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コ

―
神
話
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て
―

実
に
多
様
な
あ
り
よ
う
が
そ
こ
に
は
内
包
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
学
問
的
展
開
の
跡
を
辿
れ
ば
、
明
ら
か
な
如
く
に
、　
一
国
神
話
が
単

な
る
そ
れ
と
し
て
の
み
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
史
的
視
野
に
立
つ
時
間

的

。
文
化
的
脈
絡
を
通
し
て
成
立
す
る
と
い
っ
た
古
代
的
状
況
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。　
し
か
し
、　
こ
れ
に
は
反
面
、
世
界
史
的
周
流
な
ど
で
は
な
く

し

て
、
各
々
の
民
族
の
初
期
状
況
と
し
て
、
類
似
の
文
化
形
態
と
い
う
も
の
を
予
測

注
⑤

す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
諸
論
を
享
け
て
、
豊
玉

比
売
神
話
の
検
討
に
着
手
し
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
前
稿
最
終
章
の
再
検
討
を
含

め
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
豊
玉
比
売
神
話
の
検
討

こ
の
記
紀
両
書
に
見
ら
れ
る
豊
玉
比
売
神
話
は
、
海
外
諸
神
話
と
の
関
連
が
古

く
か
ら
喧
し
く
言
わ
れ
、
昨
今
で
は
比
較
神
話
学
の
一
層
の
精
級
化
と
共
に
多
く

注
③

の
成
果
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
日
本
の
豊
玉
比
売

神
話
の
異
質
性
、
亦
、
複
合
の
結
果
と
し
て
の
記
紀
神
話
自
体
が
創
出
し
た
世
界

を
抽
出
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
ら
は
必
ず
や
現
今
の
我
等
の
文
化
要
素
と
渡

り
合
う
筈
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
直
叙
的
で
な
い
に
せ
よ
、
我
等
の
生
活
規
定
に
参

与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
か
ら
で
あ
る
。

０
　
豊
玉
毘
売
神
話
の
位
置

こ
の
神
話
は
、
そ
の
前
の
木
花
咲
夜
昆
売
の
説
話
と
並
ん
で
皇
統
譜
作
り
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
両
者
に
於
け
る
御
子
産
み
の
場
面
の

構
成
は
共
に
特
異
な
も
の

（神
異
の
出
来
事
）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

先
ず
、
木
花
咲
夜
毘
売
の
場
面
に
就
い
て
考
察
し
て
み
る
。
次
峰
話
の
展
開
を

略
述
す
る
。

高
木
神
の
命
を
受
け
て
、
天
照
大
御
神
は
太
子
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命

に
葦
原
中
国
を
治
め
に
降
れ
と
命
ず
る
。
す
る
と
、
降
る
準
備
を
し
て
い
る
う
ち

山

田

直

巳

は
じ
め
に

本
紀
要
前
稿
に
於
い
て
伝
承
を

「同
質
化
さ
れ
た
常
民
の
感
情
総
体
」
だ
と
規

定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
由
来
に
就
い
て
論
ず
る
暇
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、

「記
紀
神
話
」
と

「世
界
史
的
な
文
化
の
周
流
」
と
の
関
連
を

補
注

論
じ
、
更
に

「神
話
的
想
像
力
」
の
問
題
に
触
れ
先
の
規
定
の
跡
付
け
を
な
し
、

も
っ
て
伝
承
論
の
今

一
歩
の
前
進
を
期
し
た
い
と
考
え
る
。

一
、
問
題
の
所
在

所
謂

「個
有
神
話
」
と
見
ら
れ
た
神
話
の
中
で
、
文
化
の
複
合
と
い
う
世
界
史

的
周
流
の
洗
礼
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
は
意
外
に
も
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
現
代

神
話
学
の
齋
し
た

一
つ
の
結
論
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
論
の
学
問
的
信
憑
性

に
つ
い
て
は
十
全
の
論
議
を
要
す
る
が
、
そ
の
様
な
論
点
が
少
な
く
と
も
成
立
し

得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
自
分
の
議
論
は
、
先
ず
こ
れ
ら
の
疑
間
を
踏
ま
え
て
、
伝
承
論

へ
と
展

開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

記
紀
神
話
は
、
そ
の
成
立
以
来
個
有
の
も
の
と
し
て
来
た
が
、
先
ず
中
国
文
献

と
の
関
連
性
が
説
か
れ
、
次
い
で
東
南
ア
ジ
ア
諸
神
話
、
北
方
遊
牧
民
の
そ
れ
と

の
路
螂
、
そ
し
て
昨
今
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
と
の
関
連
が
論
じ
ぃ
が
る
と
い
つ
た
、
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に
子
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
天
運
岐
志
国
迩
岐
志
天
津
日
高
日
子
番
能
運
迩
芸

命
で
、
こ
の
神
は
高
木
神
の
孫
の
位
置
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
神
を
降
ら
せ
る

事
に
決
定
し
て
こ
の
番
能
邁
々
芸
命
が
天
降
る
。
か
く
し
て
笠
沙
御
前
で
大
山
津

見
神
の
娘
、
木
花
之
佐
久
夜
昆
売
、
石
長
比
売
二
人
に
会
う
こ
と
に
な
る
。
姉
の

石
長
比
売
は
醜
い
と
い
う
理
由
で
返
さ
れ
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
み
が
妻
と
な

る
。こ

こ
で
古
事
記
は
、
ま
ず
死
の
起
源
諄
を
語
る
。
人
の
命
が
木
の
花
の
咲
い
て

い
る
時
間
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
理
由
を
説
く
の
で
あ
る
。

説
話
展
開
を
辿
り
な
が
ら
、
死
の
起
源
諄
を
検
討
し
、
神
話
の
舞
台
回
し
に
就

い
て
柳
か
論
じ
て
み
る
。
天
津
御
子
は
、
そ
の
系
譜
か
ら
行
っ
て
、
命
が
有
限
で

あ
る
筈
が
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
葦
原
の
中
国
に
降
っ
た
と
た
ん
に
、
死
の
運
命
を

背
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
説
話
の
背
後
を
流
れ
る
論
理
を
辿
る
と
次
の

如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
地
上
に
降
っ
た
者
に
天
界
の
論
理
は
通
用
し
な
い

の
で
あ
り
、
降
っ
た
地
に
応
じ
た
番
能
迩
々
芸
の
運
命
が
決
定
さ
れ
る
と
説
く
。

要
す
る
に
天
上
界
と

地
上
界
と
で
は
全
て
が

異
な
る
こ
と
を
そ
の
最
大
の
関
心

事
、
「命
」

の
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
説
い
た
の
で
あ
る
。　
そ
れ
が
こ
の
木
之

花
佐
久
夜
比
売
の
神
話
の
意
味
で
あ
っ
た
。

次
に
す
こ
し
詳
し
く
細
部
を
論
じ
て
み
る
。
「石
長
比
売
」
と
は
、
「天
神
御
子

之
命
、
雪
降
り
風
吹
く
と
も
、
恒
に
石
の́
如
く
に
、
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
ま
さ

む
」
の
意
で
あ
り
、
「木
之
花
之
作
久
夜
毘
売
」
と
は
、
「木
の
花
の
栄
ゆ
る
が
如
く

栄
え
ま
さ
む
」
の
意
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も

「神
話
語
」
と
し
て
は
そ
う
考
え

ら
れ
る
。
大
山
津
見
神
の
有
す
る
機
能
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
、
そ
れ
を
石
長
比

売
、木
之
花
佐
久
夜
毘
売
と
い
う
人
格
に
形
成
し
、番
能
迩
々
芸
に
奉
っ
た
の
で
あ

る
が
、迩
々
芸
は
無
限
の
命
を
拒
否
し
た
。
そ
う
し
て
死
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

今

一
時
の
栄
え
の
み
を
手
に
し
た
番
能
迩
々
芸
命
は
、
木
の
花
佐
久
夜
昆
売
と

の
間
に
新
し
い
生
命
を
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
分
の
子
で
な
く
、
国
神
の
子

で
あ
ろ
う
と
強
く
疑
い
、
し
か
た
な
く
昆
売
は
身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め

「宇

気
比
」
産
み
＝
火
中
産
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
神
の
子
な
ら
ば
、
火
中
に

自
分
達
は
焼
け
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
何
と
も
な
く
出
産
で
き
る
筈
だ

と

「宇
気
比
」
し
て
産
み
、
無
事
に
火
照
命
、
火
須
勢
理
命
、
火
遠
理
命
の
三
柱

を
得
、
天
津
御
子
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
右
の
説
話
中
で
問
題
と
な

る
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
置
こ
う
。
そ
の
一
が
、
天
津
神
と
山
津
見
神
の
娘

と
の
婚
姻
。
そ
の
二
が
、
死
の
起
源
講
。
そ
の
三
が

「
一
夜
妊
み
」
の
疑
い
を
は

ら
す
た
め
の
火
中
誕
生
諄
。
（宇
気
比
産
み
）

拠
、
次
に
こ
の
説
話
の
後
を
享
け
て
、
展
開
す
る
豊
玉
昆
売
説
話
を
た
ど
つ
て

み
よ
う
。
三
兄
弟
の
中
の
長
兄
と
末
子
と
が
争
う
場
面
が
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
の

元
は

「海
」
と

「山
」
の
役
割
分
担
な
の
で
あ
り
、
長
兄
の
火
照
命
は
海
佐
知
昆

　

一

古
と
し
て
海
の
幸
を
自
由
に
で
き
る
者
と
な
り
、
末
子
の
火
遠
理
命
は
山
佐
知
昆
　
２

古
と
し
て
山
の
幸
を
自
由
に
で
き
る
者
と
い
う
機
能
分
布
を
す
る
。
元
来
山
の
幸

　

一

を
自
由
に
し
て
い
た
火
遠
理
命

（山
幸
毘
古
）
は
海
の
幸
を
も
自
ら
の
手
中
に
収

め
ん
と
し
て
、
兄
と
の
幸
換
え
を
強
引
に
す
る
が
結
果
的
に
は
収
穫
は
な
く
、
そ

れ
ば
か
り
か
兄
の

「呪
物
」
＝
「象
徴
」
と
し
て
の
鉤
を
な
く
し
て
兄
弟
争
い
の
発

端
に
な
る
。

困
っ
て
海
浜
を
紡
往
し
て
い
る
弟

「火
遠
理
命
」
を
海
の
神

「塩
椎
神
」
は
助

け
よ
う
と
海
津
見
国
を
紹
介
す
る
。　
こ
こ
に
豊
玉
毘
売
と
の
出
会
い
が
あ̈

る

の

だ
。
海
神
国
で

「水
の
呪
力
」
を
与
え
ら
れ
た
山
幸
は
、
兄
の
本
来
持
っ
て
い
た

「海
幸
」

を
も
自
分
の
身
に
得
た
の
で
あ
る
。　
か
く
し
て
火
遠
理
命
は
地
上
に
戻

り
兄
た
る
火
照
命
に
全
支
配
権
の
掌
握
を
認
め
さ
せ
る
べ
く
戦
闘
を
し
、
そ
れ
が

完
了
す
る
こ
ろ
豊
玉
昆
売
は
子
を
生
む
時
を
迎
え
た
。
だ
が
こ
の
子
は
天
津
神
の

子
だ
か
ら
海
原
に
は
生
め
な
い
と
火
遠
理
命
の
も
と
に
来
て
伝
え
る
。
こ
れ
を
聞



い
た
火
遠
理
命
は
産
屋
を
急
ぎ
作
る
が
間
に
合
わ
ず
、
未
完
成
の
そ
の
産
屋
に
入

り
子
を
生
む
。
そ
こ
に

「見
る
な
の
禁
」
を
課
し
て
、
「妾
、
今
、
本
の
身
を
以

ち
て
産
ま
む
と
す
。
願
は
く
は
、

妾
を
な
見
た
ま
ひ
そ
。

」
と
言
う
。　
し
か
し
、

興
味
に
ひ
か
れ
遂
に
そ
の
禁
を
犯
し
、　
の
ぞ
く
と
そ
の
異
類
の
女
は
、

「八
尋
和
日

迩
」
と
な
っ
て
の
た
う
ち
回
っ
て
い
た
。

こ
の
結
果

「
見
現
わ
す
」
恥
か
し
め
を
受
け
た
豊
玉
昆
売
は
、
海
陸
通
う

「
海

坂
」
を
閉
じ
、
自
分
も
去
っ
て
し
ま
う
。
異
類
の
女
が
そ
の
正
体
を
見
破
ら
れ
た

場
合
、
悲
し
く
も
黙
っ
て
去
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
田
妻
の
場
合
も
同
様

で
、
こ
の
型
の
話
は
後
世
に
も
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。

右
豊
玉
昆
売
神
話
の
場
合
問
題
と
な
る
べ
き
点
を
拾
っ
て
み
る
。
そ
の
一
は
、

長
兄
と
末
弟
と
の
役
割
分
担
。
そ
の
二
は
、
末
弟
が
全
役
割
を
独
占
す
る
こ
と
。

そ
の
三
つ
が
海
神
国
の
女
を
末
弟
が
手
中
に
し
た
こ
と
。
そ
の
四
が
海
浜
の
産
屋

の
こ
と
。
そ
の
五
が

「
見
る
な
の
禁
」

を
犯
し
て

「
海
坂
」

を
塞
じ
ら
れ
た
こ

と
。以

上
は
、
天
神
が
地
上
に
降
り
、
二
代
の
婚
姻
を
通
じ
て
、
地
上
支
配
の
体
制

を
完
遂
す
る
に
は
何
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
説
く
た
め
の
系
譜
物
語
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
経
て
、
よ
う
や
く
神
武

へ
の
可
能
性
が
開
け
た
ど
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
話
根
の
中
に
含
ま
れ
る
問
題
と
な
る
べ
き
文
化
史
的
、
或
い
は
宗
教
学
的
部
分

を
検
討
し
て
み
た
い
。

０
　
神
話
的
言
語

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
極
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
信
仰
形

態
の
印
象
を
こ
れ
ら
の
話
の
展
開
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
は
そ
う
む
つ
か
し
い
事
で

は
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
指
摘
す
る
に
は
或
る
氏
族
集
団
と

そ
れ
と
血
縁
と
見
ら
れ
る
動
物
の
明
確
な
摘
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

が
、
物
「調
「０
＝欄
例
目
ョ
引
利
利
劇
刺
と
し
て
、
あ
る
い
は
息

憫
ど
し
て
、
伝
承
の
世
界
で
そ
れ
を
語

っ
た
と
し
て
も
何
等
不
思
議
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
が
い
わ
ば

「神
話
的
言
語
」
の
形
を
取
っ
て
表
白
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

山
津
見
神
と
の
婚
姻
だ
が
、
山
津
見
神
は
、
中
津
国
全
体
を
代
表
す
る
象
徴
で

あ
り
、
こ
の
娘
と
の
婚
姻
は
全
地
霊
が
天
神
に
降
服
し
、
こ
れ
に
奉
げ
ら
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
山
津
見
神
の
娘
と
は
自
然
の
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ

