
〈
研

究

論

文

４

〉

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

南

方

熊

楠

―
森
の
中
で
生
ま
れ
た
二
つ
の
思
想
―

は

じ

め

に

鶴
見
和
子
の
労
作

『
南
方
熊

楠
』
以

来
、
南
方
熊
楠

は
偉
大

な
思

想
家
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
よ

う
に
な
っ
た
。
彼

は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
同
じ
よ

う
に
生
物
学
や
天
体

学
な
ど

の
自
然
科
学
分
野

に
関
心

を
示

し
た
だ
け
で
な

く
、
学
問
的
方
法

論
を
同
じ

く
し
、
森
羅
万

象
を
全
体

的
・
統
一
的
に
考
察

し
た
思

想
家
で

あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て

も
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

更

に
、
思
想

の
核
心

的
部
分

を
森
の
中
で
形

成
し
て

い
っ
た
と
い
う
ユ

ニ
ー

ク
さ

に
お
い
て
も
重

な
り
合
う
。
本
稿
で

は
、
主
と
し
て

こ
の
二
人
の
学
問

の
方
法
論
を
検
討
し

、
二
つ
の
思
想
の
共
通
性

と
そ

の
現
代

的
意
義
を
明
ら

か
に
す

る
。

三
　
村
　
泰
　
臣

（
１

）
　
ア

リ

ス

ト

レ
テ

ス
の

学

問

の

方

法

論

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
Ｂ
．
Ｃ
．
三
八
四
-
三
二
二
年
）
は
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ

デ
メ
イ

ア
に
二
〇

年
間
学
ん
だ
が

、
師
の
思
想
を
忠
実
に
受
け

入
れ
る
こ
と

が
で
き

な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
死
を
機

に
彼
は
ア
テ
ナ
イ
を
去
り
、
自
分

に
納
得
の
い
く
学
問
を
求
め
て
小
ア
ジ
ア
や
マ
ケ
ド
エ
ア
各
地
を
一
二
年
間

に
わ
た
っ
て
遍
歴
し
た
。
彼
が
遍
歴
し

た
地
方
は
ア
テ
ナ
イ
と
は
全
く
異
な

り
、
豊
か
な
森
と
海
に
恵
ま
れ
て

い
た
。
彼
は
こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
の
中
を

旅
し
、
自
然
を
観
察
し
人
び
と
の
生
活
の
機
微
に
触
れ
な
が
ら
独
自
の
学
問

の
方
法

論
を
完
成
し
た
。

そ
の
方
法
論
の
ひ
と
つ
は
「
パ
イ
ノ
メ
ナ
」
(
■
　
■
■
■
■
）
か
ら
出

発

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
「

パ
イ

ノ
メ
ナ
」

と
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
①
「
感
覚
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
事
実
」
（
■
■



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
）
と
い
う
意
味
の
他
に
、
②
「
世
上
一

般
に
行
わ
れ
て
い
る
見
解
」
（
■
■
■
■
■
■
）
、
③
「
あ
る
問
題
に
つ
い
て
主
張
さ

れ
考
察
さ
れ
て
い
る
学
説
」
（
■
■
■
■
■
）
、
さ
ら
に
④
「
あ
る
言
葉
が
用
い

ら

れ

る

際

の

指

示

・

用

法

」

な

ど

多

く

の

意

味

を

含

ん

だ

概

念

で

あ

る

。

学

者
た
ち
が
議
論
し
て
い
る
「
学
説
」
（
■
■
■
■
■
■
）
だ
け
に
頼
る
の
で
な
く
、

一
般
庶
民
の
持
っ
て
い
る
「
通
念
」
（
■
■
■
■
）
や
自
ら
の
感
覚
に
よ
っ
て

観
察
さ
れ
た
「
事
実
」
（
■
■
■
■
■
■
）
を
重
視
す
る
こ
と
が
学
問
に
と
っ
て

一

層

重

要

で

あ

る

と

い

う

点

を

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は

指

摘

し

た

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

方

法

論

で

も

う

ひ

と

つ

重

要

な

点

は

「

わ

れ

わ

れ

に

と
っ
て
よ
り
先
の
も
の
」
（
■
■
■
■
■
■
■
■
■
）
か
ら
「
本
性
上
先
な

る
も
の
」
（
■
■
■
■
■
■
■
■
）
へ
の
認
識
に
至
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

