 尽 き る で あ ろ う 。 な ぜ な ら 、 人 間 の 霊 人 体 と 肉 身 の

関 係 に お い て 、 よ り 重 要 な の は 肉 身 で は な く 霊 人 体 で あ る か ら で あ

る 。 つ ま り 人 間 の 肉 身 が 土 に 帰 っ て い く と き 、 肉 心 は 消 え る が 、 生

心 と 肉 心 の 授 受 作 用 に よ っ て 生 じ た 心 は 、 霊 人 体 の 中 に そ の ま ま 残

る よ う に な る か ら で あ る (DP, 63-64) 。 ま た 、 霊 人 体 は 肉 身 を 土 台 と

し て 、 生 心 を 中 心 と し て 、 創 造 原 理 に よ る 秩 序 的 三 期 間 を 通 じ て 成

長 し 、 完 成 す る よ う に な っ て い る 。 神 を 中 心 と し て 、 霊 人 体 と 肉 身

が 完 全 な 授 受 作 用 を し て 合 性 一 体 化 す る こ と に よ り 、 四 位 基 台 を 完

成 す れ ば そ の 霊 人 体 は 生 霊 体 に な り 、 霊 性 が 完 成 さ れ る 。 こ の よ う
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な 霊 人 体 は 無 形 世 界 の す べ て の 事 実 を そ の ま ま 認 識 す る こ と が で き

る の で あ る 。 

レ バ レ ン ト ・ ム ー ン は 御 言 葉 集 の 中 で 次 の よ う に 述 べ て い る 。

「 現 象 世 界 で あ り 有 限 世 界 で あ る 地 上 界 の 人 生 で 、 肉 身 を 土 台 と し

て 霊 人 体 を 完 成 さ せ る べ き 責 任 が あ る と い う こ と で す 。 だ か ら と い

っ て 、 霊 人 体 の 完 成 が 自 動 的 に や っ て く る の で は あ り ま せ ん 。 必 ず

真 の 愛 の 実 践 を 通 し て 、 体 と 心 が 完 全 一 体 と な っ た 人 生 の 土 台 の 上

で 、 初 め て 完 熟 し た 霊 人 体 が 結 果 と し て 実 っ て い く の で す (Moon, 

2006) 。」  

 

＜ 結 論 ＞ 

 心 情 は 神 性 の 核 心 で あ り 、 心 は 生 心 と 肉 心 の 授 受 作 用 を 通 し て 、

心 情 に よ っ て 形 成 さ れ る が 、 認 識 は 心 と 脳 の 授 受 作 用 を 通 し て 、 記

憶 と 情 報 の 照 合 に よ っ て な さ れ る 。 こ の と き 、 海 馬 と 扁 桃 体 は 記 憶

と 認 識 に 関 わ る 優 れ た 役 割 を 演 じ て お り 、 大 脳 皮 質 の 認 識 機 能 を 引

き 起 こ す 機 序 は 、 海 馬 と 扁 桃 体 を 中 心 と し た 大 脳 辺 縁 系 に よ っ て 営

ま れ て い る と い う こ と が わ か る 。 

 特 に 、 右 脳 に お け る 共 鳴 機 能 は 、 よ り 高 次 な 認 識 能 力 を 展 開 す る

た め に 重 要 で あ る 。 そ し て こ れ に よ っ て 、 認 識 は 理 性 的 段 階 か ら

「 霊 性 的 段 階 （ 仮 称 ）」 と い う 最 も 高 い 次 元 に 高 め ら れ て い く の に

違 い な い 。 そ の た め に は 、 霊 人 体 が 神 の 愛 を 中 心 と し て 、 霊 人 体 と

肉 身 が 完 全 な 授 受 作 用 を な し て 合 性 一 体 化 し 、 生 霊 体 と な り 、 霊 性

が 完 成 さ れ な け れ ば な ら な い の で あ る 。  

従 っ て 、 神 の 真 の 愛 を 中 心 と す る と き の み 、 人 間 は 初 め て 万 物 の

創 造 目 的 を 理 解 し 、 万 物 に 関 す る 真 な る 知 識 を 得 る よ う に な り 、 真

の 認 識 が な さ れ る の だ と 思 わ れ る 。 

（ 御 清 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。）  
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