を
さ
ら
に

「石
」
と

「木
」
の
機
能
に
分
け
た
。

「
石
」

は
変
化
し
な
い
永
続
性

（安
定
）
の
象
徴
、

「木
」
は
変
化
し
続
け
る
時
間
的
存
在
の
象
徴
と
し
た
。

「
海

幸
」
。
「山
幸
」
と
い
う
場
合
は
、　
海
に
産
し
、
山
で
獲
れ
る
も
の
を

「幸
」
と
い

う
形
で
ま
と
め
、
そ
こ
に
霊
的
な
特
殊
な
世
界
を
認
め
た
。
亦
、
豊
玉
昆
売
は
実

は
八
尋
和
迩
だ
っ
た
と
説
く
。
こ
れ
ら
の
諸
例
は
論
じ
る
迄
も
な
く
信
仰
的
事
実

で
あ
り
、
伝
承
を
背
後
か
ら
し
つ
か
り
と
支
え
て
い
た
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　
伝
承
は
単
に
説
話
だ
け
が
独
り
歩
き
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
「
秘
儀
」
と
そ

の

「
も
ど
き
」
と
の
脈
絡
に
於
い
て
の
み
展
開
さ
せ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
秘
儀

の
印
象
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
残
映
が
古
事
記

ｏ
日
本
書
紀
に
こ
れ
ら
の
神
話
を
語
ら

せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
代
の
婚
姻
説
話
に
は
二
つ
の
起
源
諄
が
記
さ
れ
た
。　
一
つ
は
、
生
命
が

有
限
に
な
っ
た
こ
と
、
他
方
は
、
海
陸
通
交
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

死
の
起
源
諄
の
方
か
ら
見
て
み
る
。　
生
命
の
有
限
性
を
説
く

の
に

「石
」
と

「
木
の
花
」

の
比
喩
を
取
っ
た
こ
と
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
。

従
来
こ
の
部
分
に

就
い
て
の
言
説
は
多
く
、
殊
に

「無
常
感
」
の
自
覚
の
表
出
だ
等
の
意
見
は
そ
の

代
表
な
の
だ
が
、　
い
ま
少
し
論
点
を
ず
ら
し
考
察
を
し
て
み
よ
う
。

「石
長
」
と

「木
の
花
咲
」
の
対
比
で
あ
る
。　
し
か
も
そ
の
父
は
山
津
見
神
な
の
で
あ
る
。

山

は
そ
れ
自
体
動
か
な
い
、
そ
の
こ
と
に
依

っ
て
信
仰
対
象
に
な
り
得
る
の
だ
が
そ

こ
に
動
的
存
在
で
あ
る

「咲
く
花
」

を
二
重
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
来

て

い
る
。

-3-



「石
長
」
は
父
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
な
の
だ
が
、
「木
の
花
咲
く
や
姫
」
は
そ
れ

を
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
価
値
が
あ
る
。
姉

「石
長
姫
」
と
は
全
く

異
っ
た
立
場
に
あ
り
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
、
穂

（象
徴
）
と
し
て
の
意
義
を
果
し

得
る
の
で
あ
る
。
大
地

（山
津
見
神
）
に
一
致
す
る
よ
う
に
し
て
着
い
て
い
る
姉

石
長
姫
は
、
元
来
人
間
の
世
界
と
対
昧
的
な
立
場
に
あ
り
、
「木
の
花
咲
く
や
姫
」

は
人
の
側
に
あ
る
わ
け
で
、
自
然
の
推
移
を
見
な
が
ら
そ
こ
に
動
的
な
部
分
を
と

ら
え
木
之
花
佐
久
夜
毘
売
と
命
名
し
た
こ
と
は
古
代
人
の
勝
れ
た
思
索
の
成
果
で

あ

つ
た
。　
だ
か
ら
こ
そ
、　
命
の
有
限
性
の
説
明
に

「
花
」
が
出
て
来
た
の
で
あ

る
。
先
に
比
喩
と
言
っ
た
が
本
当
は
そ
う
で
は
な
く
、
古
代
人
の
言
葉
は
そ
の
様

な
形
態
を
取
っ
て
の
み
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
冽
】洲
＝
則
「̈
ｑ
劇
「劉
「冽
「釧
酬
Ш‐コ
ｑ‐劇
「̈
ｑ

で
は
な
く
、
そ
の
含
ま
れ
て
い
る
全
体
を
言
う
事
に
依
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た

も
の
な
の
だ
。
「石
そ
の
も
の
」
と

「磐
」
＝
「
石

・
不
変
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
直
叙

的
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
「木
の
花
」
は

「変
化
」
＝

「時
間
的
存
在
」

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば

「神

話
的
言
語
」
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

海
陸
相
交
わ
な
く
な
っ
た
原
因
は
、
「見
る
な
の
禁
」
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「海
坂
」

は
本
来
通
じ
て
い
た
と
説
き
、
信
頼
が
失
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
不

幸
が
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
正
体
を
見
ら
れ
た
者
は
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
自
分

の
本
願
の
他
に
泣
く
泣
く
帰

っ
て
行
く
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
話
柄
に
は
確
か
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
印
象
が
残
っ
て
い
る
が
、
先
に
も
記

し
た
と
お
り
、
そ
の
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
、
文
学
的
事
実
、
神
話
的
事
象
と
し
て
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
問
題
と
な
る

ま
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
神
話
の
中
に
確
か
に
印
象
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
妥

当
だ
と
結
論
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
と
す
る
な
ら
、　
一
時
代
前
の
出
来
事
と
し
て

異
類
と
の
交
流
を
語
る
の
は
古
代

ロ
マ
ン
の
世
界
が
維
持
し
た
、
ま
さ
に
神
話
的

要
素

（神
異
の
で
き
ご
と
）
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
の

「信
田
妻
」
の
場
合
も
、

蛇
聟
入
、
猿
聟
入
等
の
場
合
も
異
類
と
の
交
流
は
幸
福
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
異
類
の
本
郷
の
地

へ
と
去
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
説
話
は
共
に

伝
承
の
世
界
特
有
の
神
話
的
想
像
力
と
い
う
古
代
的
要
素
に
依
っ
て
裏
打
ち
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
信
田
妻
の
場
合
を
論
じ
、
折
口
信
夫
博
士
は
女
性
の
宗
教
的
位
置
に
そ
の

原
因
の
一
つ
が
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
印
象
の
甚
だ
強
い
こ
と

注
０

を
言
わ
れ
た
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
の
関
連
で
考
え
て
み
れ
ば
、　
一
つ
の
動
物
を
象

徴
と
し
た

「区
別
の
論
理
」
の
説
話
化
に
依

っ
て
ト
ー
テ
ム
信
仰
の
印
象
は
残
さ

れ
た
も
の
と
見
る
。
生
物
学
的
な
意
味
で
の
異
類
が
人
と
の
交
流
の
対
象
た
り
得

補
注
　
　
　
　
　
　
　
　
補
注

る
筈
は
な
く
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
古
代
的
想
像
力
、
神
話
的
想
像
力
の
世
界
の
こ

と
で
、
異
種
族
を
或
る
動
物
と
の
結
び
つ
き
を
通
じ
て
語
っ
て
、
初
め
て
真
に
異

　

一

種
族
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
古
代
的
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
４

伝
承
は
、　
個
々
の
事
実
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「心
意
」
を
伝

　

¨

達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

扱
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
記
紀
神
話
中
の
豊
玉
毘
売
神
話
の
位
置
を
纏
め
て
お

こ
う
。
こ
の
神
話
は
記
紀
神
話
中
の
神
代
巻
に
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
経
て
次
の

天
皇
達
の
巻
に
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
節
点
は
存
る
こ
と
は
、
こ
の
神

注
ω

話
を
重
い
も
の
に
し
て
い
る
。
神
々
の
巻
か
ら

「神
と
人
の
巻
」
に
入
っ
て
行
く

為
に
何
が
そ
の
準
備
と
し
て
必
要
だ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

先
ず
、
天
津
御
子
の
生
命
が
有
限
と
な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
天
界
と

の
完
全
分
離
が
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
海
陸
通
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
こ
の
葦
原
中
国
が
そ
れ

一
人

と
し
て
独
立
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ

っ
た
。
天
界
か
ら
の
系
譜
は
生
き
な

が
ら
、
直
接
的
な
結
合
は
断
絶
さ
せ
た
。
亦
海
津
見
国
と
の
断
絶
は
、
海
神
の
代



表
た
る
豊
玉
昆
売
の
系
譜
が
生
か
さ
れ
た
上
だ
か
ら
、
も
う
こ
れ
で
良
い
こ
と
に

な
る
。
こ
の
場
合
は
更
に
玉
依
毘
売
が
送
ら
れ
て
い
る
か
ら

一
層
問
題
な
い
。
こ

の
様
に
現
在
天
界
と
の
交
流
が
な
い
こ
と
、
亦
、
海
津
見
国
と
の
通
交
が
不
可
能

な
こ
と
の
二
つ
を
説
明
し
尽
し
た
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
天
界
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
海
底
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
付
与
さ
れ
て
初
め
て
天
皇
た
る
資
格
が
備
わ
っ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
様
な
来
歴
を
経
て
、
現
在
の
葦
原
中
国
は
あ
り
、
そ
の
支
配
者

で
あ
る
天
皇
は
信
仰
的
に
も
十
全
な
も
の
を
備
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
部
分
の
神
話
の
構
造
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

０
　
豊
玉
昆
売
神
話
の
構
成

話
根
の
分
析

ω
　
幸
換
え

弟
山
幸
彦
は
、
兄
海
幸
彦
に

「各
幸
を
相
易
へ
て
用
ゐ
む
」
と
申
し
入
れ
る
。

最
初
は
応
じ
な
か
っ
た
が
遂
に
交
換
す
る
。　
し
か
し
、　
こ
の

「幸
」
は
小
手
先
の

技
術
で
は
な
い
か
ら
、
本
質
的
契
機
を
換
え
る
こ
と
は
出
来
ず
失
敗
す
る
。
挙
句

の
果
に
兄
の
鉤
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
兄
弟
争
い
は
始
ま
る
。

０
　
海
神
宮
訪
問

こ
の
失
な
わ
れ
た
鉤
を
求
め
て
放
浪
す
る
山
幸
彦
を
塩
椎
神
来
た
っ
て
、
「我
、

汝
命
の
た
め
に
善
き
議
を
な
さ
む
」
と
言
っ
て
、
海
神
宮
に
行
く
べ
き
こ
と
を
教

え
る
。
霊
力
の
象
徴
た
る
首
の
嶼
を
介
し
て
豊
玉
毘
売
と
婚
を
な
し
、
三
歳
の
間

幸
福
に
暮
ら
す
。

③
　
再
び
地
上
へ

日
本
紀
は

「猶
有
二憶
レ
郷
之
情
一」
と
記
し
、
古
事
記
は

「思
二其
初
事
一而
大

一
歎
」
と
記
す
。　
こ
う
し
て
幸
福
な
時
間
に
別
れ
を
告
げ
、
例
の
失
な
っ
た
鉤

も
得
て
帰
還
す
る
。
海
神
宮
の

「水
の
呪
力
」
を
得
て
兄
を
自
分
の
奉
仕
者
と
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
話
の
進
め
方
に
は

「末
子
相
続
」
の
考
え
方
が
見
ら
れ

ワ
●
．

０
　
御
子
産
み

一
段
落
後
、

海
神
宮
の
娘
、

豊
玉
昆
売
が
天
津
御
子
の
胤
を
宿
し
た
と
言
っ

て
、
産
み
月
に
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
来
る
。

０
　
「見
る
な
の
禁
」
を
犯
す
こ
と
に
依
る
別
離
。

話
根
の
整
理
は
以
上
で
あ
る
が
、
地
上
に
始
ま
り
地
上
で
終
わ
る
。
こ
の
話
根

展
開
か
ら
行
け
ば
、
異
界
と
の
接
触
な
き
者
は
支
配
者
に
な
れ
な
い
、
と
す
る
伝

承
が
存
在
し
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「異
族
霊
」
と
も
称
す
べ
き
も
の

を
手
中
に
し
な
け
れ
ば
支
配
者
に
な
り
得
な
い
と
す
る
皇
統
譜
作
成
の
論
理
が
伝

承
さ
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
先
の
木
之
花
佐
久
夜
毘
売
、
豊
玉
毘
売
の
場

合
も
同
断
で
、
こ
れ
ら
の
姫
達
は
異
族
の
女
で
あ
っ
た
。

③
　
話
根
の
比
較
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

以
上
の
話
根
整
理
に
基
づ
き
海
外
諸
説
話
と
の
比
較
検
討
を
し
て
み
る
。　
　
　
　
５

メ
ル
シ
ー
ナ
神
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

古
代
フ
ラ
ン
ス
に
伝
承
さ
れ
た
ル
シ
ー
ナ
ン
族
の
母
性
始
祖
、
海
の
美
女
メ
ル

シ
ー
ナ
の
神
話
で
あ
る
。

海
辺
に
い
た
美
し
い
女
性
と
婚
し
、

子
供
が
生
ま
れ

る
。
あ
る
日
、
こ
の
女
が
魚
の
姿
で
い
る
時
夫
に
見
ら
れ
、
そ
れ
を
恥
じ
て
去
っ

て
行
く
。
本
来
三
度
と
帰
ら
な
い
心
算
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
子
を
養
育
す
る
た
め

に
海
の
国
か
ら
通
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
が
そ
の
説
話
の
概
略
だ
が
、
関
敬
吾
博
士
は
こ
れ
を
論
じ
て
、
海
幸
山
幸

の
神
話
の
後
半
部
、
即
ち

「豊
玉
姫
型
」
に
こ
の
メ
ル
シ
ー
ナ
の
伝
承
は
当
る
と

注
②

言
わ
れ
た
。

こ
の
メ
ル
シ
ー
ナ
の
伝
承
は
、
羽
衣
型
、
あ
る
い
は
自
鳥
処
女
型
な
ど
と
呼
称

さ
れ
て
い
る
説
話
内
容
に
類
似
し
て
い
る
。
今
、
こ
の
説
話
の
伝
播
に
つ
い
て
云

々
し
得
な
い
が
、
分
布
範
囲
は
甚
だ
広
く
、
シ
ベ
リ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
、
北
部
を
除



く
全
欧
州
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
北
米
、
ア
フ
リ
カ
と
文
字
通
り
世

界
大
の
領
域
に
亘
っ
て
い
る
。
先
に
関
敬
吾
博
士
の
説
を
挙
げ
た
が
、
博
士
は
続

け
て
、
禁
忌
の
モ
チ
ー
フ
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
略
々
こ
の
説
話
は

豊
玉
毘
売
神
話
に
重
な
る
と
論
ぜ
ら
れ
た
。

メ
ル
シ
ー
ナ
の
伝
承
に
就
い
て
の
言
及
は
以
上
に
し
て
お
い
て
、
「海
幸
山
幸
」

型
の
部
分
の
検
討
に
入
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
型
の
伝
承
も
略
々
世
界
大
の
分
布

