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平
安
京
の
生
態
智
と
バ
リ
島
の
生
態
智
。

同
じ
「
島
国
」
と
い
う
共
通
点
か
ら

そ
の
生
態
智
を
比
べ
て
み
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

鎌
田
東
二
の

霊
性
の
京
都
学
8

―
京
都
の
生
態
智
を
求
め
て
―

一．
「
平
安
京
生
態
智
」
の
四
大
要
素

最
澄
と
空
海
が
平
安
京
の
霊
的
防
衛
に
新
た
な
哲
学
と
仕
掛
け
を

施
し
た
こ
と
を
先
回
に
指
摘
し
た
。
最
澄
は
「
道
心
」
を
持
つ
「
国

宝
」
を
育
て
上
げ
る
こ
と
に
意
を
尽
く
し
、
そ
こ
か
ら
一
二
年
間
の

籠
山
行
や
回
峰
行
な
ど
の
修
行
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
新
た
な
仏
道
修

行
の
体
系
と
宗
教
意
識
の
地
平
を
切
り
拓
い
た
。
空
海
は
「
十
住
心

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
し
ん

」

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
提
示
し
、
そ
の
「
心
」
の
階
梯
を
駆
け
上
る

「
即
身
そ
く
し
ん

成
仏

じ
ょ
う
ぶ
つ
」
の
道
を
示
し
、
仏
と
神
の
相
補
関
係
を
基
礎
づ
け
た
。

こ
の
二
人
の
平
安
新
仏
教
の
開
創
は
、
極
め
て
斬
新
で
、
か
つ
後
世

へ
の
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
新
基
軸
の
創
造
で
あ
っ
た
。

そ
の
独
創
の
根
幹
を
わ
た
し
は
「
森
林
仏
教
の
開
創
」
と
し
て
捉

え
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
平
安
京
生
態
智
」
の
基
軸
の
一
つ
と
考
え
て

い
る
。「
生
態
智
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
はecosophia

、
英
語
で

ecological
w
isdom

で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
を
「
自
然
へ
の
畏
怖
・

畏
敬
の
念
に
基
づ
く
、
自
然
と
人
工
と
の
持
続
可
能
な
創
造
的
バ
ラ

ン
ス
維
持
技
術
・
思
想
・
シ
ス
テ
ム
」
と
規
定
し
、「
平
安
京
生
態
智
」

の
四
大
要
素
と
し
て
、
①
水
資
源
（
貴
船
川
・
賀
茂
川
・
高
野
川
・

桂
川
・
木
津
川
、
巨
椋
池

お
ぐ
ら
い
け

）、
②
祈
り
・
奉
納
文
化
（
神
社
・
仏
閣
、

賀
茂
神
社
、
松
尾
大
社
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
広
隆
寺
、
延
暦
寺
、
東

寺
、
真
言
院
な
ど
）、
③
芸
術
・
技
芸
・
も
の
づ
く
り
文
化
、
④
里
山

盆
地
文
化
（
森
林
資
源
と
森
林
維
持
技
術
・
文
化
）
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
「
平
安
京
生
態
智
」
の
三
大
基
盤
と
し

て
、
①
物
質
的
基
盤
、
②
技
術
的
基
盤
、
③
精
神
的
・
霊
的
基
盤
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
「
平
安
京
生
態
智
」
お
よ
び

「
生
態
智
研
究
」
を
図
示
す
れ
ば
図
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
よ
う
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
生
態
智
」
の
具
体
的
集
積
と
し
て
神
社
の

祭
礼
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
賀
茂
神

社
の
「
葵
祭
（
賀
茂
祭
）」
の
中
に
そ
の
具
体
例
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
葵
桂
の
使
用
と
双
葉
葵
の
象
徴
的
意
味
づ
け
、
御
阿
礼

み

あ

れ

神
事
、

競
馬
く
ら
べ
う
ま

な
ど
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
植
物
や
動
物
や
さ
ま
ざ
ま
な
技
芸

の
ワ
ザ
を
「
生
態
智
」
の
個
別
具
体
的
表
現
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

平
安
京
と
バ
リ
の
生
態
智
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き
よ
う
。
双
葉
葵
の
使
用
と
と
も
に
、
鈴
を
掛
け
た
馬
を
猪
頭