そ

う

し

て

、

最

終

的

に

人

間

と

自

然

と

の

間

の

つ

な

が

り

を

全

体

的

・

統

一

的

に

明

ら

か

に

し

て

い

く

こ

と

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

世

界

観

を

究

め

て

い

く

こ

と

で

あ

っ

た

と

言

え

よ

う

。

こ

の

よ

う

に

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

学

問

の

方

法

論

は

、

「

パ

イ

ノ

メ

ナ

」

を

学

問

の

出

発

に

し

、

全

体

的

・

統

一

的

な

世

界

観

を

究

め

る

と

い

う

二

点

に

要

約

で

き

る

。

こ

の

た

め

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

学

校

で

は

、

読

書

の

み

の

知

識

で

は

な

く

、

野

外

で

の

体

験

が

同

時

に

求

め

ら

れ

た

。

（

２

）
　

南

方

熊

楠

の

学

問

観

の

形

成

南

方

熊

楠

は

も

っ

ぱ

ら

図

書

館

に

通

い

和

漢

洋

の

書

物

を

読

む

こ

と

に

よ

っ

て

勉

強

を

し

た

。

ア

メ

リ

カ

留

学

中

は

「

学

校

の

図

書

館

に

の

み

つ

め

き
っ
て
図
書
を
写
し
抄
し
」
（
『
全
集
７
』
8
頁
）
、
ロ
ン
ド
ン
に
渡
っ
て
か
ら

も
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
「
学
問
と
決
死
」
（
『
日
記
１
』
3
6
2
頁
）
す
る
姿
勢
を

貫

い
た
。
大
英
博
物
館

に
お
よ
そ
五
年
半
つ
め
き
り
、
古
今
東
西
の
一
五
〇

万
冊
近

く
の
文

献
か
ら
大

判

ノ
ー
ト
五

二
冊

一
万
頁
以
上

に
わ

た
る
通

称

「
ロ
ン
ド

ン
抜
書
」
を
書
き
残
し
た
。

と

は
い
え
南
方
の
学
問

は
書
物

か
ら
得
た
知
識
だ
け

に
よ
る
も

の
で

は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
以
上

に
野
外
で
の
観
察
・
採
集
な
ど
の
体
験
を
重
要

視
す
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
よ

う
な
態
度
は
幼
少

時
代
の
様

々
な
逸
話
と
し

て
も
描

か
れ
て

い
る
が
、
学
問

を
志
す
よ
う
に
な
っ
て

か
ら

は
、
Ｅ
・

モ
ー

ス
の
足
跡
を
追

っ
て
大
森
や
鈴

ケ
森
な
ど
で
本
格
的
に
観
察
・
採
集
を
行

っ

て
い
る
。
米
国
の
ア

ナ
バ
ー
で

は
「
た
だ
た
だ
林
野
を
歩

ん
で
、
実
物
を
採

り
ま
た
観
察
し
た
」
（
『
全
集
７
』
’

頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し

ろ
観

察

・
採
集
の
方

に
ウ

ェ
イ

ト
を
置

い
て
い
た
。
野
外

に
出
て

人

々
の

「
通

念
」
や
感
覚

に
よ

っ
て
観
察

さ
れ
た
「
事
実
」
を
採
集
す

る
こ
と
が
学
問

に

と

っ
て

い
か
に
重
要
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
ア
ナ
バ
ー
滞
在
時
期

に
既

に

強
く
自
覚
し
て

い
る
。
友
人

杉
村
広
太
郎
に
宛
て
た
書
簡

に
は
「
何
に
せ
よ

学
問
は
一
生
暇
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
と
出
か
け
る
べ
き
な
り
」
（
『
全
集
７
』
8
8