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
亦
、
こ
れ
は
二
つ
の
亜
型
に
分
類
す
る

こ
と
が
可
能
だ
と
言
わ
れ
、
そ
れ
は

「海
洋
型
」
と

「陸
上
型
」
の
二
類
だ
と
い

ンｎノ。０
　
海
洋
型
。
主
人
公
が
漁
具
を
借
用
し
、
魚
に
そ
の
漁
具
を
奪
わ
れ
る
。
貸

し
手
の
激
し
い
催
促
に
依
っ
て
海
底
に
捜
し
に
行
く
。
す
る
と
途
中
で
水
汲

み
女
に
会
う
。
そ
こ
で
、
病
気
の
そ
の
女
の
母
を
加
療
し
て
や
る
。
そ
の
恩

に
依
り
、
漁
具
を
捜
し
て
も
ら
い
、
更
に
地
上
に
迄
送
っ
て
も
ら
う
。

こ
れ
は
動
物
報
恩
謂
の
項
の
も
と
に
纏
め
る
こ
と
の
で
き
る
説
話
で
、
海
浜
に

生
活
す
る
者
の
想
像
力
が
ど
の
様
な
方
向
に
展
開
し
て
い
る
か
を
如
実
に
見
せ
る

も
の
で
、

「浦
の
島
子
」

の
説
話
同
様
海
岸
の
現
実
か
ら
自
分
達
の
恐
ら
く
行
け

な
い
だ
ろ
う
世
界
に
、
こ
の
世
と
の
対
比
を
描
い
て
み
た
。
そ
れ
が
こ
の
説
話
の

現
実
で
あ
っ
た
。

０
　
陸
上
型
。　
主
人
公
が
狩
猟
の
道
具
を
な
く
し
、

激
し
く
返
済
を
迫

ら
れ

る
。
主
人
公
は
仕
方
な
く
、
地
下
の
世
界
に
捜
し
に
行
く
と
、
王
が
傷
つ
い

て
い
る
。　
そ
こ
で
、
自
分
は
医
師
だ
と
言
っ
て
加
療
し
て
や
る
。　
そ
の
功

で
、
王
の
娘
と
結
婚
し
、
こ
の
妻
を
地
上
に
連
れ
帰
る
が
、
妻
の
課
し
た
禁

忌
を
犯
し
妻
は
去
る
。

こ
の
陸
上
型
で
は
、
関
博
士
も
語
ら
れ
る
が
如
く
、
海
洋
型
と
異
り
、
婚
姻
モ

チ
ー
フ
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
海
洋
型
と
話
の
展
開
は
略
々
一
致
す

る
が
、
訪
問
先
が
地
下
界
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
異
る
。
山
の
民
の
現
実
生
活
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
陸
上
の
人
間
に
と
っ
て
の
神
秘
の
域
は
、
明
澄
の
世

界
と
し
て
の
天
空
よ
り
も
、

洞
窟
等
を
通
し
て
観
想
さ
れ
る
闇

へ
の
志
向

で
あ

り
、
地
下
の
世
界
を
目
ざ
す
の
は
自
然
の
流
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
説
話
は
、
海
洋
型
に
せ
よ
陸
上
型
に
せ
よ
自
分
の
現
実
か
ら
の
発
想

で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
は
そ
こ
に
住
む
人
の
世
界
観
を
示
し
て
い
る
。

海
浜
に
生
活
す
る
も
の
は
直
叙
的
対
象
と
し
て
海
彼
が
、
そ
し
て
そ
れ
の
深
化
と

し
て
の
海
底
が
問
題
と
な
り
、
陸
上
の
そ
れ
は
山
の
彼
方
が
最
初
の
対
象

で
あ

注
∽

り
、
そ
れ
は

「深
山
訪
ね
」
に
展
開
し
、
そ
こ
で
の
深
い
体
験
が
闇
世
界
を
暗
示

し
、
そ
れ
は
地
下

（暗
）
を
導
入
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

話
根
の
展
開
と
い
う
面
か
ら
見
て
行
け
ば
、
ω
の
幸
換
え
の
部
分
が
ほ
と
ん
ど

削
ら
れ
、
単
に
鉤
を
な
く
し
た
狩
猟
具
を
な
く
し
た
と
い
う
部
分
か
ら
始
ま
り
、　

　
・

０
の
海
神
宮
、
あ
る
い
は
地
下
の
国
訪
間
が
あ
り
、
０
の
地
下
帰
り
と
行
き
、
ン」

６

こ
で
物
語
は
完
結
し
て
い
る
。
海
洋
型
の
伝
承
は
、
関
敬
語
氏
に
依
れ
ば
パ
ラ
ウ
　

．

島
、
セ
レ
ベ
ス
島
、
ケ
イ
島
な
ど
西
南
太
平
洋
諸
島
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
諸
島
に
見

ら
れ
る
型
だ
と
言
う
。
こ
の
地
方
の
説
話
の
全
体
を
見
渡
す
と
、
ω
の
幸
換
え
、

０
の
御
子
生
み
、
０
の
別
離
な
ど
の
説
話
が
欠
け
て
い
る
。

つ
ま
り
他
界
と
の
接

触
を
通
し
て
、　
一
種
霊
的
な
力
を
得
る
と
い
う
秘
儀
的
要
素
が
欠
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

筒
、
こ
の
地
上
型
に
属
す
る
説
話
は
、
朝
鮮
、
ア
イ
ヌ
、
テ
イ
ベ
ッ
ト
、
ラ
ブ

ラ
ン
ト
等
の
北
ア
ジ
ア
諸
地
方
に
見
ら
れ
、
太
平
洋
諸
島
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
猟

具
の
借
用
モ
チ
ー
フ
は
な
く
、
失
な
わ
れ
た
理
由
は
狩
の
対
象
と
な
る
動
物
が
体

に
射
込
ま
れ
た
の
に
逃
亡
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
こ
の
系
譜
に
立
つ
説

話
は
北
西
ア
メ
リ
カ
に
広
が
り
、
若
干
の
話
の
変
化
を
見
せ
な
が
ら
行
な
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
が
各
々
持
っ
て
い
る
話
根
を
関
敬
吾
氏
の
説
話
分
析
を
検
討
し
な



が
ら
記
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

０
　
西
南
太
平
洋
諸
島

０
　
主
人
公
漁
具
を
借
り
て
、
魚
に
取
ら
れ
る
。

０
　
貸
し
手
の
激
し
い
催
促
で
海
底
に
捜
し
に
行
く
。

い
　
途
中
水
汲
む
女
に
会
う
。
こ
の
女
の
母
が
病
気
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
し
て

や
る
。

０
　
鉤
を
見
つ
け
、
魚
の
案
内
で
地
上
に
戻
る
。

①
　
貸
し
主
に
復
讐
す
る
。

０
　
北
ア
ジ
ア

０
　
武
器
、
猟
具
の
紛
失
。
狩
猟
も
し
く
は
退
治
の
目
的
で
動
物
を
突
き
、
為

に
紛
失
。

０
　
捜
し
に
海
、
あ
る
い
は
山
に
行
く
。

い
　
水
汲
む
女
な
ど
の
援
助
者
に
会
う
。
こ
の
女
の
母
が
病
気
で
あ
り
、
こ
れ

を
直
す
。

０
　
女
と
結
婚
す
る
。

０
　
北
西
ア
メ
リ
カ

０
　
猟
具
の
紛
失
。

０
　
捜
し
に
出
か
け
、
病
気
の
原
因
た
る
自
分
の
猟
具
を
取
り
か
え
す
。

い
　
そ
の
子
供
の
娘
と
結
婚
し
、
子
供
が
生
ま
れ
る
。

０
　
帰
郷
す
る
が
禁
忌
の

「子
供
を
殴
る
な
」
を
犯
し
、
母
子
別
離
に
至
る
。

こ
れ
ら
の
分
類
か
ら
推
し
て
み
る
と
、
記
紀
の
伝
承
に
最
も
近
い
の
は
西
南
太

平
洋
諸
島
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
一
応
の
整
理
か
ら
、
豊
玉
毘

売
神
話
の
系
統
な
ど
と
て
も
論
ぜ
ら
れ
ぬ
こ
と
が
分
る
。

起
源
論
は
さ
て
措
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
海
幸
山
幸

・
豊
玉
毘

売
説
話
を
検
討
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。

ω
　
幸
換
え

海
幸

・
山
幸
と
い
っ
た
二
つ
の
生
活
形
態
、
あ
る
い
は
信
仰
対
象
も
異
な
る
で

あ
ろ
う
集
団
の
対
立
と
し
て
、
説
話
は
語
ら
れ
始
め
ら
れ
る
。
「海
の
民
」
、

「山

の
民
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
生
活
実
感
を
抽
象
化
し
、
海
幸

・
山
幸
と
い
う
形
で
設
定
し
た
。
こ
の
様
な
或
る
意
味
で
完
成
さ
れ
た
極
め
て
文

学
的
な
表
現
に
迄
到
達
し
た
話
根
部
を
持

つ
説
話
は
他
に
類
例
を
見
な
い
。
西
南

太
平
洋
の
場
合
の
様
に
貸
し
て
く
れ
る
の
は
、
技
能
熟
練
者
と
し
て
の
老
人
で
あ

り
、
兄
弟
と
い
っ
た
深
い
葛
藤
を
醸
成
す
る
要
素
を
有
し
て
い
な
い
。
兎
に
角
高

度
な
抽
象
化
、
亦
文
学
的
達
成
化
の
面
か
ら
見
て
も
、
他
の
場
所
の
説
話
に
見
ら

れ
ぬ
も
の
で
、
他
に
伝
承
し
た
も
の
と
比
し
て
甚
だ
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。

０
　
海
神
宮
訪
問
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

北
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
例
に
地
下
の
国
を
訪
ね
る
も
の
が
あ
る
が
、
他
の
地
域
　
７

の
伝
承
は
共
通
し
て
、
海
彼
を
想
像
力
の
対
象
と
し
て
来
た
。
ア
フ
リ
カ
等
を
除

　

．

外
し
て
ほ
と
ん
ど
が
海
中
に
地
上
と
同
様
な
世
界
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
記

紀
両
書
に
於
け
る
い
く
つ
か
の
記
載
の
ず
れ
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

海
中
に
入
っ
て
行
く
場
面
だ
が
、
古
事
記
は
、
（本
文
は
、
角
川
文
庫
本
）

す
な
は
ち
、
先
間
勝
間
の
小
船
を
造
り
、
そ
の
船
に
乗
せ
て
、
教

へ
て
日
ひ

し
く
、
「我
そ
の
船
を
押
し
流
さ
ば
、
差
暫
し
往
で
ま
せ
。
味
し
御
路
あ
ら
む
。

す
な
は
ち
そ
の
道
に
乗
り
て
往
で
ま
さ
ば
、
魚
鱗
の
如
造
れ
る
宮
室
、
そ
れ
綿

津
見
神
の
宮
ぞ
。
そ
の
神
の
御
門
に
到
り
ま
し
な
ば
、
傍
の
井
の
上
に
湯
津
香

木
あ
ら
む
。
故
、
そ
の
本
の
上
に
坐
さ
ば
、
そ
の
海
神
の
娘
、
見
て
相
議
ら
む

ぞ
。」
と
言
ひ
き
。

日
本
紀
は
、
比
較
的
簡
単
に
記
し
て
、
（本
文
は
、
岩
波

。
古
典
大
系
本
）

老
翁
の
曰
く
、
復
た
な
憂
へ
な
し
そ
、
吾
れ
ま
さ
に
、
汝
の
為
に
計
ら
ん
と



か
。
大
国
主
も
地
下
の
王
須
佐
之
男
命
を
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
は
じ
め
て
帰

っ

て
来
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
。
兎
に
角
、
彼
等
の
想
像
力
は
二
つ
の
世
界
に

出
で
入
る
者
を
許
さ
な
か
っ
た
。
出
た
者
は
入
れ
ず
、
入
っ
た
者
は
三
度
と
も
と

の
世
界
に
は
も
ど
れ
な
い
、
そ
れ
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
特
別
に

許
し
た

「海
底
訪
問
者
」
に
も
、
後
の
通
行
を
断
じ
た
の
で
あ
る
。

神
話
に
於
け
る
起
源
講
は
、
現
在
に
対
す
る

「解
釈
学
」
な
の
で
あ
る
。

「現

在
あ
る
状
況
」
―
こ
れ
を
説
明
、
解
読
す
る
手
段
、
こ
れ
が
起
源
諄
で
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
に
依
っ
て
自
分
の
日
の
届
く
場
所
に
観
念
的
に
位
置
付
け
、
そ
の
こ

と
に
依
っ
て
心
の
安
息
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
以
前
の
も
の
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
り
、
解
釈
を
通
し
て
、
―
つ
ま
り
起
源
講
を
語
る
こ
と
―
存
在
を
確
立

し
た
の
で
あ
る
。
神
話
に
於
け
る
起
源
諄
は
こ
の
意
味
で
大
変
に
重
要
な
地
位
を

占
め
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

０
　
御
子
産
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

「始
祖
誕
生
」
型
の
説
話
の
多
く
は
、
最
後
は
こ
れ
が
い
ま
の
王
だ
と
か
、
天

　

¨

皇
だ
と
か
の
説
明
を
付
し
て
い
る
。
件
の
メ
ル
シ
ー
ナ
の
伝
承
に
於
い
て
も
出
産

は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
様
な
中
に
あ
っ
て
、
豊
玉
昆
売
説
話
は
高

度
に
文
学
化
さ
れ
た
表
現
を
得
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
背
後
に
は
折
口
信
夫
博
士

も
説
か
れ
る
が
如
く
に
、
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
印
象
」
が
濃
厚
に
残
り
、更
に

「宗

教
的
秘
儀
の
実
修
」
が
絡
ま
り
、
そ
こ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
豊
玉
毘
売
神
話
の
成
立

豊
玉
毘
売
説
話
は
部
分
に
於
い
て
は
諸
地
方
に
分
布
し
た
が
、
記
紀
に
見
ら
れ

る
が
如
き
形
の
も
の
は
存
在
せ
ず
、　
し
か
も

「外
来
魂
」

信
仰
と

「秘
儀
の
実

修
」
と
が
密
接
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
記
紀
神
話

の
中
心
課
題
た
る
天
皇
の
系
譜
作
成
を
よ
り
正
当
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
た

め
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
伝
承
の
中
心
エ
ネ
ル
ギ
ー

い
ひ
て
、
乃
ち
無
目
籠
を
作
り
て
、
彦
火
火
出
見
尊
を
籠
の
中
に
入
れ
海
に
沈

む
。
即
ち
自
然
に
可
怜
小
汀
あ
り
。
是
に
籠
を
棄
て
て
遊
行
す
。

と
あ
る
。
古
事
記
が
言
う
の
は
、
海
面
下
の
国
で
は
な
い
。
船
を
作
っ
て
そ
れ
に

乗
っ
て
行
く
こ
と
を
勧
め
た
の
だ
。　
と
こ
ろ
が
日
本
紀
の
そ
れ
は

「海
に
沈
む
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
り

一
層
海
夫
の
生
活
を
反
映
し
て
い
る
。
海
彼
は
言
っ

て
み
れ
ば
、　
海
底
と
い
う
具
合
に
想
像
が
展
開
し
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、