い
の
が
し
ら

を
か

む
っ
た
騎
手
が
疾
走
さ
せ
て
、
賀
茂
別
雷
大
神
の
祟
り
を
鎮
め
た
の

が
賀
茂
祭
の
始
ま
り
だ
と
伝
え
る
『
賀
茂
縁
起
』
も
実
に
興
味
深
い
（1）

。

な
ぜ
猪
頭
を
か
ぶ
っ
て
馬
を
疾
走
さ
せ
た
の
か
。
そ
れ
が
祟
り
を
鎮

め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
感
覚
と
論
理
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
生
態
智
」
と
言
え
る
の
か
が
掘
り
下
げ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
最
澄
と
空
海
は
比
叡
山
と
高
野
山
と
い
う
森
林
の
中

に
拠
点
を
築
き
、
高
野
明
神
像
が
黒
犬
を
連
れ
た
猟
師
姿
で
描
か
れ

て
い
る
よ
う
に
山
民
文
化
や
山
の
金
属
技
術
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
森
林
」
こ
そ
が
「
身
心
」
を

鍛
え
、
練
り
上
げ
て
ゆ
く
格
好
の
場
所
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
比
叡
山
と
高
野
山
の
開
創
に
よ
る
「
森
林
仏
教
」
の
発
展
が

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏

そ
う
も
く
こ
く
ど
こ
と
ご
と
く
み
な
じ
ょ
う
ぶ
つ
す

」
と
か
「
天
台
本
覚
思
想
」
と
し
て
結
実

し
て
い
く
。
そ
れ
は
「
自
然
」
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
り
神
で
あ
り
、

自
分
自
身
の
本
姿
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
成
仏
し
て
い
る
と
観
る
感

覚
と
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
と
思
想
は
「
森
林
仏
教
」
の

発
展
の
中
で
深
化
し
熟
成
し
て
い
き
、
や
が
て
そ
れ
が
山
王
曼
荼
羅

や
熊
野
那
智
参
詣
曼
荼
羅
な
ど
の
、
山
や
海
を
御
神
体
と
讃
仰
す
る

日
本
独
自
の
曼
荼
羅
図
像
表
現
を
生
み
出
し
た
。

二．

バ
リ
島
と
平
安
京
の
「
生
態
智
」

さ
て
、「
生
態
智
」
と
い
う
概
念
を
よ
り
鮮
明
に
か
つ
イ
メ
ー
ジ
豊

か
に
す
る
た
め
に
、
比
較
宗
教
学
的
な
観
点
か
ら
バ
リ
島
や
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
宗
教
文
化
と
「
生
態
智
」
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。

と
い
う
の
も
、
つ
い
先
ご
ろ
、
三
月
一
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
バ
リ

島
に
行
っ
て
、
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
民
間
儀
礼
を
見
学
し
た
。
バ

リ
島
に
は
五
回
ほ
ど
訪
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
び
に
、
日
本
の
古
層

伝
統
文
化
と
の
共
通
性
を
感
じ
と
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
平
安
京
生
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図Ⅰ　平安京生態智（Ecological Wisdom・Ecosophia）
自然への畏怖・畏敬の念に基づく自然と人工との持続可能な創造的バ
ランス維持技術・思想・システム～～①水、②祈り、③芸術・技芸・
ものづくり④里山盆地〈野生〉（CG制作：大西宏志）
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態
智
」
と
し
て
挙
げ
た
①
水
、
②
祈
り
、
③
芸
術
・
技
芸
・
も
の
づ

く
り
、
④
里
山
の
す
べ
て
の
要
素
が
今
な
お
有
機
的
に
連
動
し
て
い

る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

バ
リ
島
も
日
本
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
共
通
し
て
「
島
国
」
と
い
う

地
理
的
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
島
国
と
は
四
方
を
海
に
取
り
囲
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
海
山
と
い
う
自
然
条
件
・
風
土

の
中
に
人
び
と
の
生
存
や
生
活
文
化
が
育
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
日
本
と
の
対
照
性
を
、
か
つ
て
拙
著
『
神
と

仏
の
精
神
史
』
の
中
で
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
両
耳
」
と
メ
タ
フ
ォ

リ
カ
ル
に
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。
最
終
氷
河
期
が
終
わ
っ
た
一
万

年
前
頃
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
西
両
端
が
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ

ま
で
半
島
だ
っ
た
部
分
が
島
嶼

と
う
し
ょ

と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
大
陸
と

微
妙
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
も
独
自
の
島
の
文
化
を
築
き
上
げ
て
ゆ

く
。
そ
こ
に
自
然
信
仰
な
い
し
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
信
仰
に
根
ざ
し
た
固

有
信
仰
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ド
ゥ
ル
イ
ド
教
や
神
道
と
し
て
の

