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よ

う
な

内
容
を
も
っ

た

概
念
で

あ
ろ

う
か

。

p

巳

巳
ω

日

と

い

う
用
語
は

、

イ

ギ

リ

ス

の

民
族

学
者
で

あ

る

国゚

じd．
→
≦
o
「

が

著
し

た

 
置
ミ
帖

職

ミ

O
ミ
ミ
鳶
（

一

八

七
一
、

一

九
七

四

再
版）

に

出
て

く
る

も
の

で
、

彼
の

造
語
と
い

わ
れ

て

い

る
。

タ

イ

ラ

ー

は
ア
ニ

ミ

ズ

ム

を
次
の

よ

う
に

考
え

て

い

た
冖

霊
的

存
在
者
〔
の

〇

三
ε
巴

げ

巴
目

ぴq
ω）

を

信
じ
る

こ

と

が

理

論

で

あ
り、

そ
れ

ら

を

崇
拝
す
る

こ

と

が

実
践
で

あ
る

よ

う
な
、

古
代
か
ら

続
き
全
世
界
に

広
ま
っ

て

い

る

宗
教

哲
学
で

あ
る

。

ま
た
、

ア
ニ

ミ

ズ

ム

が
高
度
な
文
明
領
域
に

到
達
す
る

筋
道
を

明
ら

か
に
す
る

と
い

う、

自
然

宗
教
の

発
達
〔
ユ
 
く
 

δ
冒

ヨ
 

葺
ω）

に

つ

い

て

考
え
て

い

た
。

タ

イ
ラ

ー

が
考
え
た
自
然
宗
教
の

発
達
−
宗
教

民
族
学
で

は
宗
教
発
展
段
階
論
と
か

宗
教
進
化
論
を
指
す
ー
と

は
、

ア
ニ

ミ

ズ

ム

に

始
ま
っ

た

自
然
宗
教
が
、

精
霊
信
仰
か
ら
自
然
神
崇
拝
や
多
神
教
に

発
達
し、

最
終
的
に
一

神
教
に

至
る
と

い

う
考
え
で

あ
る

。

さ
て

、

こ

こ

か
ら
は
ジ

ャ

イ
ナ
教
が

ア

ニ

ミ

ズ

ム

で

は
な
い

こ

と

を

述
べ
、

そ

の

生

物
観
に
言
及
し
た

い
。

先
ず
最
初

に
述
べ

る
こ

と

は
、

ジ

ャ

イ

ナ
教
は

創
造
神、

絶
対
神
を
認
め

て

い

な
い

こ

と

で

あ
る

。

し
た

が

っ

て
皿

神
教
の

神
が
こ

の

よ

う
な
神
で

あ
る

の

な

ら、

そ
の

対
極
に

あ

る
ア

ニ

ミ

ズ

ム

の

霊

的
存
在

者
を

信
じ
る

あ
り

方

も、

そ
れ
ら
を

崇
拝
す
る
あ
り
方
も
、

ジ
ャ

イ
ナ
教
に

は

な
い

。

人
間
を

動
物
に

含
ん

で

い

る

六
生
類
は、

世

界
（

δ

訂）

に

存
在
し

た

し
、

今
も

存
在
し
て

い

る
。

地、

水、

火、

風、

草
木
穀
物
の

そ
れ
ぞ
れ
の

身
体
の

各
々

の

個

体
に
一

つ

ず
つ

有
し
て

い

る

霊
魂
は
、

信
じ
る

対
象
で

も
な

く

崇
拝
の

対

象
で

も
な
く、

生

類
同
士
が

共
に

生
き
る
た
め

の

個
体
の

主

体

で

あ
ろ

う
。

バ

イ
オ

リ
ー

ジ

ョ

ン

の

視

点
か

ら
見
た

日
本
の

風
土
と

信
仰

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

永
原

　
順
子

　
バ

イ

オ
リ
ー

ジ
ョ

ン

（

bd

百
Φ

αq
δ
ロ
）

と
は
、

生

物
域
、

生
態
域
な
ど
と

訳
さ
れ
、

国
境
な
ど

の

境
界
で

区
切
ら

れ

な
い

、

あ
る
一

つ

の

山
系
や、

河
川
の

流
域
な
ど
の

生

態
的
な
つ

な
が

り
を

も
つ

地
域
の

こ

と