「海

上
彼
方
に
」

と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
世
界
は
、

海
上
の
仙
宮

（蓬
来
宮
な

注
鉤

ど
）
の
如
も
の
で
、
海
中
深
く
展
開
す
る
思
考
と
は
自
ず
と
異
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
日
本
紀
は
こ
の
場
面
を
描
い
て
、
数
多
く
の
異
伝
を
記
し
て
い
る
が
、

「海

中
に
沈
め
た
」
と
い
う
部
分
に
於
い
て
全
て

一
致
し
て
い
る
。
日
本
紀
の
認
識
は

海
神
宮
な
る
も
の
は
、

海
中
深
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

古
事
記
の
そ

れ

は
、
中
国
神
仙
調
に
見
ら
れ
る
が
如
に
、
洋
上
は
る
か
に
存
在
す
る
も
の
と

し

た
。
水
平
的
に
思
考
の
広
が
り
が
見
ら
れ
る
に
対
し
て
、
日
本
紀
の
そ
れ
は
垂
直

に
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
日
本
紀
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
「海
中
に
沈
め
た
」

と
記
し
な
が
ら
、
他
の
部
分
で
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
し
、
部
分

に
依
っ
て
は
、
そ
の
様
な
海
中
云
々
を
表
記
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
か
に
思
わ

れ
る
箇
所
さ
え
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
紀
の
本
文
を
検
討
し
た
結
論
で
あ
る
。
と
し

て
見
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
想
像
力
は
、
海
中
の
実
態
に
迄
及
ん
で
詳
細
に

描
く
力
を
持
た
な
か
っ
た
し
、
そ
の
必
然
性
も
な
か
っ
た
こ
と
が
分

っ
て
来
る
の

で
あ
る
。

０
　
再
び
地
上
へ

こ
の
説
話
は
訪
問
形
式
な
の
だ
か
ら
、
当
然
帰
っ
て
く
る
事
に
な
る
。
た
だ
い

く
つ
か
の
説
話
で
は
、
そ
の
際
に
海
津
見
で
自
分
の
父
権
的
立
場
に
あ
る
者
を
殺

害
す
る
形
式
と
な
る
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
海
底
の
国
の
人
々
と
の
関
係
を
断
絶

す
る
形
で
訪
問
者
の
独
立
を
得
る
と
い
う
考
え
方
が
背
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う



と
な
っ
て
い
る
の
は
、
系
譜
の
正
統
化
を
如
何
に
し
て
到
達
さ
せ
る
か
で
あ
る
。

そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
種
々
の
分
野
の
氏
族
の
血

（系
譜
）
を
自
分
の
も
の
と
す

る
こ
と
に
依
っ
て
得
ら
れ
る

「霊
魂
」
の
力
で
あ
っ
た
。

「幸
換
え
」

に
始
ま
り
、
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
玉
依
毘
売
と
の
結
婚
で
終
わ
る

豊
玉
昆
売
説
話
は
神
武
の
巻
を
起
こ
す
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
っ
た
の
か
を
よ
く

示
し
て
い
る
。
記
紀
編
纂
者
に
於
け
る
現
在
に
、
如
何
に
し
て
近
付
け
て
お
く
か

で
あ
る
。
原
点
は
あ
く
ま
で
も
現
在
な
の
だ
か
ら
そ
こ
か
ら
想
像
し
得
る
だ
け
の

も
の
を
投
映
し
て
み
た
わ
け
だ
。
そ
こ
に
は
当
然
伝
承
さ
れ
て
来
た
も
の
が
多
く

存
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

外
か
ら
伝
承
さ
れ
て
来
た
、
例
え
ば
メ
ル
シ
ー
ナ
型
と
呼
ば
れ
る
説
話
が
度
重

な
る
民
族
の
移
動
の
中
で
日
本
に
定
着
し
た
。
直
接
的
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作

地
帯
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
稲
作
の
東
漸
に
伴
っ
て
や
っ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
或
い
は
そ
の
過
程
は
、
鍾
乳
洞
の
石
筍
が
育
つ
よ
う
に
語
ら
れ
て
行
く
う
ち

に
微
妙
な
付
加
が
あ
り
、
そ
し
て
発
展
が
有
っ
た
に
相
違
な
い
。
中
で
も
日
本
列

島
に
人
々
が
定
着
し
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
独
自
な
成
長
に
は
目
を

見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
現
在
記
紀
神
話
中
に
語
ら
れ
る
豊
玉
毘
売

神
話
の
成
立
に
は
系
譜
意
識
が
強
く
働
い
た
に
相
違
な
い
。
亦
、
こ
こ
に
は

「積

み
重
ね
」
の
意
識
が
働
い
て
い
て
次
か
ら
次
へ
と
発
展
さ
せ
て
行
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

海
幸

・
山
幸
の
部
分
は
狩
猟
民
と
漁
労
民
の
触
れ
合
い
に
端
を
発
す
る
も
の
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
達
の
仕
事
を
な
し
得
る
の
は
外
な
ら
ぬ
霊
的
な
力
に

背
後
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
始
め
た
と
こ
ろ
に
起
源
は
あ
る
。
海

幸
彦
は
、
海
の
幸
を
自
分
の

「霊
力
」
と
し
て
持
つ
と
同
時
に
呪
的
な
世
界
迄
の

高
ま
り
―
神
異
の
現
象
を
起
源
と
す
る
聖
な
る
瞬
間
の
共
有
―
を
背
後
に
持

っ
て

い
る
。
海
幸
族
に
と
っ
て
は
、
こ
の
観
念
の
繰
り
返
し
の
共
有
が
自
ら
を
生
か
し

め
て
い
る
命
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
聖
体
験
の
集
約
さ
れ
た
も
の
が

「海
幸
」
で

あ
り
、

そ
れ
を
物
的
に
具
体
化
す
れ
ば

「鉤
」
と
な
る
わ
け
だ
。

「海
幸
彦
」
の

名
は

「鉤
」
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

山
幸
彦
の
場
合
も
同
様
で
山
と
幸
と
の
関
係
が
、

「海
」

と

「山
」
の
相
違
だ

け
で
呪
的
背
景
を
当
然
担

っ
て
い
る
わ
け
だ
。
山
幸
の
具
体
的

「採
物
」
は

「弓

矢
」
で
あ
っ
た
。

我
が
豊
玉
昆
売
説
話
は
、
０
２
０
迄
の
壮
大
な
展
開
が
神
話
的
有
機
性
と
緊
張

を
維
持
し
て
神
武
の
巻
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
諸
外
国
の
例
は
そ
の
一
部
で
あ
っ

た
り
、
部
分
が
欠
除
し
た
り
で
全
体
を
貫
く
伝
承
質
が
明
瞭
で
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
が
国
の
場
合
は
、

「系
譜
」
と
い
う
伝
承
維
持
の
最
大
の
眼
目
が
有

り
、

「系
譜
」

を
通
し
て
の
時
間
感
覚
が
伝
承
質
と
し
て
存
し
た
の
で
あ
る
。
単

な
る
断
片
に
過
ぎ
な
か
っ
た
説
話
が

「系
譜
意
識
」
と

「異
族
霊
の
招
来
と
い
う

　

一

秘
儀
」
の
実
修
の
印
象
を
通
し
て
、　
一
本
の
全
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
記
紀
神
　
９

話
体
系
の
中
で
殊
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
握
っ
た
こ
の
神
話
は
、
「海
幸
山
幸
」
神

　

一

話
と

「豊
玉
昆
売
」
神
の
二
部
分
に
分
割
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、　
一
貫
し
た
全

体
と
し
て
有
機
的
連
続
の
も
と
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
伝

承
に
依
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
諸
地
方
に
伝
承
さ
れ
た
説
話
が
、
日
本
列

島
の
オ
禍
の
中
で
、
練
ら
れ
意
識
化
さ
れ
、　
一
つ
の
全
体
と
し
て
成
立
し
た
。
こ

の
背
後
を
支
え
る
糊
の
役
目
を
す
る
の
が

「伝
承
」
で
あ
り
、
こ
の
神
話
の
場
合

は

「系
譜
意
識
」
と

「秘
儀
の
実
修
の
印
象
」
で
あ
っ
た
。

四
、
神
話
の
成
立
を
支
え
た
も
の

―
伝
承
の
意
味
―

豊
玉
昆
売
神
話
の
成
立
を
支
え
た
も
の
は

「系
譜
意
識
」
と

「秘
儀
の
実
修
の

印
象
」
だ
と
記
し
た
が
、
こ
れ
ら
は

一
体
伝
承
の
意
味
の
ど
の
様
な
も
の
に
左
右

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ



れ
は
神
話
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
裏
打
ち
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、

神
話
こ
そ
こ
の
必
然
性
に
依
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

益
田
勝
実
教
授
は
、

「神
々
の
物
語
だ
か
ら
神
話
な
の
で
は
な
く
て
、
神
々
の

不
思
議
の
物
語
だ
か
ら
神
話
な
の
だ
」
と
神
話
を

「あ
や
し
の
物
語
」
だ
と
規
定

さ
れ
た
。　
こ
こ
に
言
う

「不
思
議
」

と
は

一
回
発
生
の

「新
し
い
出
来
事
」

で

あ
り
、
日
常
の
世
界
か
ら
は
離
れ
た
特
異
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
伝

承
の
力
を
得
て
聖
な
る
日
の
啓
示
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
え
ば
、
自
分
達
の
意
識

の
中
で
、
事
あ
る
毎
に
顕
在
化
し
て
そ
の

「あ
や
し
」
の
体
験
を
共
有
す
る
事
で

神
話
伝
承
は
継
持
さ
れ
て
来
た
と
言
え
る
わ
け
だ
。

「物
語
る
」

と
い
う
心
意
が
既
に
前
代
の
事
件
を
意
識
化
し
、　
顕
在
化
し
よ
う

と
す
る
心
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
稿
の
中
で
も
度
々
触
れ
、
起
源
諄
は
解
釈
学

だ
と
述
べ
た
が
、
物
事
の
始
ま
り
＝
起
源
を
こ
れ
こ
れ
だ
と
説
明
し
、
そ
れ
が
今

向
続
い
て
い
る
こ
れ
だ
と
説
明
し
た
と
す
れ
ば
、
語
る
者
の
心
意
の
側
か
ら
言
え

ば
語
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
、
そ
の
起
源
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
語
ら

れ
た
瞬
間
に
そ
の
事
件
は
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
語
る
こ
と
に
依
っ
て
そ
の
事
件

は
そ
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
決
定
さ
れ
、
心
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に

依
っ
て
心
が
安
定
す
る
の
だ
。
名
が
な
い
時
は
そ
の
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

命
名
さ
れ
て
そ
の
物
が
現
わ
れ
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。
全
く
名
の
な
い
山
は
、

山

一
般
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
在
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で

「語

っ
た
り
」
、
「解
釈
し
た
り
」
、
「命
名
」
す
る
こ
と
は
集
団
構
成

員
の
観
念
の
中
に
そ
の
各
々
を
位
置
付
け
、
更
に
集
団
の
心
意
を
安
定
さ
せ
る
こ

と
だ
と
述
べ
た
が
、
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
物
理
的
実
在

は
人
が
い
る
と
否
と
に
係
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
人
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
人
が
そ
こ
に
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
そ
れ
と
解
釈
し

な
い
場
合
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
眼
前
に
は
実
在
す
る
わ
け
で
、
こ
こ

に
精
神
的
落
差
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
不
安
定
に
な
る
わ
け
だ
。
こ
れ
を
な
ん
と
か

安
定

（均
衡
）

に
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
心
の
作
業
が

「解
釈
」

で
あ
り

「語

る
」
こ
と
で
あ
る
。
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。

「系
譜
」

の
場
合
で
言
え
ば
、
そ
れ
を
語
ら
な
い
前
は
そ
こ
に
登
場
す
る
い
ず

れ
の
神
も
人
も
存
在
し
な
い
わ
け
だ
が
、
実
在
と
し
て
は
人
間
の
場
合
、
先
代
が

間
違
い
な
く
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
精
神
的
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
心
の
不
安
定

が
招
来
さ
れ
る
。
こ
こ
に
系
譜
を
語
る
必
然
性
が
起
こ
り
、
語
る
こ
と
を
通
じ
て

心
の
中
に
位
置
付
け
安
定
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
な
る
の
だ
。

し
か
し
、
「解
釈
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
の
も
の
が
存
在
の
明
る
み
に
出
る
」

と
い
う
法
則
が
あ
る
に
し
て
も
、
全
て
の
物
理
的
存
在
に
及
ぶ
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
現
在
我
た
が
持
っ
て
い
る
伝
承
資
料
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
だ
。
人
類
史
は

無
限
に
そ
の

「解
釈
」
を
繰
り
返
し
て
来
た
が
、
歴
史
の
中
に
磨
滅
せ
ず
周
期
を
　

一

得
て
顕
在
化
し
、
新
た
な
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
、
限
定
さ
れ
た
部
　
ｌｏ

分
に
就
い
て
の

「解
釈
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
部
分
と
は
、

「晴
の
場
」

―
聖
な
る
　

．

高
揚
し
た
時
間
―
の
特
異
な
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

「褻
」
＝

「日
常
」

の

こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
異
常
な
事
件

（早
魃
、
流
行
病
な
ど
の
天
変
地
異
）
が
起

こ
る
と
、　
こ
れ
は
古
代
人
の
日
常
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
理
解
を
越
え
て
し
ま
う

た

め
、
他
の
方
法
で

「解
釈
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、　
崇
神
記
、
大
物
主
神
の
御
子
の
話
で
あ
る
。　
こ
の
時
役
病

（え
や

み
）
が
起
こ
り
、
人
民
が
死
に
尽
き
ん
と
し
た
時
、
天
皇
の
夢
に
大
物
主
神
が
現

わ
れ
、
「
こ
は
我
が
御
心
な
り
。　
か
れ
意
富
多
多
泥
古
を
も
ち
て
、　
我
が
御
前
に

祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
神
の
気
起
こ
ら
ず
、　
国
も
安
平
な
ら
む
。」

と
言
っ
た
と
い

う
。
こ
の
神
の
仰
せ
の
と
お
り
に
祭
っ
た
と
こ
ろ
無
事
に
お
さ
ま
っ
た
と
記
し
て

い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
話
は
、
垂
仁
記
に

「出
雲
の
崇
り
」
の
話
と
し
て
も
出
て

来
る
。
亦
、
允
恭
紀
二
十
四
年
夏
六
月
の
条
に
は

「不
梨
軽
太
子
、
同
母
妹
軽
大



娘
皇
女
を
奸
け
た
ま
へ
り
。」

と
い
う
事
件
が
記
さ
れ
、
そ
の
露
顕
の
引
金
に
な

る
の
が
、
「夏
六
月
に
御
膳
の
羮
汁
、
凝
以
作
氷

（
こ
お
）
れ
り
。」
と
い
う
異
常

事
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
異
常
事
件
の
原
因
は
、
「近
親
相
奸
」
（
は
ら
か
ら
ど