ま
と
ま
り
を
持
ち
始
め
る
。
そ
こ
に
大
陸
か
ら
文
明
宗
教
・
普
遍
宗

教
・
世
界
宗
教
・
大
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
が
入
っ
て

く
る
。
そ
れ
が
土
着
の
信
仰
と
結
び
つ
き
、
融
合
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
大
宗
教
と
小
宗
教
（
土
着
宗
教
）
と
の
関
係
の
仕
方

を
持
っ
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
お
い
て
、
社
会
の
統
合
軸
（
政
治
体
制
）

と
文
化
的
連
続
性
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
植
民

地
支
配
の
有
無
と
そ
の
影
響
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な

ど
な
ど
の
諸
点
か
ら
対
極
的
に
日
本
と
バ
リ
島
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

三
つ
の
島
国
を
比
較
し
て
み
る
と
、
各
地
の
風
土
に
根
ざ
し
た
基
層

信
仰
に
共
通
の
要
素
を
持
ち
な
が
ら
も
、
独
自
の
外
来
宗
教
と
の
結

び
つ
き
と
関
係
性
を
築
き
上
げ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
そ
の

宗
教
が
社
会
を
束
ね
る
政
治
的
な
中
心
点
で
あ
っ
た
王
権
と
ど
の
よ

う
な
関
係
を
保
っ
た
か
に
よ
る
違
い
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
ら
を
大

局
的
に
外
見
し
て
お
く
と
、
表
Ⅰ
の
よ
う
な
宗
教
と
政
体
の
特
質
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
、
バ
リ
島
と
日
本
と
の
共
通
点
と
し
て
、
①
水
、
②
祈

り
、
③
芸
術
・
技
芸
・
も
の
づ
く
り
、
④
里
山
の
四
つ
の
「
生
態
智
」

要
素
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
リ
の
信
仰
の
核
心
に
は
水
の
神

へ
の
信
仰
が
あ
り
、
そ
れ
が
高
度
か
つ
繊
細
に
発
達
し
た
水
利
組
織

と
祭
祀
組
織
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
多
く
は
水
利
組

織
と
祭
祀
組
織
は
同
一
集
団
で
あ
る
が
、
バ
リ
の
場
合
、
両
者
が
微

妙
に
ず
れ
て
い
る
。
喩
え
て
言
え
ば
、
日
本
が
ユ
ニ
ゾ
ン
的
な
響
き

を
発
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
微
細
な
差
異
を
内
包
し
た
ユ
ニ
・
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
響
き
を
発
し
て
い
る
と
い
う
違
い
を
持
つ
。
ガ
ム

ラ
ン
音
楽
の
ペ
ア
楽
器
が
完
全
に
同
一
の
ユ
ニ
ゾ
ン
的
な
響
き
を
発

す
る
よ
う
に
で
き
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
な
キ
ー
の
違
い
を
設
け
る
こ

と
で
音
の
う
ね
り
を
生
み
出
す
の
に
も
似
て
、
水
利
組
合
（
ス
バ
ッ

ク
）
は
祭
祀
組
織
（
プ
ラ
ス
バ
ッ
ク
）
と
共
振
し
半
結
合
し
な
が
ら

も
別
の
祭
祀
組
織
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
と
争
い
を
避
け
、

配
慮
と
共
鳴
と
調
和
を
生
み
出
す
仕
掛
け
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
絶

バリ島、ガムランの演奏。ガムランとはマレ
ー語の「ガムル」（たたく）が語源で、実に
多くの「たたく」楽器で演奏される。その音
階はおおむね、沖縄音楽に似た「ペロッグ」
と、ヨナ抜き音階に似た「スレンドロ」に大
別される（撮影：小山敦資）。

【
注
】（
1
）

建
内
光
儀
『
上
賀
茂
神
社
』
に
は
、「『
賀
茂
縁
起
』
に

よ
る
と
欽
明
天
皇
の
御
代
（
五
三
九
〜
五
七
一
）
に
、
国

中
に
風
吹
き
雨
降
り
、
天
候
が
不
順
で
作
物
が
実
ら
ず
庶

民
が
大
い
に
愁
い
嘆
い
た
の
で
、
朝
廷
か
ら
卜
部
伊
吉
若

日
子
（
う
ら
べ
い
き
わ
か
ひ
こ
）
に
命
じ
て
卜
わ
し
め
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
賀
茂
大
神
の
祟
り
で
あ
る
と
わ
か
り
、
四