頁
）
と
語

っ
て

い
る
こ
と

か
ら

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
体
験

を

重
視
す
る
態
度
は
ス
イ
ス
の
博
物
学
者
ゲ
ス
ネ
ル
（
一
五
一
六
-
一
五
六
五

年
）

の
影
響

に
よ

る
も

の
で

あ
っ
た
。

以
上

の
よ

う
に
南
方

は
「
学
説
」

の
み
の
知
識
だ
け

で
な
く
「
通
念
」
や

「
事
実
」

な
ど
の
体

験
を
重

視
す
る
学
問
態

度
を
形
成
し

た
。

有
名
な
平

家



蟹
の
話
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
学
問
態
度
は
南
方
が
生
涯
を
通
じ
て
持

ち
続
け

た
学
問
の
態
度
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
南
方
は
一
二
歳
で
江
戸
時
代
の
百
科
全
集
『
和
漢
三
才
図
会
』

一
〇
五

巻
を
全
部
写
し
取

っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
超
人
的
な
作
業
を
完
成

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
南
方
の
内

に
は
三
才
、
つ
ま
り
天

・
地

・
人
の
間

に

あ
る
つ
な
が
り
を
理
解
し
よ
う
と

い
う
強

い
関
心
が
生
じ
育

っ
て

い
っ
た
。

し
か
し
、
学
校
で

は
彼
の
強

い
関
心
に
対
し
て
納
得

い
く
示
唆

は
得
ら
れ
な

か

っ
た
。
そ
れ
で
南
方

は
早

々
と
学
校
に
み
き
り
を
つ
け

、
米
国

に
渡

っ
て

ア
ナ
バ
ー
で
独
学
者
と
な
り
納
得
の
い
く
世
界
観
を
究

め
よ

う
と

苦
闘
し

た
。

こ
の
時
期
の
南
方

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
が
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六

四
六
－

一
七
一
六
年
）
で
あ

っ
た
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
世
界
を
個

々
の
原
子

の
集
合
と
見
た
デ

モ
ク
リ

ト
ス
の
原
子
論
や
、
部
分

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

巨

大
な
機
械
と
見

た
デ

カ
ル
ト
の
機
械
論

に
反
対
し
て

、
世
界
が

生
命
を
持

つ
有
機
体
で
あ

る
と

い
う
世
界
観
を
提
起
し

た
。
世
界

は
モ
ナ
ド
（
単
子
）

よ
り
成
り
、
お

な
じ
生
命

を
共
有
す
る
ひ
と

つ
の
生
命

体
で
あ
る
と
言
う
。

南
方
は
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ッ

の
こ
の
世
界
観

に
強
烈

に
魅
せ

ら
れ
た
。
日
記

に
は

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
如
く
な
る
べ
し
」
（
『
日
記
１
』
3
6
2
頁
）
と
幾
度
も
記
し

て

い
る
。

以
上
の
通
り

、
米
国

に
お
い
て

南
方

は
ゲ
ス
ネ
ル
と
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
か
ら

学
問
の
方
法
論
上

極
め
て

衝
撃

的
な
影
響

を
受
け

た
。
友
人
中
松

盛
雄
に
宛

て
た
書
簡
で

は
そ

の
点
に
触
れ

「
洋
行
後
大

い
に
わ
が
行

路
を
過
た
し
め
た

る
も
の
」
（
『
全
集
７
』
｝
１
頁
）
は
ゲ
ス
ネ
ル
に
次
い
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で