ち
た
わ
け
）
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
夢
の
中
に
こ
れ
こ
れ
だ
と

「解
釈
さ
れ
た
結
論
」

が
あ
り
、

そ
れ
に
従

っ
て
事
を
な
し
た
と
こ
ろ
う
ま
く
行

っ
た
と
し
て
い
る
。
亦
、
軽
太
子
の
場
合
は
、

「
卜
へ
る
人
」
の
意
見
に
従

っ
て

事
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「夢
卜
」

を
通
し
て

「解
釈
」
し
た
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
様
に
実
修
し
た
と
こ
ろ
無
事
お
さ
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の

「解
釈
」
「語
り
」
は
個
的
契
機
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
集
団
的
な
行
動
、

契
機
に
依
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
共
通
の

「場
」
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
集
団
の
中
で
権
威
付
け
ら
れ
た

「語
り
」
や

「解
釈
」
は
、
各
々
の
事
件

に
つ
い
て
は
唯

一
な
も
の
だ
か
ら
、
従
っ
て
そ
れ
は
集
団
に
於
い
て
同
質
化
さ
れ

て
い
る
も
の
な
の
だ
。
右
に
挙
げ
た
如
く
の
事
件
が

一
つ
の

「解
釈
」
に
依
っ
て

集
団
の
心
理
の
中
に
定
着
安
定
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、　
こ
れ
は

一
つ
の

「様
式
」

に
な
る
。　
こ
の
様
な
も
の
が
、
長
い
歳
月
の
間
に
無
限
に
近
い
程
繰
り
返

え

さ

れ
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
そ
こ
に
は
或
る
集
団
特
有
の
思
考
や
生
活
の
規
範

が
生
ま
れ
て
来
る
。
そ
の
結
果
、
今
や
そ
の
規
範
の
各
々
の
成
立
事
情
は
忘
れ
ら

れ
、
い
く
つ
か
の
大
事
件
に
集
約
さ
れ
た
も
の
の
み
が
記
紀
な
ど
を
飾
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
の
我
々
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
力
に
関
し
て
も
同

様
な
事
が
言
え
る
の
で
あ
り
、
理
由
の
明
確
な
も
の
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
な
ぜ

か
そ
う
し
た
り
、な
ぜ
か
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「祭
り
」
「着
衣
」
「儀

礼
」
な
ど
の

「様
式
」
は
全
て
そ
う
だ
と
言
っ
て
も
良
い
筈
だ
。
民
俗
学
は
こ
の

様
な
も
の
を
解
明
の
対
象
に
す
る
の
だ
か
ら
、
常
民
集
団
の
心
理
の
古
層
を
解
明

す
る

「考
古
学
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

結
　
語

堀

一
郎
博
士
は
、

「神
話
が
神
話
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
そ
れ
が
本
来
宗
教

性
、
密
儀
性
を
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
神
話
成
立
の
要
件
を
述
べ

ら
れ
、
亦
、
益
田
勝
実
教
授
は
、

既
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

「神
々
の

物
語
だ
か
ら
神
話
な
の
で
は
な
く
て
、
神
々
の
不
思
議
の
物
語
だ
か
ら
神
話
な
の

だ
。」
と
神
話
の
持
つ
特
異
な
部
分
を
指
摘
さ
れ
た
。

神
話
は
伝
承
の
一
形
態
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
が
生
き
得
る
条
件
と
し
て
、
堀
博

士
は

「宗
教
性
」
と

「密
儀
性
」
を
挙
げ
ら
れ
、
益
田
教
授
は

「神
異
∵
―
あ
や

し
の
出
来
事
を
語
る
と
こ
ろ
に
本
義
を
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
全
く
是
認
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
様
な
思
惟
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。

既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

伝
承
成
立
の
要
件
は
そ
の
契
機
と
し
て

「神
異
」
や

「密
儀
」
を
必
要
と
し
て
　

一

い
た
。
そ
の
説
話
の
成
立
は
要
す
る
に
、
解
釈

（理
解
）
の
成
立
に
外
な
ら
な
い
。
　
■

自
然
、
人
事
な
ど
万
般
に
亘
っ
て
理
解
し
、
把
握
し
、
自
己
内
部
に
位
置
付
け
る
　

．

こ
と
は
、
神
々
の
聖
な
る
時
間
―
神
異
の
出
来
事
や
密
儀
の
瞬
間
―
の
濾
過
な
く

し
て
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
理
的
背
景
と
も
言
う
べ
き
も
の

を
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

事
実
が
存
在
し
、
そ
れ
が
い
ま
だ
人
に
依
っ
て
把
握
さ
れ
な
い
場
合
、
人
に
と

っ
て
は
存
在
し
な
い
に
等
し
く
な
る
か
ら
、
精
神
的
落
差
が
生
じ
解
釈
へ
の
欲
求

が
生
ず
る
。
こ
こ
に
不
安
定
な
状
況
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
古
事
記
、
崇
神
皇

の
条
に
は

「役
病
」
の
話
が
出
て
来
る
。
こ
の
場
合
、流
行
病
は
盛
ん
に
な
る
が
、

何
故
そ
う
な
る
の
か
の
由
来
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
不
安
定
な
状
況
を
求
済
す
る

の
は
解
釈
以
外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
最
高
の
神
主
た
る
天
皇
は
、
「神
休
」
（
か

む
と
こ
）
に
着
き
、
そ
れ
を
得
よ
う
と
し
、
そ
の
結
果
が

「か
れ
意
富
多
多
泥
古

を
も
ち
て
、
我
が
御
前
に
祭
ら
し
め
た
ま
は
ば
、
神
の
気
起
こ
ら
ず
。
国
も
安
平



な
ら
む
。」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。　
こ
れ
は
聖
な
る
瞬
間
を
経
て
の
解
釈
で
あ

り
、
こ
れ
を
実
修
す
れ
ば
国
は
問
題
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
知
覚
の
対
象
の
発
見
か
ら
、
そ
れ
の
完
全
把
握
迄
の
課
程
が
、
神

々
の
不
思
議
や
神
の
行
為
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
成
立
す

る
と
こ
れ
を
語
る
場
や
時
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
の
実
修
を
通
し
て
、
語
ら
れ
た
最

初
の
時

（解
釈
の
成
立
し
た
時
）
の
感
動
を
繰
り
返
え
し
共
有
し
得
る
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
、伝
承
の
意
味
は
、
「解
釈
」
と
そ
れ
の

「実
修
」
た
る

「密
儀
」
と

の
脈
絡
に
求
む
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

注
０
　
大
林
太
良
氏

「日
本
神
話
の
起
源
」
「日
本
神
話
の
構
造
」
参
照
。

吉
田
敦
彦
氏

「日
本
神
話
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話
」
参
照
。

②
　
岩
波
古
典
文
学
大
系

「日
本
書
紀
　
上
」
の
小
島
憲
之
解
説

「漢
籍
と

の
関
係
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
大
変
要
領
よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

θ
　
松
本
信
広
、
松
村
武
雄
、
三
品
彰
英
、
松
前
健
な
ど
の
諸
氏
に
依
っ
て

南
方
系
は
論
ぜ
ら
れ
、
北
方
遊
牧
民
と
の
関
連
は
、
護
雅
夫
、岩
村
忍
、

江
上
波
夫
な
ど
の
諸
氏
に
依
っ
て
進
め
ら
れ
た
。

０
　
注
②
著
及
び

「
日
本
神
話
と
印
欧
神
話
」
参
照
。

働
　
エ
リ
ア
ー
デ
、
「永
遠
回
帰
の
神
話
」
参
照
。

０
　
注
０
０
及
び
次
田
真
幸
氏

「
日
本
神
話
の
構
成
」
―

豊
玉
昆
売
神
話

の
項
。

０
　
「水
の
呪
力
」
は
、　
海
幸
の
機
能
の

一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、　
そ
の
中
心

で
も
あ
る
た
め
、　
こ
れ
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
「海
幸
」

を
得
た
こ
と

に
な
っ
た
。

Ｑ
　
堀

一
郎
氏

「聖
と
俗
の
葛
藤
」
―
―
「伝
承
の
権
威
」
、
「神
の
死
に
つ
い

て
」
、
「密
儀
集
団
に
お
け
る
死
と
再
生
」
な
ど
の
項
。

０
　
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
。

⑩
　
高
崎
正
秀
先
生

「折
口
学

へ
の
招
待
」

０
　
高
崎
正
秀
先
生

「物
語
史
の
研
究
」
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
。

⑫
　
関
敬
吾
氏

「昔
話
の
歴
史
」

０
　
注
⑫
及
び
松
前
健
氏

「
日
本
神
話
の
新
研
究
」
参
照
。

ｍ
　
石
上
堅
氏

「発
想
民
俗
学
」

万
葉
集
巻
二
、
巻
頭
、
磐
姫
皇
后
の
一
連
の
歌
を
検
討
し
て
得
ら
れ
る

音
代
的
心
意
の
結
晶
と
し
て

「山
訪
ね
」
の
様
式
は
解
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
春
の

「山
入
り
」
「野
遊
び
」
も
思
い
見
る
べ
き
で
あ
る
。

０
　
白
楽
天
の
長
恨
歌
に
於
い
て
も
有
名
な
如
く
、
洋
上
は
る
か
に
理
解
郷

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

輸
　
注
０
参
照
。

補

注

「神
話
的
想
像
力
」
（益
田
勝
実
著
、
秘
儀
の
島
）
の
問
題
は
、
こ
の
言
葉
の
便

利
さ
程
に
は
実
態
の
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
こ
う
も
容
易
に
援
用
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
は
確
か
に
問
題
が
あ
る
。
丁
度
、
「秘
儀
」
と
か
「聖
と
俗
」
と

か

「両
義
性
」
等
の
言
葉
が
、
専
門
用
語
と
し
て
限
定
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い

る
う
ち
は
良
い
が
、
そ
れ
が

一
人
歩
き
を
始
め
る
と
本
来
捉
え
た
も
の
ま

で
も

が
、
時
と
し
て
霧
消
し
て
し
ま
う
の
と
同
様
で
あ
る
。

正
し
く
な
い
意
味
で
の
一
般
化
は
、
元
の
姿
も
自
分
が
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の

も
不
明
に
し
て
し
ま
う
。
本
稿
を
記
し
な
が
ら
、
こ
の
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
箇
所

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
続
け
た
。
こ
の
様
な
作
業
を
続
け
る

中
で
、
術
語
の
問
題
に
一
層
の
注
意
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
自
戒
し
た
。
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親
鸞

教
学

の

一
源
泉

―

親
鸞
の
詩
篇

②
ｌ西

山

公

昭

一

親
鸞
の
最
晩
年
の
著
作
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る

『
入
出
二
門
掲
頌
』
は
七
言
百

五
十
六
句

（
か
り
に
四
句
を
も
っ
て
一
頌
と
み
る
と
三
十
九
頌
）
よ
り
成
る
詩
的

形
式
に
拠
る
作
品
―

侶
頌

。
漢
讃
―

で
あ
る
が
、　
一
見

し

て
知
ら
れ
る
如

く
、
侶
頌
と
は
い
う
も
の
の
、
決
し
て
文
学
的
な
宗
教
讃
歌
な
ど
と
解
さ
る
べ
き

も
の
で
な
く
、
は
な
は
だ
難
渋
で
奇
異
な
行
文
を
も
つ
て

一
種
独
得
な
教
説
を
浮

か
び
上
ら
せ
よ
う
と
し
た
著
作
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
独
得
な
教
説
が
何
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
、
親
鸞
の
仏
教
説

（
い

わ
ゆ
る
親
鸞
教
学
）
の
中
で
い
か
な
る
意
義
を
荷
う
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る

か
、
に
つ
い
て
は
、
そ
の
異
様
な
著
作
手
法
や
、
彼
の
他
の
著
作
内
容
と
必
ら
ず

し
も
な
し
ま
な
い
教
説
が
見
え
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
従
来
、
必
ら
ず
し
も
納
得
の
ゆ
く
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
な
い
。
親
鸞
教
学
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
主
著
と
目
さ
れ
る

『教
行
信
証
』
が

説
く
こ
と
最
も
広
渤
詳
密
で
、
か
つ
、
組
織
的
で
あ
る
が
、　
一
体
、
『教
行
信
証
』

に
し
て
か
ら
が
解
し
易
い
著
作
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
難
渋
で
異
様
な
行
文
を
も

っ
て
独
得
の
教
説
を
浮
か
び
上
ら
せ
ょ
う
と
し
て
い
る
難
解
な
著
作
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
他
の
著
作
も
概
ね
同
致
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
彼
の
著
作
手
法

の
特
異
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
異
様
さ
や
難
渋
性
は
本
掲
解
釈

へ
の
努
力
を

さ
ま
た
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
親
鸞
の
著
作
形
式
に
見
ら
れ
る
顕
著

な
特
徴
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
文
類
形
式
の
愛
好
と
と
も
に
、
詩
的
形
式

（偶

・
侶

頌

・
和
讃
な
ど
）

へ
の
傾
注
ぶ
り
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
き
わ
だ
っ
た
例
で

い
え
ば
、
主
著

『教
行
信
証
』
（『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
）
に
は
自
作

の

『
正
信
念
仏
偶
』
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、　
一
般
に
、

『
正
信
念
仏
偶
』
は

『教

行
信
証
』
の
精
髄
と
も
称
さ
れ
、
ひ
い
て
は
親
鸞
教
学
の
肝
要
を
な
す
と
も
み
な

さ
れ
て
き
た
事
実
は
、
偶

・
掲
頌
な
る
著
作
が
彼
の
教
学
建
設
上
、
重
大
な
役
割

を
荷
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
入
出
二
門
偶
頌
』

も
同

形
式
を
ふ
ん
だ
著
作
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、

『入
出
二
門
掲
頌
』

は
内
容
の
上
か
ら
み
る
と
次
第
し
て
左
の
四
部
分

よ
り
構
成
さ
れ
る
。

０
　
造
掲
の
由
縁
を
の
べ
る

（冒
頭
の
八
句
、
ま
た
は
二
頌
）
。

②
　
世
親

『
願
生
掲
』

（『浄
土
論
』
）

の
偶
頌
部
分

（総
説
分
）
を
合
楳
圧
縮

　

一

し
て
浄
土
妙
境
界
の
荘
厳
功
徳
を
讃
嘆
す
る

（次
の
二
十
八
句
、
ま
た
は
　
１３

七
頌
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

０
　
世
親

『
願
生
偶
』
（『浄
土
論
』
）
の
注
釈
部
分

（解
義
分

・
長
行
分
）

に

説
く
五
念
門
行

・
五
種
功
徳
門
に
対
す
る
極
め
て
独
得
奔
放

な
自

己

領

解
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
約
末
五
念
門
行
よ
り
約
本
五
念
門
行
へ
の
換