月
吉
日
を
選
ん
で
馬
に
鈴
を
か
け
、
人
は
猪
頭
（
い
の
が

し
ら
）
を
つ
け
て
走
っ
て
祭
祀
を
行
っ
た
結
果
、
五
穀
成

熟
し
て
天
下
泰
平
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
／
こ
れ
が

賀
茂
祭
（
葵
祭
）
の
起
源
と
も
い
わ
れ
」（
二
二
頁
）
と

記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）大

橋
力
『
音
と
文
明
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
河

合
徳
枝
・
大
橋
力
「
バ
リ
島
の
水
系
制
御
と
ま
つ
り
」

『
民
族
藝
術
』
一
七
巻
、
民
族
藝
術
学
会
、
二
〇
〇
一
年

（
3
）大

橋
力
氏
は
、『
音
と
文
明
』
の
中
で
、「
火
山
島
の
傾

斜
地
を
美
し
い
棚
田
で
埋
め
尽
く
し
、
精
緻
を
き
わ
め
た

灌
漑
手
法
で
水
を
廻
ら
せ
て
水
田
農
耕
を
営
む
バ
リ
島
社

会
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
は
、
我
田
引
水
が
惹
き
起
こ
す

水
争
い
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
こ
で
利
己
の
抑
制
を

伴
う
水
利
シ
ス
テ
ム
総
体
の
優
位
の
確
立
が
何
よ
り
も
尊

ば
れ
る
こ
ろ
に
な
る
。
こ
の
社
会
構
造
か
ら
発
生
す
る
恒

常
的
な
葛
藤
圧
を
中
和
し
、
ス
ト
レ
ス
を
低
下
さ
せ
て

『
地
上
の
楽
園
』
を
現
出
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
バ
リ
島

の
あ
の
『
神
々
と
祭
り
』
に
あ
る
こ
と
は
次
第
に
明
ら
か

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
日
常
性
を
は
る
か
に
脱
し
た
こ
よ
な

く
強
力
な
祭
り
の
快
感
の
導
く
エ
ク
ス
タ
シ
ー
、
ト
ラ
ン

ス
そ
し
て
カ
タ
ル
シ
ス
と
い
う
『
癒
し
の
仕
組
』
が
あ
っ

て
初
め
て
、
バ
リ
島
の
農
村
共
同
体
は
磐
石
の
結
集
を
実

現
す
る
。
祭
り
の
構
築
は
、
バ
リ
島
最
大
の
生
存
戦
略
に

他
な
ら
な
い
」（
四
六
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）大

橋
力
氏
は
ま
た
、「
ハ
イ
パ
ー
ソ
ニ
ッ
ク
・
エ
フ
ェ

ク
ト
は
、
生
理
的
に
は
脳
基
幹
部
の
活
性
化
を
通
じ
て
私

た
ち
の
躰
を
健
や
か
な
状
態
に
導
く
と
と
も
に
、
感
覚
感

性
的
に
は
人
を
快
感
と
美
感
に
包
む
。
こ
の
健
康
で
快
適

な
生
存
の
霊
薬
と
も
い
え
る
ハ
イ
パ
ー
ソ
ニ
ッ
ク
・
エ
フ

ェ
ク
ト
は
、
熱
帯
雨
林
や
伝
統
的
祝
祭
空
間
の
音
環
境
の

中
で
は
た
え
ま
な
く
発
生
し
続
け
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
／
ハ
イ
パ
ー
ソ
ニ
ッ
ク
・
エ
フ
ェ
ク
ト
を
私
た
ち
が

発
見
す
る
に
当
っ
て
そ
の
強
烈
な
脳
刺
戟
効
果
に
よ
っ
て

決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
バ
リ
島
の
ガ
ム
ラ
ン

楽
曲
の
ひ
び
き
だ
っ
た
」（
四
六
五
―
四
六
六
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
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妙
な
灌
漑
水
利
シ
ス
テ
ム
と
水
の
神
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
バ
リ
島

全
域
に
毛
細
血
管
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

全
体
が
生
き
た
生
態
的
生
体
と
し
て
連
動
し
合
い
、
相
互
補
完
し
合

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
祭
り
を
運
営
す
る
組
織
と
水
を
分
配
す

る
組
織
が
同
一
で
は
な
く
交
差
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結

果
的
に
水
争
い
が
未
然
に
防
が
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

大
橋
力
氏
の
著
作
『
音
と
文
明
』
や
河
合
徳
枝
氏
の
「
バ
リ
島
の
水

系
制
御
と
ま
つ
り
」
な
ど
の
論
考
は
指
摘
し
て
い
る
（2）

。

要
す
る
に
、
バ
リ
島
の
祭
祀
や
芸
能
を
支
え
る
生
態
的
基
盤
は
水

で
あ
り
、
そ
の
水
の
配
分
を
巡
る
水
利
シ
ス
テ
ム
と
水
の
神
を
含
む

神
々
へ
の
信
仰
と
祭
祀
の
シ
ス
テ
ム
の
相
互
関
係
性
が
最
重
要
に
な

る
。大

橋
力
氏
は
、
そ
の
バ
リ
島
の
「
生
存
戦
略
」
が
「
バ
リ
島
の
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
を
通
底
す
る
『
個
に
対
す
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
優
位
』」