あ

っ
た

と

告

白

し

て

い
る

。

し

か

し

、

こ

の

二

人

以

上

に
南

方

に
大

き

な
影

響

を

与

え

た

の

が

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
で

あ

っ

た
。

既

に

述

べ

た

よ

う

に

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

は

「

パ
イ

ノ

メ

ナ
」

を

研

究

の
出

発

点

と
し

た
。

彼

は
学

者

達

の

「
学

説

」

だ
け

で

な

く

、

一

般

庶

民

の

持

っ
て

い

る

「

通

念
」

や

自
ら

の
感

覚

に
基

づ

い

た

観
察

に

よ

る

「
事

実

」

な
ど

を

重

視
す

る

態

度

を
示

し

た
。

ま

た
、

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

は
そ

の

よ

う

な

「

パ
イ

ノ
メ

ナ
」

を
資

料
と

し

て

全

体

的

・
統

一

的
な

世

界

観

を

見

出
す

こ

と

を

学

問

の

方

法

論

と

し
て

い

た
。

読

書

と

野

外

で

の

体

験

の
両

方

を
最

も

大
切

に

し

、

そ

こ

か
ら

ひ
と

つ

の
世

界

観

を

構

築

し
て

み

た

い
と

苦

闘

し

て

い

た
南

方

に

と

っ
て

、

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス
の

こ

の

学
問

の

方

法

論

は
十

分

に

納
得

で

き

る

も

の
で

あ

っ
た
。

ア

ナ
バ

ー
の

日

記

に

は
、

ラ

イ

プ

ニ

ッ
ッ

と

ゲ

ス

ネ

ル
の

名

前

に

先

立

っ
て

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス
の

名
前

を

真

っ
先

に

掲
げ

、

そ
れ

を

下

宿

の

壁

に

貼

っ
て

自
ら

鑑

み

奨

励

す

る

一
助

と

し

た
と

印

象
深

く

記
し

て

い
る

（
『
日
記
１
』
２
４
０
-２
４
１
頁
）
。

こ

の

よ

う

に

、

南

方

の
学

問

観

が

定

ま

っ

た
の

は

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

と

遭
遇

し

た

ア

ナ
バ

ー

に

お

い
て

で

あ

っ
た

。

ア

ナ

バ

ー

以

降

、

南

方

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の

方

法

論

を

踏
襲

し

、

当

時

最

先

端

の

学

問

で

あ

っ
た

ダ

ー

ウ

ィ

ン
の

進

化

論

を

は
じ

め

古
今

東

西

の

学

問
世
界
に
一
気
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
（
『
全
集
７
』
1
2
7
頁
｝
。
そ
れ
か
ら
、

米

国

か

ら

中

米

、

英

国

へ
と

旅

を

続

け

、

ま

た
帰

国

後

は

熊
野

の
森

を

徘

徊

し

て

人

文

・

社

会

科

学

と

自

然

科

学

の

両

分

野

に

ま

た

が

る

「
パ

イ

ノ

メ

ナ
」
（
学

説

・

通

念

・

事

実
）

を

丹

念

に

収

集

し

て

い

っ

た
。

そ

の
珠

玉

と



な

っ
て

い
る
も
の
が

ロ
ン
ド
ン
抜
書
と
熊

野
の
森
で

の
粘
菌
研

究
で
あ

っ
た
。

彼
の
思
想

は
英
国

の
学
問
と

の
接
触
を
通

し
て

磨
か
れ
、
そ
し
て

熊
野
の
森

で
完
成
す
る
こ
と

に
な

る
。

（
３

）
　
森

の

中
で

生

ま

れ

た

二

つ

の
思

想

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
一
二
年
に
及
ぶ
森
と
海
の
遍
歴
の
体
験
で
得
た
独
自