骨
奪
胎
、
を
の
べ
た
部
分
で
本
偶
の
中
心
と
も
な
る
べ
き
も
の
、
従

っ
て

最
も
問
題
と
な
る
箇
処
で
あ
る

（次
の
六
十
句
、
ま
た
は
十
五
頌
）。

０
　
直
前
部
分

（０
　
部
分
）
の
領
解
の
成
り
立
ち
得
る
仏
教
学
的
伝
統
が
中

国
浄
土
教
諸
家

（
こ
こ
で
は
曇
鸞

。
道
綽

・
善
導
の
三
師
）
に
お
い
て
証

成
さ
れ
得
る
こ
と
を
、
そ
の
著
作
よ
り
断
章
取
義
的
に
採
り
来
っ
た
語
句

を
合
繰
し
て
示
し
た
も
の
。
三
師
の
中
で
特
に
曇
鸞
に
対
す
る
扱
い
が
重

要
で
あ
る

（最
後
の
六
十
旬
、
ま
た
は
十
五
頌
）
。



本
偶
の
外
形
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
先
に
仏
教
学
の
一
般
的
観
点
よ
り

一
部
論
考
を
試
み
て
要
約
次
の
如
き
問
題
を
提
起
し
た
。

一
、
　

親
鸞
の
著
作
手
法
に
は
顕
著
な
特
徴
が
あ
っ
て
、
二
種
の
著
作
形
式
に

傾
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
指
摘
で
き
る
。　
一
つ
は
経
論
釈
よ
り
抜
率
し
た
要

文
の
編
纂
も
の
と
で
も
い
う
べ
き
文
類
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
偶

・
侶
頌

・
和
讃

な
ど
の
、
詩
的
形
式
を
ふ
ん
だ
著
作
で
あ
る
。
親
鸞
が
こ
の
二
形
式
を
特
に
選
択

し
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
偶
発
的
な
も
の
と
考
う
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
、
こ
の
二
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
的
教
学
的
必
然
性
に
由
来
す

る
も
の
と
考
う
べ
き
で
あ
る
の
か
、
従
来
、
必
ら
ず
し
も
明
確
に
考
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
今
、
か
り
に
前
者
と
せ
ば
、
と
り
た
て
て
問
題
と
す
る
に
は

及
ば
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
も
し
後
者
と
せ
ば
、
そ
の
思
想
的
教
学
的
必
然

性
が
何
で
あ
る
の
か
は
、
彼
の
教
学
成
立
の
根
源
に
関
わ
る
問
題
に
発
展
せ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
思
想
は
そ
れ
を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
体
や
形

式
を
お
の
ず
か
ら
選
択
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
あ
る
文
体
や

形
式
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
得
る
、
あ
る
思
想
的
動
機
が
あ
る
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
文
類
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
、
詩
的
形

式
に
よ
る
著
作

人
一
括
し
て
詩
篇
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
）

に
つ
い
て
み
る

と
、
漢
文
の
も
の

（偶

・
掲
頌
）
と
和
文
の
も
の

（和
讃
）
が
あ
る
。

前
者
に

『
正
信
念
仏
偶
』
と

『念
仏
正
信
偶
』
、
お
よ
び

『
入
出
二
門
偶
頌
』
が
あ
る
が
、

前
の
二
は
独
立
単
行
の
作
品
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

『教
行
信
証
』
。
『浄
土
文
類
衆

抄
』
の
文
類
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
異
本
関
係
に
あ
る
も
の
、
後
の
一

は
独
立
単
行
の
作
品
で
あ
る
。

（和
讃
に
は
お
よ
そ
三
種
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
重
要

な
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
考
察
を
必
要
と

す
る
。）
漢
文
に
よ
る
も
の
三
種
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
、
『
入
出
二

門
掲
頌
』
が
考
察
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
の
二
種
は
文
類
中
に
含
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
文
類
と
併
行
し
て
の
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に

お
け
る
侶
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、

『
入
出
二
門
掲
頌
』

を
ま
ず
考

察
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

二
、
　

と
こ
ろ
で
、

『
入
出
二
門
掲
頌
』

を
そ
の
外
形

・
内
容
に
わ
た
っ
て
み

る
と
、
そ
れ
は
、
世
親
造

『無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
掲
』
（『願
生
掲
』
、
ま
た
、

『往
生
論
』
あ
る
い
は
『浄
土
論
』
）

に
依
り
つ
つ
、　
し
か
も
そ
れ
を
極
め
て
独
得

な
観
点
よ
り
大
胆
奔
放
に
転
義
せ
し
め
て
、　
そ
れ
を
親
鸞
作

『
入
出
二
門
掲
頌
』

と
称
し
て
い
る
こ
と

一
読
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
の
意
識
が
い

か
よ
う
に
も
あ
れ
、
論
理
的
に
は
、

『
入
出
二
門
掲
頌
』
と
称
す
る
い
わ
ば
親
鸞

作

『新
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
掲
』
が
、従
っ
て
、
親
鸞
作

『新
往
生
論
』
『新

浄
土
論
』
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

『
入
出
二
門
掲

頌
』
は
親
鸞
に
お
け
る
論
と
し
て
の
偶
頌
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な

ら
本
偶
は
に
わ
か
に
重
大
な
意
義
を
荷
う
も
の
と
な
ろ
う
。
論
こ
そ
は

一
宗
建
立

の
根
本
理
論
書
な
る
が
故
で
あ
る
。

三
、
こ
う
い
う
見
方
は
、
本
侶
に
対
す
る
従
来
の
見
方
に
甚
だ
な
し
ま
な
い
も

の
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
広
く
仏
教
学
的
伝
統
に
お
い
て
は
、

論

（書
）
な
る
文
献
が
本
来
、
い
か
な
る
意
図
の
下
に
い
か
な
る
文
学
形
式
に
従

っ
て
製
作
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
回
顧
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
論
と
は
、
経
典
に
説
か
れ
る
仏
陀
の
教
説
に
対
す
る
後
人
の
組
織
的
解
釈
の

摘
要
書
で
あ
り
、
そ
の
製
作
を
通
し
て
製
作
者
が
独
自
の
教
学
的
発
揮
を
展
開
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
論
は
一
宗
の
教

（宗
教
）
を
建
設
す
る
た
め

の
根
本
理
論
の
書
、　
と
い
う
伝
統
を
負
荷
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。　
し

か

も
、
イ
ン
ド
思
想
史
の
伝
統
に
お
い
て
、
そ
の
文
学

的
形
式

は
ガ
ー
タ
ー

（偶

頌
）
に
従
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
は
一
宗
教
建
設
の
根

本
理
論
書
で
あ
り
、
そ
の
形
式
は
掲
頌
で
あ
る
。
世
親
の

『浄
土
論
』
が
具
さ
に
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は

『無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
』
と
称
さ
れ
、
こ
の
論
た
る
偶
が
後
魏
の
菩
提

流
支
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
て
以
来
、
中
国
浄
土
教
発
展
の
源
泉
と
な
り
、
そ
の
教

学
的
組
織
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
果
し
た
大
き
な
役
割
、
更
に
は
日
本
に

お
け
る
浄
土
宗
の
建
設
者
法
然

（源
空
）
に
お
い
て
浄
土
宗
正
依
の
三
経

一
論
の

一
論
と
選
択
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
法
然
の
専

修
念
仏

一
行
説
は
五
念
門
行
を
説
く
世
親

『浄
土
論
』
と
必
ら
ず
し
も
合
致
し
な

か
っ
た
の
は
否
定
で
き
な
い
。
法
然
に
従
い
な
が
ら
法
然
の
教
学
を

一
歩
進
め
た

と
こ
ろ
の
あ
る
親
鸞
が
、
世
親

『浄
土
論
』
を
大
胆
に
転
義
し
去
っ
て
結
果
的
に

は

『新
浄
土
論
』

を
成
立
せ
し
め
た
こ
と
は
充
分
に
可
能
性
の
あ
る
こ
と

で
あ

る
。
自
ら
の
宗
教
的
真
実
を
表
現
す
る
た
め
に
は
常
套
の
手
段
を
採
ら
な
か
っ
た

親
鸞
の
著
述
手
法

一
般
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。

四
、

『
入
出
二
門
偶
頌
』

の
所
依
は
世
親

『
願
生
偶
』

で
あ

る
。

世
親

の

『
掲
』
は
、
広
く
は
浄
土
教
系
諸
経
典
、
と
く
に

『
無
量
寿
経
』
に
対
す
る
大
乗

仏
教
ユ
ガ
行
派
の
立
場
か
ら
す
る
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
教
に
お
け

る
実
践
論

（行
論
）

を
ュ
ガ
行
の
見
地
よ
り
体
系
組
織
を
与
え
た
も
の
で
あ

ろ

う
。
い
わ
ゆ
る
五
念
門
行
説
で
あ
る
。
五
念
門
行
と
は
次
第
す
る
五
種
の
心
念
の

行
業
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
の
門
に
入
る
こ
と
が
成
就
す
る
、
と
の
意
で

あ
る
が
、
具
さ
に
は
、
第

一
に
礼
拝
、
第
二
に
讃
嘆
、
第
三
に
作
願

（奢
摩
他
）
、

第
四
に
観
察

（吐
婆
舎
那
）
、
第
五
に
廻
向
、
の
次
第
五
念
の
行
論
組
織
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
最
も
詳
論
強
調
さ
れ
る
の
は
第
四
観
察
門
行
で
あ
る
。
観
察

（吐
婆
舎

那
、
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー
）
と
は
、
対
象
を
委
曲
を
つ
く
し
て
精
確
に
分
析
識

別
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
識
別
の
対
象
が
浄
土
の
妙
境
界
相
た
る
二
十
九
種

の
荘
厳
功
徳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
委
曲
を
つ
く
し
た
分
析
識
別
の
た
め
に
は
心
を

対
象
に
止
め
集
中
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
、　
こ
の
止

（奢
摩
他
、
シ
ャ
マ

タ
）
が
伴
わ
な
く
て
は
観
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
作
願

（奢
摩

他
）
で
あ
り
、
第
三

。
第
四
は
相
い
伴
っ
て
止
観
行
と
み
ら
れ
、
お
の
ず
か
ら
ユ

ガ
行
論
師
の
風
格
が
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
礼
拝
と
第
二
讃
嘆
は
、
浄
土

の
仏
を
身
業
に
礼
拝
し
、
浄
土
の
仏
（阿
弥
陀
仏
）
の
名
を
回
業
に
讃
嘆
す
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
止
観
行

へ
の
予
備
的
行
業
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
の
廻

向
は
、
止
観
業
成
就
し
て
心
が
開
発
進
趣
し
た
と
こ
ろ
に
生
ず
る
一
切
衆
生

へ
の

大
慈
悲
心
で
あ
る
か
ら
、
止
観
、
と
く
に
観
行
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
功
徳
で
あ

る
。
結
局
、
五
念
門
行
の
中
心
は
止
観
、　
と
り
わ
け
観
に
あ
る
の
で
あ
る
。

『入

出
二
門
掲
頌
』
の
特
異
な
点
は
、
そ
の
五
念
門
行
の
意
味
を
転
換
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
願
生
者

（願
生
菩
薩
）
の
修
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
た
五
念
門
行

（
い
わ
ゆ
る
約
末
五
念
門
行
）
を
、
浄
土
の
建
設
者
た
る
阿
弥
陀

仏
の
前
身
、
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
す
で
に
行
ぜ
ら
れ
、
そ
の
修
行
成
就
に
よ
っ
て

す
で
に
獲
得
さ
れ
た
功
徳
力
の
働
く
五
種
の
相
で
あ
る
か
の
如
く
、
そ
の
主
語
が
　

一

逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
救
済
の
本
願
力
の
働
く
相
　
１５

の
五
階
程
が
五
念
門
な
り
、
と
な
す
か
の
如
く
で
あ
る

（
い
わ
ゆ
る
約
本
五
念
門

　

．

行
）。　
こ
う
い
う
領
解
を
な
す
以
上
、　
そ
こ
に
は
世
親
の
五
念
門
説
の
本
来
的
意

義
は
失
わ
れ
、
替

っ
て
新
し
い
五
念
門
行
説
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
点
か
ら
も
、
本
掲
は
、
作
者
に
よ
っ
て
そ
う
宣
言
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
論
理
的
に
は
、
親
鸞
作

『新
浄
土
論
』
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
注
意
す
べ

き
は
、
偶
頌
形
式
に
よ
っ
て
の
み
こ
の
こ
と
は
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
論
は
偶
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

①
　
拙
稿

『親
鸞
の
詩
篇
』

独
協
中
学

。
高
等
学
校

「研
究
紀
要
」

第

一
号

（
一
九
七
三
）
、
九
頁
以
下
。

ニ

本
侶
が
、
そ
の
依
拠
し
た
と
こ
ろ
の
世
親

『浄
土
論
』
に
対
し
て
も
つ
親
近
性



と
特
異
性
の
注
意
点
は
ほ
ぼ
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
先
の
拙
稿
に
ゆ

ず
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
掲
の
説
く
い
わ
ゆ
る
約
本
五
念
行
の
由
来
は
い
ず
こ
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
己
証
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
親
鸞
は

一
応

そ
の
権
証
あ
り
と
し
て
い
る
ょ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
掲
の
０
の
部
分
が
そ

れ
で
あ
る
。
六
十
句

（あ
る
い
は
十
五
頌
）
を
も
っ
て
二
人
の
中
国
浄
土
教
家
を

顕
彰
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
北
魏
の
曇
鸞
を
讃
し

（二
十
句
、
ま
た
は
五

頌
）
、
つ
い
で
隋
の
道
綽

（
二
十
句
、
あ
る
い
は
五
頌
）
、
最
後
に
唐
の
善
導
を
讃

し
て

（
〓
十
句
、
あ
る
い
は
五
頌
）
、　
一
掲
が
畢
っ
て
い
る
。
こ
の
三
師
讃
は
、

思
う
に
、
本
侶
の
内
容

・
形
式
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
か
実
は

問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
、
形
式
の
上
か
ら
い
え
ば
、
本
偶
に
こ
の
よ

う
な
讃
を
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
極
論
す
れ
ば
な
く
と
も
よ

い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

所
依
の
論
偶

（世
親

『浄
土
論
』
）
に
は
こ
の
種
の

讃
は
な
い
の
で
あ
る
し
、　
一
般
に
論
侶
に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
は
見
出
せ
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
形
式
の
上
か
ら
だ
け
考
え
る
と
、
本
侶
に
三
師
讃
を
附
し
た

真
の
理
由
は
不
詳
と
い
う
よ
り
外
は
な
い
。
お
そ
ら
く
内
容
上
の
必
要
性
に
う
な

が
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
を
注
意
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

