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で
す
。
し
か
し
、
そ
の
不
安
を
抱
い
た
ま

ま
で
は
、
人
は
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
い
つ
の
間
に
か
こ

れ
も
忘
れ
て
い
く
。
人
間
は
こ
の
繰
り
返

し
で
生
き
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。地

震
は
そ
も
そ
も
予
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
発

生
す
る
と
、
人
々
は
ど
こ
へ
逃
げ
て
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
。
隣
に
い
る
人
間
が
死

ん
で
、
自
分
が
生
き
残
る
か
も
し
れ
な
い
。

逆
に
、
自
分
は
死
ん
で
、
隣
の
人
間
が
生

き
残
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
一
種
運
命
的
な
災
害
と
い
う

の
は
、
人
間
を
宗
教
的
た
ら
し
め
る
本
質

を
持
っ
て
い
ま
す
。
洪
水
や
竜
巻
な
ど
、

地
上
で
起
こ
り
う
る
災
害
は
さ
ま
ざ
ま
あ

り
ま
す
が
、
地
震
と
い
う
も
の
は
、
最
も

本
質
的
に
宗
教
的
契
機
を
は
ら
ん
だ
災
害

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

そ
の
地
震
と
千
年
、
二
千
年
、
一
万
年

と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
日
、
私
が
あ
ら
た
め
て
思
う

の
は
、
自
然
災
害
の
中
で
、
と
り
わ
け
地

震
災
害
が
持
つ
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て

で
す
。
地
震
に
は
、
そ
も
そ
も
人
間
存
在

を
根
底
か
ら
脅
か
す
恐
る
べ
き
力
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
確
率
予
測
は

で
き
て
も
、
そ
の
発
生
を
予
知
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
地
震
が
い
つ
、
ど

こ
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
で
起
こ
る
か

は
結
局
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
勢

い
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
そ
の
不
安
か

ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
忘
れ
る
し

か
な
い
。

た
と
え
ば
三
・
一
一
の
直
後
は
、
東
京

直
下
型
地
震
の
被
害
予
測
が
大
き
く
報
道

さ
れ
て
日
本
中
が
浮
足
立
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
い
ま
は
も
う
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て

い
る
。
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
予
想
に
し
て

も
、
被
害
想
定
が
発
表
さ
れ
た
と
き
に
は

誰
も
が
危
機
的
な
不
安
に
直
面
し
た
は
ず

そ
の
観
点
に
立
っ
て
振
り
返
る
と
、
さ

し
あ
た
っ
て
私
に
は
三
人
の
先
人
の
名
前

が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
寺
田
寅
彦
と
和
辻

哲
郎
、
そ
し
て
谷
崎
潤
一
郎
で
す
。

ま
ず
寺
田
寅
彦
で
す
が
、
彼
は
地
震
学

者
と
い
う
専
門
家
の
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
卓
見
を
残
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、

彼
の
震
災
後
の
関
心
が
よ
り
深
く
日
本
人

と
国
家
の
あ
り
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
今
日
指
摘
し
た
い
の

は
次
の
こ
と
で
す
。

一
つ
は
寺
田
は
、
日
本
の
自
然
環
境
と
、

地
震
も
台
風
も
な
い
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自

然
環
境
は
、
そ
も
そ
も
違
う
と
言
っ
て
い

る
こ
と
。
日
本
人
は
、
太
古
の
昔
か
ら
、

モ
ン
ス
ー
ン
日
本
で
繰
り
返
し
発
生
す
る

地
震
や
台
風
と
付
き
合
う
中
で
、「
天
然

の
無
常
」
と
い
う
感
覚
を
育
み
、
そ
の
感

覚
を
五
臓
六
腑
に
し
み
こ
ま
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
を
抜
き
に
、
日
本
の
学
問

も
科
学
も
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

く
く
っ
た
ら
い
い
の
か
と
考
え
る
よ
う
に

も
な
り
ま
し
た
。

い
ま
か
ら
九
十
年
前
の
関
東
大
震
災
後

に
、
日
本
の
知
識
人
が
ど
の
よ
う
な
問
題

意
識
を
持
ち
、
研
究
を
重
ね
、
日
本
と
い

う
国
と
日
本
人
に
い
か
な
る
警
告
を
発
し

た
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
し
っ
か

り
検
証
し
て
、
問
題
点
を
描
き
出
す
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
の
か
、
そ
う
も
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

し
ょ
う
。

こ
う
し
た
時
代
の
変
化
が
た
し
か
に
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
発

生
か
ら
二
年
半
を
経
て
、
残
念
な
が
ら
多

く
の
日
本
人
は
、
三
・
一
一
の
こ
と
を
忘

れ
始
め
て
い
る
。
私
自
身
、
東
北
通
い
を

続
け
な
が
ら
、
東
京
や
関
西
の
人
々
は
い

ま
、
三
・
一
一
の
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
心
の
隅
で
思
う
こ
と
が

あ
る
。
そ
し
て
自
分
の
人
生
を
ど
う
締
め

寺
田
、
和
辻
、
そ
し
て
谷
崎

三
・
一
一
に
よ
っ
て
我
々
は
、
日
本
人

の
死
生
観
の
問
題
を
正
面
か
ら
突
き
つ
け

ら
れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
死
生
観
を
考
え

る
こ
と
な
し
に
、
震
災
か
ら
の
復
興
、
国

内
の
政
治
経
済
や
国
際
社
会
で
の
立
ち
位

置
の
問
題
を
含
め
た
日
本
の
行
き
先
は
、

考
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
で

●やまおり・てつお　1931年生ま
れ。岩手県出身。白鳳女子短大学長、
京都造形芸大大学院長を経て、国際
日本文化研究センター所長などを歴
任。和辻哲郎文化賞、南方熊楠賞な
どを受賞。近著に『危機と日本人』
など。

山折哲雄
宗教学者

谷
崎
潤
一
郎
が
日
本
の
文
化・風
土
を
論
じ
た『
陰
翳
礼
讃
』は
、昭
和
八
年
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
の『
陰
翳
礼
讃
』と
と
も
に
、寺
田
寅
彦
や
和
辻
哲
郎
の
仕
事
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、

現
代
の
日
本
人
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
、大
い
な
る
問
い
が
見
え
て
く
る
と
い
う
。

い
ま
が
そ
れ
を
受
け
取
り
直
す
と
き
だ
、と
い
う
山
折
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

だ
か
ら
、「
負
け
じ
魂
」で
い
こ
う

湿
気
と
陰
翳
が
育
ん
だ
日
本
人
の
精
神