の
方
法
論

に
立
ち

、
ア
カ
デ

メ
イ

ア
で
の
「
学

説
」
、
豊

か
な
自
然

の
中
で

収
集
し
た
「
通
念
」
「
事
実
」
な
ど

一
連
の

「
パ
イ

ノ

メ
ナ
」

を
手
が

か
り

に
し
リ

ュ
ケ
イ

オ
ン
の
森

の
中
で

ひ
と

つ
の
世
界
観

を
体
系
化
し
て
い

っ
た
。

そ
の
際
、
彼
は
従
来
の
諸
学
説

を
紹
介
し

そ
れ
を
論
駁
し

な
が
ら
、
個
物
は

明
ら
か

に
存
在
し
、
し

か
も
運
動

・
変
化
し
て

い
る
と

い
う
具
体

的
な
理
解

を
示

し
て

い
っ
た
。
ま

た
。
月
下
世
界

の
個
物

は
第
一
動

者
と

の
つ
な
が
り

に
お
い
て
存
在
し
、
運
動

・
変
化

し
て

い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
「
パ
イ
ノ
メ
ナ
」

を
出
発

点
に
し
て

思
索
し
、

万
物

は
存
在
し
変
化

・
運
動

し
て

い
る
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

れ

を
体
系
化

し
た
も

の
が
質

料
形

相
論
と
呼

ば
れ
て

い
る
と

こ
ろ

の
も

の

で
あ
る
。

一
方

、
一
五
年

に
わ
た
る
海
外
で
の
旅
の
体

験
を
終
え

た
南
方
は
、
帰
国

す

る
と
す
ぐ

に
熊

野
の
森
に
引

き
こ
も
り
、
粘
菌
を
主
と
し
た
生
物
学
の
研

究
を
再
開
し

た
。

粘
菌

は
特
別

に
生
と
死

の
現

象
に
つ
い
て
豊
か
な
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
く
れ

た
。
粘

菌
の
生
死
か
ら
南
方
は
人
間
と
世

界
の
実
相
に
関
す

る
深

い
思
索
を

め
ぐ
ら

し
、
誰
に
も
及

び
も
つ
か
ぬ
独

自
の
世

界
観
を
完
成

さ
せ
た
。
南
方
は
世
界
を
不
思
議
と
捉
え

、
こ
の
不
思
議

の
実
相
を
大
乗
仏

教
の
哲
理
の
助
け

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ

は
「
南
方
曼
陀
羅
論
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
こ
の
不
思
議
が
物
・
心
・
事
・
理
の
四