す
な
わ
ち
、
本
侶
に
は
三
師
讃
が
あ
る
と
い
う
が
、
よ
り
精
確
に
は
四
師
讃
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
偶
冒
頭
の
造
論
の
由
縁
を
の
べ
た
八
句

（あ
る
い
は
二
頌
）
と

三
師
讃
の
六
十
句

（あ
る
い
は
十
五
頌
）
を
除
い
た
八
十
八
句

（あ
る
い
は
二
十

二
頌
）
は
、
世
親
の

『浄
土
論
』

に
依
り
つ
つ
親
鸞
独
自
の
領
解
を
の
べ
た
部
分

で
あ
る
か
ら
、
い
う
な
れ
ば
世
親
讃
と
み
な
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
み
る

と
、
本
掲
は
、
印
度
の
世
親

・
北
魏
の
曇
鸞

・
隋
の
道
綽

・
唐
の
善
導
、
の
浄
土

教
四
師
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
文
言
を
合
繰
し
て
引
き
、
か
つ
独
得
の
解
釈
を

施
し
て
讃
し
た
偶
頌
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
事
実
は
、
お
の
ず
か
ら
親

鸞
の
他
の
二
つ
の
傷
頌
、
す
な
わ
ち
、

『
正
信
念
仏
偶
』

お
よ
び
そ
れ
と
異
本
関

係
に
あ
る

『念
仏
正
信
偶
』
を
想
起
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
偶
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
後
半
部
分

（
い
わ
ゆ
る
依
釈
段
）
に
お
い
て
、
浄
土
教
七
師
の
讃
を

附
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
七
師

（
い
わ
ゆ
る
真
宗
七
高
僧
）
は
、
印
度
の
竜
樹

と
世
親
、
震
旦
の
曇
鸞
と
道
綽
と
善
導
、
日
域
の
源
信
と
源
空
、
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
『
〓
門
偶
』
の
三
師

（あ
る
い
は
四
師
）

か
ら
い
う
と
、　
上
に
竜
樹

（お

よ
び
あ
る
い
は
世
親
）
の
一
師

（あ
る
い
は
二
師
）
を
加
上
し
、
下
に
源
信
と
源

空
の
二
師
を
附
加
し
た
も
の
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、　
一
般
に

『
二
門
侶
』
の
成

立
は
他
の
二
種
の
傷
よ
り
も
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
場
合
は
、
本
偶

に
お
い
て
七
師
が
三
師

（あ
る
い
は
四
師
）
に
減
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
そ

う
な
ら
、
七
師

（
い
わ
ゆ
る
真
宗
七
高
僧
）
が
あ
る
時
点
で
三
師

（あ
る
い
は
四

師
）
に
減
じ
た
理
由
が
問
題
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
主
要
著
作
の
確
実
な
成
立
年
時

が
不
詳
で
あ
る
以
上
、
い
ま
論
ず
べ
く
も
な
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

さ
て
、
三
師
讃
の
内
容
で
あ
る
が
、と
り
わ
け
最
初
の
曇
鸞
讃
が
重
要
で
あ
る
．
　
１６

（他
の
二
師
に
対
す
る
讃
は
、

た
だ
に
曇
鸞

一
人
を
讃
し
た
い
が
た
め
に
附
加

さ
　

¨

れ
た
と
想
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。）

本
侶
に
の
ぺ
ら
れ
た
特
異
な
五
念
門
行
説

の

正
当
性
は
北
魏
曇
鸞
の

『浄
土
論
註
』
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
雲
寺
本
に
よ
っ
て
示
す
と
、

〔曇
鸞
和
向
　
大
巌
寺
〕
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流

泥

華
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高
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陸
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蓮
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門
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他

力
一

こ
の
曇
鸞
讃
の
偶
を
読
ん
で
の
率
直
な
感
慨
は
、
ま
ず
、
そ
の
余
り
に
も
和
臭

の
強
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
製
漢
詩
文
と
し
て
も
甚
だ
奇
で
あ
る
が
、
か
つ
、
そ

の
意
味
内
容
に
至
っ
て
は
到
底
暢
達
と
は
い
い
難
く
、
全
体
と
し
て
雑
然
と
し
て

い
て
未
整
理
と
の
印
象
は
免
れ
難
い
。
た
だ
独
得
の
訓
点
の
援
け
を
か
り
て
ほ
ぼ

そ
の
意
味
を
解
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
（も
っ
と
も
、
『
二
門
偶
』
は
全
体
に
そ

う
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
今
は
措
く
。）
こ
の
偶
句
は
、
大
体

に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
世
親
の

『浄
土
論
』
（以
下
、
『論
』
と
称
す
る
）
や
曇
鸞
の

『浄
土
論
註
』
（以
下
、

『論
註
』

と
称
す
る
）
の
語
句
を
合
繰
し
て
成
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
は
曇
鸞
讃
で
あ
る
か
ら
い
わ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
「利
他
」
「他
利
」
の
対

照
的
用
法
は

『
論
註
』
に
み
え
る
し
、

「如
実
修
行
相
応
」

「随
順
名
義
与
光
明
」

は

『論
』
の
句
で
あ
る
。
「信
心
」
「
一
心
」
も

『論
』
『論
註
』
に
み
え
る
。
「煩

悩
成
就
凡
夫
人
」

「不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
は
余
り
に
も
有
名
な
句
で
あ
る
が
、　
こ

れ
も
『論
註
』
巻
下
の
清
浄
功
徳
成
就
に
対
す
る
註
に
出
て
い
る
。
「流
泥
華
」
云

々
も

『論
註
』
巻
下
に
み
え
る

（巻
下
、
観
菩
薩
四
種
正
修
行
成
就
の
第

一
に
対

す
る
註
は
、
『維
摩
経
』
巻
中
の
文
を
引
い
て
い
る
）。

し
か
る
に
、
注
意
す
べ
き
は
、
婆
数
盤
豆
菩
薩

（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
、

世
親
）

の

『浄
土
論
』
に
対
し
て
北
魏
曇
鸞
が
註
を
つ
く
り
、
そ
こ
で

「願
力
成
就
ヲ
五

念

（
卜
）
名
ツ
」
け
、
「入
出
二
門
ヲ
他
カ
ト
名
ッ
ク
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
」
、
と
明
言

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
親
の
五
念
門
行
は
、
曇
鸞
の
領
解
で
は
、

阿
弥
陀
仏
の
五
種
の
本
願
力
の
は
た
ら
く
相
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
五
種

の
本
願
力
は
、
前
の
四

（礼
拝

・
讃
嘆

。
作
願

・
観
察
）
が
此
土
よ
り
浄
土
へ
の

転
入
、後
の
一

（廻
向
）
が
浄
土
よ
り
此
土

へ
の
転
出
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
入
も
出
も
本
願
力
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
誓
願
の
不
可
思
議
力

。
他
力
廻
向
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
曇
鸞
が
そ
の

『論
註
』
に
お
い
て
事
実
こ
う
領
解
し

て
い
る
な
ら
ば

（そ
の
当
否
は
別
と
し
て
）
、
本
侶
の
い
わ
ゆ
る
約
本
五
念
門
行

観
は
そ
の
権
証
を
曇
鸞
に
求
め
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は

問
題
で
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
の

『論
註
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
他
の
著
作
に
お
い
て

も
、
端
的
に
は
こ
の
よ
う
な
領
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。）

道
綽
讃
善
導
讃
に
つ
い
て
は
、
内
容
上
と
く
に
問
題
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
。

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
語
句
を
引
い
て
合
繰
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い

て
格
別
原
意
の
転
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
〓
門
偶
』
の
全
体
と
も
、

　

・

と
り
わ
け
曇
鸞
讃
と
も
相
容
れ
ぬ
矛
盾
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
一
応
　
１７

考
え
ら
れ
る
。
末
法
五
濁
の
世
に
お
い
て
は
、
濁
悪
衆
生
は
他
力
の
易
行
道
た
る
　

．

三
心
相
応
の
称
名
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
す
べ
き
こ
と

（道
綽
讃
）
、
念
仏
成
仏
は

真
の
宗
、　
一
乗
教
に
し
て
、
円
教
中
の
円
教
、
頓
教
中
の
頓
教
で
あ
り
、
難
信
の

教
で
あ
る
か
ら
、
諸
仏
が
方
便
を
も
っ
て
真
実
心
を
発
起
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
煩
悩
具
足
の
凡
夫
人
も
仏
願
力
に
摂
取
せ
ら
れ
て
往
生
し
法
性
を
証
す
る
の
で

あ
る
と
い
う

（善
導
讃
）。

道
綽

・
善
導
の
讃
に
よ
っ
て
み
る
限
り
、

そ
こ
に
領

解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
末
法
濁
世
の
悪
衆
生
の
行
法
は
た
だ
易
行
道
他
力
の
称
名

念
仏
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
難
信
で
あ
る
が
諸
仏
の
方
便
に
よ
っ
て
真
実
心
を
発

起
せ
し
め
ら
れ
て
念
仏
し
、

往
生
の
の
ち
法
性
を
証
す
る

（成
仏
す
る
）
、　
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
道
綽

・
善
導
の
領
解
と
し
て
穏
当
で
、
し
か
も
妥
当

な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
う
い
う
教
説
が

一
般
に
支
配
的
な
潮
流
を
な
し
た
浄

土
教
説
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
心
は
称
名
の
念
仏
に
あ
る
の
で
あ

る
。

世
親



『浄
土
論
』

に
説
く
五
念
門
行
も
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
念
行
と
み
て
よ
い
か
ら
結

局
の
と
こ
ろ
念
仏
、
そ
れ
も
口
称
の
念
仏
、
つ
ま
り
称
名
に
外
な
ら
な
い
と
さ
れ

た
。
五
念
門
行
の
第
二
は
讃
嘆
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
業
に
仏
名
を
称
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
口
称
の
念
仏
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
称
名
念
仏

な
の
で
あ
る
。
第
四
は
観
察
行
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
観
念
仏
な
の
で
あ
る
。
心
に

仏
を
念
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
凡
夫
に
は
困
難
と
さ
れ
る
か
ら
、

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
称
名
念
仏
な
の
で
あ
る
。
五
念
門
行
は
口
称
の
念
仏
、
つ
ま
り

称
名
を
中
心
に
説
く
も
の
、
と
領
解
さ
れ
て
来
た
の
で
あ

っ
て
、
法
然
の
浄
土
宗

に
あ
っ
て
も
大
体
は
そ
う
領
解
し
て
い
る
。
真
宗
に
あ
つ
て
も
、
五
念
門
行
は
第

二
讃
嘆
行

（念
仏
）
と
第
二
作
願
行

（信
）

を
中
心
と
す
る
も
の
、　
し
か
も
、

『
二
門
偶
』

に
よ
っ
て
誓
願
他
力
の
念
仏
と
信
を
中
心
に
説
く
も
の
と
領
解
し

て

い
る
よ
う
で
あ
る
。　
し
か
し
、

『
二
門
偶
』
を
先
入
見
な
し
に
虚
心
に
み
れ
ば
、

親
鸞
は
五
念
門
行
を

（意
味
は
転
換
し
て
い
る
が
）
、
決
し
て
単
純
に
念
仏
と
信

に
収
約
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
。
五
念
門
行
は
す
べ
て
建
立
さ
れ
て
い
る
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
「願
力
成
就
フ
五
念

（
卜
）
名

ツ
ク
」
「入
出
二
門
ヲ

他
カ
ト
名
ツ
ク
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
願
力
成
就

と
し
て
の
五
念
門
行
、
他
力
と
し
て
の
入
出
二
門
、
は
文
字
通
り
に
受
け
と
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
は
曇
鸞
の
註
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を

『論
註
』
の
釈
相
に
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

三

北
魏
の
曇
鸞

（四
七
六
―
五
四
二
）
は
も
と
も
と
四
論
の
学
者
で
あ

っ
た
が
、

た
ま
た
ま
菩
提
流
支
か
ら

「浄
経
」
を
授
け
ら
れ
て
か
ら
浄
土
教
に
転
じ
、
世
親

の

『浄
土
論
』
に
註
を
作
っ
た
と
伝
え
る
。
世
親
の

『浄
土
論
』
は
浄
土
教
系
仏

教
に
お
い
て
は
、
組
織
的
体
系
的
論
書
の
殆
ん
ど
唯

一
の
権
威
で
あ
っ
た
か
ら
、

四
論
学
者
で
組
織
的
哲
学
的
思
索
に
泥
ん
で
い
た
曇
鸞
が
こ
れ
に
大
い
に
着
日
し

て
、そ
の
攻
究
解
明
に
努
め
た
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
つ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

曇
鸞
の

『浄
土
論
』
理
解
は
世
親
に
い
わ
ゆ
る
学
的
に
忠
実
で
あ
つ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。

『浄
土
論
』

が
い
か
な
る
教
説
を
示
し
た
論
書
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

前
稿
に
触
れ
た
か
ら
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
要
す
る
に
、
大
乗
仏
教

ユ
ガ
行
派
の
立

場
か
ら
の
浄
土
教
系
経
典
の
教
説
に
対
す
る
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

（優
婆
提
舎
）
で
あ

る
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
願
う
行
者
の
行
に
対
す
る
ュ
ガ
行
派
の
立

場
か
ら
す
る
ュ
ガ
行
的
組
織
的
行
論
の
建
設
で
あ
る
。
そ
れ
が
五
種
の
念
行

（五

念
門
行
）
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
願
生
者
は
、
第

一
に
身
業
も
て
阿
弥

陀
仏
を
礼
拝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
口
業
も
て
阿
弥
陀
仏
の
名
を
讃
嘆
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
第
二
に
意
業
も
て
往
生
せ
ん
こ
と
を
作
願
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
四
に
智

業
も
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

・
阿
弥
陀
仏

・
浄
土
の
菩
薩
衆
、
を
観
察
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
第
五
に
方
便
智
業
も
て

一
切
衆
生
に
廻
向
し
て
と
も
に
往
生
せ
ん
こ
と
を
願

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
五
種
の
行
を
修
し
行
く
と
こ
ろ
に
行
ず
る
者
は
心
開
発
さ

れ
菩
提
心
を
成
じ
も
っ
て
往
生
は
可
能
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
種
行
の

中
で
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
観
察
行
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
超
絶
的
な
身
相

・
浄
土
の
清
浄
な
る
風
光

・
浄
土
菩
薩
の
自
在
な
る
力
用
ぶ
り
、
と
い
う
極
め
て

具
象
的
な
対
象
を
精
細
に
凝
心
観
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
心
を
清
浄
無
垢
な
ら
し

め
て
、
心
を
開
発
深
化
せ
し
め
る
、
と
い
う
実
際
的
具
体
的
な
行
論
を
組
織
的
に

説
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
ユ
ガ
派
の
組
織
的
実
践
論
以
外
の
な
に
も

の
で
も
な
い
。
作
者
世
親
に
忠
実
に

『浄
土
論
』
を
註
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

ま
ず
、　
ユ
ガ
行
派
の
実
践
論
と
し
て
把
握
し
て
行
く
の
が
学
的
態
度
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
曇
鸞
は
必
ら
ず
し
も
こ
う
い
う
態
度
を
執
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。