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
生

態
系
の

つ

な
が

り
を

自
覚
し、

復
元
し
つ

つ
、

そ
の

生

態

系
の

＝
部
と

し
て

人
間
の

生

活
を
見
直
し、

持
続
可
能
な
生
態
域
を
目

指

そ

う
と

す
る

活

動
が

バ

イ

オ
リ

ー

ジ

ョ

ナ

リ
ズ

ム

で

あ
る

。

こ

の

活
動

は
、

世
界
各
地、

も
ち
ろ

ん

口
本
で

も、

近
年
活
発
に

行
わ
れ
て

い

る
。

　
こ

の

バ

イ
オ
リ

ー

ジ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

実
践
者
の
一

人
で

あ

る
ゲ

ー

リ

ー
・

ス

ナ
イ
ダ
ー

氏
（

一

九
三

〇
1）
は
、

自
然
と

人

間
と

の

関

係
を
テ

ー

マ

に

多
く
の

作
品
を

書
い

た

自

然
詩
人
と

し

て

も

有
名
で

あ
る

。

氏

は
、

一

九
五
六
年
か
ら
一

九
六

八
年
ま
で

日
本
に

滞
在
し

、

相

国
寺
や

大

徳
寺
で

臨
済
禅
を

学
ん

だ
。

こ

の

時
期
に
氏
は

能
に

没
頭、

中
で

も
特
に

「

山
姥
」

と
い

う
一

つ

の

曲
か
ら

感
銘
を

受
け

、

「

山

姥
」

を
題
材
と
し
た

詩
を
書
く
に
至
る

。

　

能
「

山
姥
」

で

は
、

都
の

遊
女
一

行
が
善
光
寺
参
り
の

途
中

、

一

人
の

老
女
が
住
む
庵
で
一

夜
の

宿
を
借
り
る
と

こ

ろ

か
ら

話
が
始
ま
る

。

そ
の

老
女
は
、

自
ら
が

山
姥
で

あ
る

と

告
白
し、

自
ら
の

境
遇
と
仏

法
の

理
を

説
い

て

や

が
て

姿
を
消
す

。

山
姥
は

能
の

舞
台
に

人
の

形
を
と
っ

て

現
れ

る

が、

そ
の

存

在
が

表
す
の

は、

山
す
な
わ
ち
生

態
系
そ
の

も
の

で

あ
る

。

そ
し
て

山
姥
の

存
在
が
「

邪
正
一

如
」

「

色

即
是
空
」

を
説
い

て
い

る
。

　

以
上、

バ

イ
オ
リ

ー

ジ

ョ

ナ
リ
ズ

ム

の

実
践

者
の
一

人
が
日

本
文
化
に

触
れ

、

そ
の

う
ち
の

能、

特
に

「

山
姥
」

に

共

鳴
し

た、

と
い

う
事
実
は

何
を

示
唆
す
る

の

か
。
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ま
ず
は

じ
め

に
思
い

つ

く
の

は
、

「

バ

イ
オ
リ

ー

ジ
ョ

ン

な
ど

と

い

う

、
言

葉
で

語
ら
れ

る
前
に
、

日
本
人
は

古
来
そ
う
い

う
思

想
を

持
っ

て

い

る

の

だ
、

何
を
い

ま
さ
ら

。

」

と
い

う
驕
り
と、

そ

れ

に
対

す
る

「

そ
の

思

想
を

忘
れ
て

し

ま
っ

た

か
ら

こ

そ
。

い

ま
さ

ら
”

な

が
ら

声
高
に

言
わ
れ

て

い

る

の

だ
。

」

と
い

う、

灯
台
も
と

暗
し
の

ア

イ

ロ

ニ

ー
、

と
い

う
構

図
で

あ
る

。

こ

れ
は
、

や
は

り
温
故
知
新
だ

、

と

簡
単
に

解
決
で

き
る

問

題
で

は

な
い

。

能
が

日
本
の

「

伝
統
文
化
」

と

し
て

人
々

か

ら

遠
い

存
在

に

な
っ

て

し
ま
っ

た

こ

と
と

も
無
関
係
で

は

あ
る

ま
い

。

　