と
い
う
価
値
観
の
存
在
を
生
み
出
し
た
と
洞
察
し
て
い
る
（3）

。
今
も
維

持
さ
れ
て
い
る
京
都
の
辻
つ
じ
の
地
蔵
祭
祀
や
地
蔵
盆
や
祇
園
祭
な

ど
の
協
働
組
織
の
あ
り
方
と
バ
リ
島
の
祭
祀
組
織
に
共
通
す
る
紛
争

解
消
の
生
態
智
の
知
恵
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

バ
リ
島
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
が
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
水
利
シ
ス
テ
ム

を
維
持
す
る
各
村
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
に
支
え
ら
れ
、
維
持
さ

れ
て
き
た
と
い
う
そ
の
生
態
―
生
業
―
祭
祀
・
芸
能
の
総
合
的
連
関

は
見
事
な
有
機
的
相
互
連
関
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の

デ
ィ
テ
ー
ル
を
持
続
千
年
首
都
・
平
安
京
の
「
生
態
智
」
や
現
在
の

京
都
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

バ
リ
の
美
し
い
棚
田
の
光
景
と
同
様
の
も
の
が
か
つ
て
の
日
本
の

各
地
で
も
見
ら
れ
た
が
、
今
は
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
琵

琶
湖
の
湖
西
地
方
に
伝
統
的
な
棚
田
が
現
存
し
て
い
る
が
、
日
本
の

場
合
、
水
利
と
祭
利
が
ほ
ぼ
同
一
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対

立
を
緩
和
す
る
仕
掛
け
が
弱
く
、
水
争
い
が
起
こ
り
や
す
い
。
だ
が

バ
リ
島
で
は
、
小
さ
な
島
で
よ
り
争
い
を
起
こ
さ
な
い
で
共
生
存
し

て
い
く
こ
と
が
最
優
先
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
共
生
存
し
て
い
く
ド
ラ
イ
ブ
と
し
て
、
祭
祀
や
芸
能
に
お
け
る

ト
ラ
ン
ス
技
術
が
発
達
し
た
。
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
と
バ
リ
舞
踊
に
お
け

る
ト
ラ
ン
ス
誘
発
術
と
は
ド
ー
パ
ミ
ン
や
β
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
脳
波

α
派
を
引
き
出
し
、
免
疫
活
性
を
促
し
身
心
を
賦
活
す
る
力
動
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
前
掲
の
大
橋
氏
や
河
合
氏
は
指
摘
し
て
い
る
（4）

。

今
年
、
バ
リ
島
で
は
新
月
と
な
る
三
月
一
六
日
に
新
年
の
祭
り

「
ニ
ュ
ピ
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
前
に
悪
霊
の
祓
い
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
が
、
村
ご
と
に
ね
ぶ
た
の
よ
う
な
オ
ゴ
オ
ゴ
と
い
う
巨

大
な
人
形
を
作
っ
て
飾
り
、
寺
院
の
御
神
体
を
海
に
運
ん
で
村
中
総

出
で
清
め
る
ム
ラ
ス
テ
ィ
の
儀
式
を
行
う
。
そ
し
て
「
ニ
ュ
ピ
」
の

当
日
は
村
人
た
ち
は
外
出
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
、
悪
霊
が
去
る
の

を
た
だ
ひ
た
す
ら
待
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ニ
ュ
ピ
」
の
祭
り
の
前

日
ま
で
、
つ
ま
り
一
年
最
後
の
日
ま
で
バ
リ
に
滞
在
し
な
が
ら
、
わ

た
し
は
遠
く
離
れ
た
京
都
の
祇
園
祭
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

バリ島の美しい棚田風景。人と環境と神との調和を重ん
じるヒンドゥー教の教えによって、1000年の長きにわた
り島の人々に守られてきた（撮影：小山敦資）。

バリ島の「ムラスティ」のようす。
ニュピの3日前に、寺院に祀られ
た御神体や聖なるものを清めるた
め、海岸で行われる儀式（撮影：
小山敦資）。
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地域 宗教 政体

日　本 自然信仰→神道＋仏教 天皇制＋
将軍制（二重王制）

バ　リ 自然信仰→ヒンドゥー教 王制（連合）

アイル
ランド

自然信仰→
ドゥルイド教＋キリスト教 王制（連合）

表Ⅰ
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