つ
の
諸
不
思
議
と
大
日

如

来
の
大
不
思
議
と
が
重
層
的

に
構
成
さ
れ
た
ひ
と

つ
の
可

知
的
な
全
体
構

造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
前
提
と
し
て
示
し
て

い
る
。

そ
れ
を
視
覚
的

モ
デ
ル
と
し
て
示
し
た
も

の
が
南
方
曼
陀
羅

と
呼
ば

れ
る
図
で
あ

る
。
こ
う

し
た
前
提
を
立
て
た
上
で
、
続
い
て
曼
陀
羅

の
構
造

に
つ

い
て
の
解
明
を
試

み

、
「
物
」
「
心
」
「
事
」
「
名
」
「
印
」

が
大

日

如

来

の

大

不

思

議
の
力

に

よ

っ
て

ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
の
場
合
「
事
」

は
「
物
」

や
「
心
」
と
は
異
な
り
形

を
残
さ
な

い
が
、
大
日
如
来
の
中
で

は

「
名
」

と
し
て

残
り
、
「
心
」
に
映
ず

る
と
き
「
印
」
と
し
て
実
在
す
る
も
の

と
な
る

の
だ
と
言

う
。
し
た

が
っ
て

、
世
界

は

「
物
」
「
心
」
「
事
」
「
名
」

「
印
」

の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
構
造
を
持

つ
が
、
大
日
如

来
の
大
不
思

議
か
ら

見
れ
ば
ま

っ
た
く
同
一
に
す
ぎ
な
い
と
考
え

た
。
つ
ま
り
不
思
議

は
一
即
多
。

多
即
一
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
。
世

界
が

ふ
た
つ

（
多
）
で
ひ
と
つ

（
一
）

で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
因
果
と
縁
起

の
理
論
で
は
。

森
羅
万

象
は
因
果
と
因
果
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
縁

を
構
成
し
て

い
る
と
言

う
。
こ
の
因

果
と
縁
起
の
理
論
に
よ
り
南
方

は
世
界
が
ひ
と
つ
の
運
動
体
で
、

絶
え
ず

生
死
を
繰
り
返
す

い
の
ち
で

あ
る
と
し

た
。

こ
の
よ
う
に
南
方
は
森
羅
万
象
を
不
思
議
と
捉
え

、
そ
れ

を
曼
陀
羅
と
し

て

見
立
て

る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
が
ひ
と
つ

の
い
の
ち
で
あ

る
と

い
う
こ
と



を

示

し

た

の
で

あ

る
。

南

方

曼

陀

羅

論

で

は
世

界

は

ひ

と

つ

の

い

の

ち

と

し

て

絶

え

ず

運

動

・
変

化

を

繰

り

返

す

。

そ

の
原

因

は

曼

陀

羅

と

し

て

の

大

日

如

来

の

大

不

思

議

の
中

に
内

在

す

る
。

ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス

は
物

が

存

在

し

運

動

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

認

め

え

た
が

、

そ

の
原

因

を
天

上

の
存

在

に
委

ね

た
。

し

か

し

南

方

は

物

が

存

在

し

運

動

し

て

い

る

と

い

う

点
で

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
と

同

じ

で

あ

っ
た

が

、

そ

の

原

理

を

物

の
内

に

認

め
宇

宙

万

有

・

森

羅

万

象

を

ひ

と

つ
の

い

の

ち

と

し

て

理

解

し

た
。（

４

）
　

南

方

熊

楠

の

思

想

の

現

代

的

意

義

南

方

は

曼
陀

羅
と

い

う

モ
デ

ル

を
考

え

る

こ

と

に

よ

っ
て

世

界

の

実

相

を

解

明

し

て

見

せ

た

が
、

そ

れ

だ

け

に
終

わ

ら

な

か

っ
た

。

彼

は

。

既

に

ロ

ン

ド

ン
時

代

か

ら

「
小

生

は

何
と

ぞ

在
家

の

菩

薩

と

な

り

て

、

一

切

世

間

に

事

を
な
し
た
し
」
（
『
全
集
７
』
1
6
4
頁
）
と
望
ん
で
お
り
、
学
問
と
い
う
も
の
は

実

践
活

動

と

結

び

つ

く

も

の
で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
と

強

く

認

識

し

て

い

た

従

っ
て

彼

は

南

方

曼

陀

羅

論

を

完

成

し

た

後

、

熊

野

の

森

を

自

ら

下

っ
て

野

の

人

と

な

り

、

残

り

の

生

涯

を

実

践
活

動

に
捧

げ

る
生

き

方

を

選

択

し

た
。

こ

の
活

動

は

神

社

合

祀
反

対
活

動

と

し

て

よ

く

知

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
反

対

活

動

の
原

理

は
既

に

南

方

曼

陀

羅

論

に
窺

わ
れ

る
が

、

主

と

し

て

白
井

光

太

郎

宛

書

簡

に

明
晰

に

語

ら

れ

て

い

る
。

そ

の
中

で

、

南

方

は

神

社
や
森
林
を
「
秘
密
儀
」
（
m
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
）
（
『
全
集
７
』
5
6
2
頁
）
と
し
曼
陀
羅
と

し

て

捉

え

て

い

る

。
更

に

そ

の

思

想

を

我

が

国

の

山

川

草

木

に
ま

で

拡

大

し

「
森
羅
万
象
す
な
わ
ち
曼
陀
羅
な
り
」
（
『
全
集
７
』
4
6
5
頁
、
同
5
5
9
頁
）
と
述

べ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

南

方

は

神

社

や

森

林

を

は

じ

め

宇

宙

万

有

・

森

羅

万

象

を

曼

陀

羅

と

捉

え

ひ

と

つ

の

い

の

ち

と

理

解

し

た

の

で

、

緑

の

保

護

活

動

に

全

身

全

霊

を

傾

け

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

南

方

熊

楠

の

思

想

に

は

現

代

の

環

境

問

題

を

発

展

的

に

カ

バ

ー

す

る

思

想

の

萌

芽

が

見

ら

れ

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

思

想

が

待

ち

得

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
地
球
環
境
問
題
に
対
す
る
行
動
の
原
理
を
認
め
る
こ