次
に

、

改
め

て

自
然
と

人

間
と

の

関
係
を

、

今
回
の

焦

点
で

あ
る

能

「

山

姥
」

を
入

り
口

と

し
て

見
て

み
よ

う
。

能
以

外
で

の

山

姥
像
は

、

金

太
郎
の

母
と
い

う
伝
説
も
あ
る

が
、

や

は

り
人

食
い

な
ど
の

恐
ろ

し

い

存

在
で

あ
る

こ

と

が
多
い

。

そ
れ
に

対
し

能
の

「

山
姥
」

で

は
、

人
々

を

助

け
る

山

姥
の

話
が
語
ら

れ
、

登
場
し
た

山
姥
は

仏
法
の

哲
理
を

説
く

。

能

で

は
、

人

間
が
お

そ
れ

る

存
在
で

は

な
く、

「

煩
悩
」

や

「

妄
執
」

に

つ

い

て

語
り、

む

し
ろ

人
間
に

近
い

も
の

と

し

て

位
置
づ

け
ら
れ

て

い

る
。

自
然
へ

の

姿
勢
と
し

て
、

一

方
的
な
畏
れ
で

も

な
く

、

か
と
い

っ

て

無
理

矢
理

支
配

す
る

と
い

う
の

で

も
な

く、

対
等
に

対
話
す
る

あ
り
か

た

が

見

て

取
れ

る
。

こ

の

傾
向
は

「

山
姥
」

だ

け
で

は

な
く

、

他
の

多
く
の

能
で

見
ら
れ

る
。

鬼
神、

竜
神

、

精
霊、

あ
ら
ゆ
る

も
の

が

舞
台
に

現
れ

、

人

間
と

、

ひ
い

て

は

観
客
と

対
話
す
る

。

無
論

、

山
姥
が

豹
変
す
る

よ

う
に

自
然
は

豹
変
す
る

。

人
々

は

生

活
の

営
み
の

中
で

自
然
と

対
話
し、

対
峙

し

た
か
ら
こ

そ
、

無
常
観

、

信
仰
心、

恵
み

の

享
受

、

等
々
、

様
々

な

も

の

を

学
ん

で

き
た

の

だ
。

　

ま
た

、

あ
ら

ゆ
る

も
の

が

人
の

形
を
と

っ

て

現
れ
る

こ

と

を、

昨
年

「

擬
人

化
」

と

い

う
テ

ー

マ

で

述
べ

た
が

、

ほ

か

に

よ
い

言
葉
が

見
つ

か

ら

な

か
っ

た
と
は

い

え、

こ

こ

に

も

矛
盾
が

あ
る

。

「

擬
人
」

と
は

「

人

に

な
ぞ

ら
え
る
」

と
い

う
表
現
で

、

語
句
を
弄
す
る

つ

も

り
は

な
い

が
、

今
考
え
て

み

る

と

そ

こ

に

は
人
間
か
ら
の
一

方
的
な

視
点
が

透

け
て

見
え

る
。

自
然
も

語
り

、

人
も
語
る

。

そ
の

「

場
」

を
能
は

提
供
し

て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

そ

れ
以
上
で

も
そ
れ
以

下
で

も
な

い
。

シ

ン

ポ
ジ
ウ
ム

で

は

「

宗
教
の

公
益
」

が
テ

ー

マ

で

あ
っ

た

が
、

そ
の
一

つ

の

鍵
は
、

「

宗
教

が
、

自
然
と
の

対

話
の

バ

ラ

ン

ス

を
い

か

に
し

て

と

り
も
ど
せ

る

の

か
」

に

あ
る

と

考
え
る

。

祟
り

神
と

し

て

の

放
射
能

　

　
　

仮
面
の

「

一

神
教
」

と

祀
り
の
手
筈

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

實
川
　
幹
朗

　
東
日
本
大
震
災
を

機
に

、

私
た

ち
は

「

自
然
」

と

の

付
き
合
い

を

問
わ

れ

て

い

る
。

近
代
で

は

物
質
は

、

ハ

イ
デ

ゲ
ル

の

言
う
如
く
用
材、

人
間

の

目
的
に

合
理
的
に

配
置

、

使
役
さ
れ
る

道
具
と
枠
付
け
ら

れ

る
。

し

か

し
、

巨
大
地

震
の

力
は

人
間
の

備
え
を
打
ち
砕
き、

自
慢
の

設
備
に

大
量

の

放
射
性
物
質
を

撒
き
散
ら
さ

せ

た
。

近
代
の

身
構
え
に
落
ち
度
が
隠
れ

て

い

る
と
の
、

教
え
で

は

な
い

か
。

　
ア

メ

リ

カ

の

社
会

学
者
リ
ッ

ツ

ァ

ー

は
、

「

効
率
性、

計
算
可

能
性、

予
測
可
能
性、

制
御
」

が
、

社
会
の

「

マ

ク
ド
ナ
ル

ド
化
」

を
進
め

て

い

る

と

し
た

。

し
か

し
こ

れ
は
、

百
年
以
上

前
に

ヴ
ェ

ー

ベ

ル

が
述
べ

た

プ

ロ

テ
ス

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

の

「

目
的
合
理

性
」

に

等
し
い

。

そ
し

て
、

「

科
学

の

条
件
」

と

さ
れ

る
「

再
現
可
能
性
」

の

言
い

換
え
で

も
あ
る

。

近
代
の

科
学
論
は

予
測
を
要
め

と

し、

こ

れ
で

「

自
然
」

を
支
配

、

制

御
し
た

が

る
。

物

質
を
人
間
の

奴
隷
と

す
る

こ

と

が
「

科
学
的
認
識
」

な
の

で

あ
る

。
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