と

が

で

き

る

。む

す

び

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

も

南

方

熊

楠

も

そ

の

独

自

の

思

想

を

森

の

中

で

生

み

出

し

た

。

い

ず

れ

の

思

想

も

豊

か

な

森

が

破

壊

さ

れ

つ

つ

あ

る

状

況

の

中

で

生

ま

れ

た

思

想

で

あ

る

。

森

の

中

で

生

ま

れ

た

二

つ

の

思

想

は

そ

の

方

法

も

視

点

も

極

め

て

類

似

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

熊

野

の

森

の

中

で

生

ま

れ

た

南

方

熊

楠

の

思

想

に

は

、

現

代

の

地

球

環

境

問

題

を

根

底

か

ら

解

き

放

つ

「

尽

き

せ

ぬ

泉

」

が

隠

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

（
1
）
　
鶴
見
和
子
『
南
方
熊
楠
―
地
球
志
向
の
比
較
学
―
』
（
講
談
社
、
１
９
７
８

年
）
、
同
『
南
方
熊
楠
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
1
9
8
1
年
）
。

（

２

）
　
　

Ｊ
ｏ

ｈ
ｎ

　
Ｐ
ｅ

ｒ

ｌ
ｉｎ
:

 

Ａ

 

Ｆ

Ｏ

Ｒ

Ｅ

Ｓ

Ｔ

　

Ｊ

Ｏ

Ｕ

Ｒ

Ｎ

Ｅ

Ｙ

―

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｒ

ｏ

ｌｅ

　
ｏ

ｆ

　
Ｗ

ｏ

ｏ

ｄ

ｉｎ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｄ

ｅ
ｖ

ｅ
ｌｏ
ｐ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
　
ｏ
ｆ

　

Ｃ

ｉｖ

ｉ
ｌ
ｉｚ
ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ
,
　

Ｗ
.

Ｗ
.

Ｎ

ｏ

ｒ
ｔ
ｏ

ｎ

　

＆

　

Ｃ

ｏ

ｍ

ｐ

ａ
ｎ

ｙ
｢

Ｉ
ｎ

ｃ
.
,
　

１
９
８

７
.

（

ジ

ョ

ン

・

パ

ー

リ

ン

『

森

と

文

明

』

安

田

喜

憲

、

鶴

見

精

二

訳

晶

文

社

、

１
９

９
４

年

、

７

５
-

１

１
１

頁

）

を

参

照

。



（

３

）
　

「

パ

イ

ノ

メ

ナ

」

の

意

味

に

つ

い

て

は

、

Ｇ
.

Ｅ
.

Ｌ
.

Ｏ
w

ｅ
ｎ
,

　
'
ｒ

ｉ
ｄ
ｅ
ｖ
ｃｕ

 

ｔ
ｑ

■
■
■
■
■
■
,
　
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｂ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
m
e
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｅ

，

Ｌ

ｏ

ｕ

ｖ
ａ

ｉｎ
,

　

Ｐ

ａ

ｒ
-

ｉｓ
,
　

１

９
６

１
,
　

８

３
-

１
０

３
.

を

参

照

。

（

４

）
　

『

自

然

学

』

第

１

部

、

第

１

章

、

『

形

而

上

学

』

１
０

２
９

ｂ
.
　

３
-

１

２

、

『

霊

魂

論

』

４
１
３
ａ
.
　
１
１
～
２
９
.

（

５

）
　

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

学

徒

は

ペ

リ

パ

ト

ス

学

派

と

呼

ば

れ

た

。

こ

れ

は

回

廊

を
意
味
し
た
が
「
ベ
リ
パ
テ
オ
ー
」
（
■
■
■
■
■
）
は
歩
き
廻
る
と
い
う
意

味

で

あ

り

、

野

外

に

出

て

観

察

・

採

集

を

す

る

こ

と

を

重

視

し

た

た

め

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（

６

）
　

平

家

蟹

の

話

を

し

た

後

で

、

牧

童

や

漁

婦

の

言

を

「

乞

食

ご

と

き

態

」

で

走

り

廻

っ

て

丹

念

に

採

集

し

た

ゲ

ス

ネ

ル

の

こ

と

を

述

べ

て

い

る

（
『

全

集

６

』

5
8
頁
）
。
南
方
は
ゲ
ス
ネ
ル
の
こ
の
姿
勢
に
触
れ
強
く
感
動
し
、
日
記
に
「
日

本
の
ゲ
ス
ネ
ル
と
な
ら
ん
」
（
『
日
記
１
』
2
2
4
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（

７

）
　

こ

の

内

容

に

つ

い

て

は

Ｇ
.

　

Ｒ
.

　

Ｌ

ｌ
ｏ

ｙ

ｄ
,
　
Ａ

ｒ

ｉ
ｓ

ｔｏ

ｔ
ｌ
　
―

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｇ

ｒ
ｏ

ｗ

ｔ
ｈ

　
ａ

ｎ

ｄ

Ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
ｈ
ｉ
ｓ
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ

，

Ｃ
ａ
m
ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
Ｌ
ｏ
ｎ
-

ｄ
ｏ

ｎ
,

　

１
９
６

８
.

（

Ｇ

・

Ｒ

・

Ｅ

・

ロ

イ

ド

『

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

』

川

田

殖

訳

、

み

す

ず

書

房

、

１

９
７

３

年

、

１

１
５
-

１
５

３

頁

）

を

参

照

。

（

８

）
　

土

宣

法

竜

宛

明

治
3
6

年

７

月
1
8

日

書

簡

（

『

全

集

７

』

３

３
６
-

３
８
４

頁

）

を

参

照

。

（
９
）
　
南
方
は
「
金
剛
大
日
の
一
部
心
が
大
日
滅
心
の
作
用
に
よ
り
物
を
生
ず
。

…
…
」
と
述
べ
、
大
日
如
来
の
力
を
「
作
用
」
「
反
応
動
作
」
「
力
の
応
作
」
と

呼

ん

で

い

る

。

こ

の

と

こ

ろ

の

説

明

は

土

宣

法

竜

宛

明

治
3
6

年

８

月

８

日

書

簡

（

『

全

集

７

』

３

８
５
-

３

９
０

頁

）

の

３

８
９
-

３

９
０

頁

を

参

照

。

（

1 0

）
　

同

右

３
９

１
-

３

９
２

頁

を

参

照

。

（

1 1

）
　

こ

れ

は

明

治

政

府

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

神

社

統

合

と

そ

れ

と

同

時

に

行

わ

れ

た

森

林

伐

採

に

対

す

る

反

対

活

動

で

「

エ

コ

ロ

ジ

ー

の

立

場

に

立

つ

反

対

活

動

」

（

鶴

見

）

と

さ

れ

て

い

る

。

筆

者

は

大

山

神

社

合

祀

の

反

対

活

動

や

神

島

の
保
護
活
動
な
ど
を
神
社
合
祀
反
対
活
動

の
一
環
と
み

な
し
、
彼
の
思
想
の
中

核
か
ら
湧
き
出
し

た
「
緑
の
保
護
活

動
」
と

位
置
づ
け
て

い
る
。

（
３
）
　
安
田
喜
憲
「
森
の
こ
こ
ろ
と
文
明
」
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
１
９
９
６
年
）
9
4
-
1
1
3
頁

参
照
。

（
1
3
）
　
鶴
見
、
前
掲
書
、
2
4
1
頁
。

（
み

む

ら

・
や

す

お
み

、

哲

学

・

民

俗

学

、

広
島

工

業

大

学

専

任

講

師
）
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