世
親

『浄
土
論
』
は
具
さ
に
は
『無
量
寿
経
優
婆
提
合
願
生
傷
』
で
あ
る
。
本
偶
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が
本
来
い
か
な
る
標
題
の
も
と
に
製
さ
れ
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
不
詳
で

あ
る
が

（
イ
ン
ド
原
典
は
未
発
見
）
、
訳
者
の
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
無
量
寿
経
の

優
婆
提
舎

（
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
）
で
あ
る
願
生
偶
、
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
訳
出

者
に
従

っ
て
浄
教
に
帰
し
た
曇
鸞
が
、
本
偶
を
も
っ
て
無
量
寿
経
の
論
と
領
解
す

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
曇
鸞
が
ま
さ
し
く
そ
の
無
量
寿
経
と
な
し
た
も

の
は
曹
魏
の
康
僧
鎧
訳

『無
量
寿
経
』
二
巻
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
既
に

一
つ
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
世
親
の
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

（論
）
せ

ん
と
し
た
浄
土
教
系
経
典
は
現
に
伝
え
る
何
種
か
の
い
わ
ゆ
る
無
量
寿
経
典
類
と

は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
曇
鸞
の

『註
』
成
作
に
は
資
料
の
点
で
時

代
的
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
与
え
ら
れ
て
い

た
浄
土
教
系
文
献
の
主
な
も
の
は
、

『平
等
覚
経
』

四
巻
　
　
　
　
　
後
漠
　
支
婁
迦
識
訳

『大
阿
弥
陀
経
』

一
一巻
　
　
　
　
呉
　
　
支
謙
訳

『無
量
寿
経
』

一
一巻
　
　
　
　
　
曹
魏
　
康
僧
鎧
訳

『阿
弥
陀
経
』

一
巻
　
　
　
　
　
銚
秦
　
鳩
摩
羅
什
訳

『観
無
量
寿
経
』

一
巻
　
　
　
　
劉
宋
　
目
良
耶
舎
訳

『
十
住
毘
婆
沙
論
易
行
品
』
　

　

銚
秦
　
鳩
摩
羅
什
訳

上
記
の
中
、

『註
』
に
直
接
引
用
さ
れ
、　
あ
る
い
は
明
ら
か
に
利
用
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
『無
量
寿
経
』
『観
無
量
寿
経
』
『阿
弥
陀
経
』
『平
等
覚

経
』
お
よ
び

『易
行
品
』
で
あ
る
。
曇
鸞
が
こ
れ
ら
の
梵
文
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い

た
ら
し
く
は
な
い
し
、

も
ち
ろ
ん
、
『浄
土
論
』
を
原
典
で
研
究
し
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。

（彼
は

『註
』
の
中
で
、　
あ
た
か
も
梵
語
を
解
す
る
が
ご
と
き
口
吻
を

洩
ら
し
て
い
る
が
確
か
な
こ
と
は
判
ら
な
い
。）
結
局
、上
記
の
六
種
が
彼
の
依
拠

し
た
根
本
資
料
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
仏
教
徒
に
よ
っ
て
第

一
の
権
証
た
る
べ

き

『経
』
で
あ
り
、
四
論
学
者
で
あ
っ
た
曇
鸞
に
尊
崇
さ
る
べ
き
大
乗
の
大
論
師

竜
樹
の

『論
』
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
世
親
の

『浄
土
論
』
は
領
解

さ
れ
解
釈
さ
れ
、
ま
た
註
釈
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、　
ュ
ガ
論
師
世

親
作

『浄
土
論
』
の
蒙
る
べ
き
運
命
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
『浄
土
論
』

は
無
量
寿
経
の
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
魏
訳
の
二
巻

『無
量
寿
経
』

が
こ
の
無
量
寿
経
に
擬
せ
ら
れ
る
の
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
事
情
か
ら
み
る
と
、
曇
鸞
の

『浄
土
論
註
』
の
性
格
は
お
の
ず
か
ら
次

の
方
向
を
た
ど
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、　
ュ
ガ
論
師
世
親

の
有
相
的
浄
土

『論
』
は
、
無
量
寿

『経
』
の
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
成
就
の
立
場
に

湖
源
帰
還
せ
し
め
ら
れ
、更
に
竜
樹
の
般
着
空
の
理
に
よ
っ
て
空
無
相
化
せ
ら
れ
、

し
か
も
、
世
親
の
ュ
ガ
行
組
織
体
系
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
そ
の
形
骸
の
み
を
残

し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
成
就
の
展
開
の
有
相
体
系
組
織
と
し
て
新
生
命
を
与
え

ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
浄
土
教
学
史
の
上

　

一

で
み
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
成
就
に
て
の
衆
生
救
済
と
い
う
人
格
的
超
越
神
的
　
１９

教
説
が
、
哲
理
的
に
は
般
若
空
の
甚
深
の
智
慧
を
も
っ
て
根
底
と
す
る
も
の
な
る
　

「

こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
空
無
相
智
が
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
親
の
ユ
ガ

行
組
織
体
系
を
骨
格
と
す
る
構
造
組
織
を
も
ち
、
有
相
方
便
と
し
て
重
畳
展
開
し

行
く
も
の
な
る
こ
と
が
弁
証
さ
れ
て
行
く
こ
と
、
を
意
味
す
る
。

（曇
鸞
の

『浄

土
論
註
』
は
そ
れ
自
身
別
に
詳
細
な
考
察
を
必
要
と
す
る
が
、
い
ま
は
親
鸞
へ
の

通
路
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。）
上
来
の
記
述
を
整
理
し
て
、

再
度
く
り
か
え
し
の
べ
る
と
、

ュ
ガ
行
派
の
論
師
世
親
は
、
浄
土
教
経
典
の
教
説

に
対
し
て
ユ
ガ
行
の
立
場
か
ら

ユ
ガ
行
哲
学
的
に
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
し
、　
そ

こ
に

『浄
土
論
』
が
成
立
し
た
。　
と
こ
ろ
が
曇
鸞
は
、　
そ
の
ュ
ガ
行
論
を
浄
土
教
経
典

の
中
で
も
と
り
わ
け
魏
訳

『無
量
寿
経
』

に
近
づ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す

る

か

ら
、

『論
』

の
ュ
ガ
行
的
性
格
は
稀
薄
化
し

『無
量
寿
経
』
化
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ュ
ガ
行
論
の
骨
格
は
残
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
つ
、
そ
の
骨
格
組
織
を



空
無
相
の
有
相
展
開
の
次
第
と
な
し
た
か
ら
、
般
着
空
の
哲
理
に
近
づ
け
た
こ
と

に
も
な
っ
た

（浄
土
教
教
説
に
対
す
る
曇
鸞
自
身
の
真
空
妙
有
的
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

と
い
え
る
）。　
こ
れ
は
浄
土
教
の
発
展
で
あ
る
の
か
、
退
化
で
あ
る
の
か
、　
問
題

は
単
純
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
浄
土
教
の
綜
合
化
で
あ
り
豊
潤
化

で
あ
ろ
う
。　
ま
た
、　
空
相
化
の
点
で
哲
学
化
で
あ
り
、　
し
か
も
、

『無
量
寿
経
』

化
の
点
で
宗
教
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
後
世
の
浄
土
教
家
は
曇
鸞
の

『浄
土
論

註
』
よ
り
無
尽
の
論
題
を
得
て
、
教
学
上
の
豊
か
な
源
泉
を
汲
み
と
っ
て
来
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
そ
の

『
入
出
〓
門
偶
頌
』

曇
鸞
讃
に
お
い
て

「願
力
成
就
ヲ
五
念

（
卜
）
名
ク
」
と
い
い
、
「入
出
二
門
ヲ
他
カ
ト
名
ク
ト
ノ
タ

マ
ヘ
リ
」
と
い
う
の
も
、
曇
鸞
が
直
接
言
明
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
『註
』

の
も
つ
豊
潤
さ
が
そ
れ
を
或
る
意
味
に
お
い
て
可
能
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

四

曇
鸞
は

『
論
註
』
冒
頭
に
お
い
て
、
竜
樹
の

『十
住
昆
婆
沙
論
』
易
行
品
の
文

（
い
わ
ゆ
る
難
易
二
道
判
の
文
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
）

を
掲
げ
て

一
論
註
釈
の
精

神
を
示
す
が
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
竜
樹
の

『易
行
品
』
の
原
文
に
忠
実
な
ら

ざ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
曇
鸞
の
自
解
文
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。『易

行
品
』

の
説
く
と
こ
ろ
は
、
大
乗
菩
薩
道
を
求
む
る
に
難
行
道

・
易
行
道

の
別
が
あ
る
こ
と
、
易
行
道
に
て
現
身
に
不
退
転
の
菩
薩
位

（阿
昆
跛
致
地
）
を

得
て

（や
が
て
）
無
上
正
真
道

（阿
振
多
羅
三
貌
三
菩
提
）
に
達
し
た
い
と
欲
う

な
ら
ば
、
十
方
の
諸
仏
諸
大
菩
薩
の
名
号
を
聞
い
て
恭
敬
礼
拝
し
憶
念
称
名
す
べ

し
、
十
方
諸
仏
の
う
ち
で
も
特
に
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
力

。
本
願
力
を
信
ず
べ
し
、

こ
れ
信
方
便
易
行
道
な
り
、
と
い
う
に
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
力
と

か
本
願
力
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
は
不
詳
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
現
身
に
不
退
転
地
を
得
せ
し
め
る
功
徳
力

・
本
願
力
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
浄
土
教
系
経
典
、
特
に

『無
量
寿
経
』
や

『観

無
量
寿
経
』
に
説
く
本
願
力
に
て
の
念
仏

（あ
る
い
は
観
仏
）
往
生
と
は
見
え
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
現
身
に
て
の
得
不
退
転
を
い
う
ま

で
で
あ
る
。　
そ
の
た
め
の
易
行
道
と
し
て
信
方
便

・
憶
念

・
聞
名

。
称
名

（号
）

を
説
く
の
で
あ
る
。　
し
か
る
に
、
曇
鸞
は

『易
行
品
』
の
意
な
り
と
し
て
、

『易

行
品
』
の
諸
文
を
合
繰
し
て
い
う
。

〔謹
案
竜
樹
菩
薩
十
住
昆
婆
沙
云
Ｊ
…
…

易
行
道
者
、
謂
但
以
信
仏
因
縁
願
生
浄
±
。
乗
仏
願
力
便
得
往
生
彼
清
浄
土
。

仏
力
住
持
即
入
大
乗
正
定
之
豪
。　
正
定
即
是
阿
毘
跛
致
。

〔
…
…
此
無
量
寿
経

優
婆
提
舎
蓋
上
術
之
極
致
不
退
之
風
航
者
也
。〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
こ
に
は
、
願
生
浄
土

・
仏
願
力

・
便
得
往
生

。
仏
力
住
持

・
入
大
乗
正
定
之
　
２ｏ

衆
、
な
ど
が
説
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
の
意
は
魏
訳

『無
量
寿
経
』
の
第
十

　

．

八
願
文
、
と
り
わ
け
そ
の
第
十

一
。
第
十
七

・
第
十
八
願
成
就
文
を
想
起
せ
し
め

る
で
あ
ろ
う
。

『易
行
品
』

に
依
り
な
が
ら
も
、

『易
行
品
』

の
文
を

『無
量
寿

経
』
化
し
、
し
か
も
そ
れ
を
も
っ
て

『浄
土
論
』
註
釈
の
根
本
方
針
と
し
よ
う
と

す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

『浄
土
論
』
の

『無
量
寿
経
』
化
と
は
、　
具
体
的
に
は
五
念
門
行
、　
と
く
に
そ

の
中
心
で
あ
る
観
察
門
行
の

『無
量
寿
経
』
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
つ
き

つ
め
る
と
、
観
察
行
の
対
象
で
あ
る
浄
土
妙
境
界
相
三
種
荘
厳
二
十
九
種
の
一
々

を

『無
量
寿
経
』
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
曇
鸞
は
、

『論
』

に
説

く
三
種
荘
厳
二
十
九
種
の
一
々
を
釈
す
る
に
当
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

「仏
本
何
故
興
此

願
」
と
問
う
て
い
る
が
、
こ
れ
は
浄
土
の
荘
厳
功
徳
が
す
べ
て
仏
本
願
よ
り
建
立

さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
（も
っ
と
も
、
「仏
本
何
故
興



此
荘
厳
」
と
い
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
同
じ
意
味
と
思
わ
れ
る
）
ま
た
、
『論
』

の
荘
厳
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
に
註
し
て

「蓋
是
阿
弥
陀
如
来
本
願
力
也
。
…
…

…
所
言
不
虚
作
住
持
者
、
依
本
法
蔵
菩
薩
四
十
八
願
、
今
日
阿
弥
陀
如
来
自
在
神

力
。
‥
…
Ｌ

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
く

『論
』
の
願
心
荘
厳
に
註
し
て

「此

三
種
荘
厳
成
就
、

由
本
四
十
八
願
等
清
浄
願
心
之
所
荘
厳
、」

と
い
っ
て
い
る
の

と
と
も
に
、
三
厳
二
十
九
種
を

『
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
に
対
応
さ
せ
よ
う
と

す
る

『註
』
の
意
向
を
明
ら
か
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

『論
』

に

は
す
で
に
願
心
荘
厳
と
か
観
仏
本
願
力
と
か
い
う
句
が
見
え
て

い
る
か
ら

『註
』

の
釈
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
を

『無
量
寿
経
』
の
四
十

八
願
に
意
識
的
に
結
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

『註
』
の
独
自
性
が
あ
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
五
念
門
行
に
対
し
て
は
そ
の
一
々
に
つ
い
て
の

『
無
量
寿
経
』
化
は
見

え
な
い
が
、
最
後
の

「如
是
修
五
念
門
行
、
自
利
利
他
、
速
得
成
就
阿
振
多
羅
三

貌
三
菩
提
故
。」
に
註
し
て
、
そ
の
本
を
求
め
て

（疑
求
其
本
）
、
阿
弥
陀
如
来
を

増
上
縁
と
な
す
と
い
い
、
往
生
浄
土
と
彼
土
人
天
所
起
諸
行
は
阿
弥
陀
如
来
本
願

力
に
縁
る
と
い
い
、
四
十
八
願
の
徒
設
な
ら
ざ
る
を
い
い
、
そ
の
中
よ
り
三
願
を

的
取
し
て
こ
れ
を
証
せ
ん
と
い
う
の
は
、
五
念
門
行
の

『無
量
寿
経
』
化
、
と
り

わ
け
そ
の
四
十
八
願
化
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
願
と
は
、
第
十
八
願

（至
心

信
楽
、
欲
生
我
国
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
）
、
第
十

一
願

（住
正

定
豪
、
必
至
滅
度
）
、　
お
よ
び
第
二
十
二
願

（
一
生
補
処
）
で
あ
る
が
、　
こ
れ
は

五
念
門
行
の
一
々
に
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
も
五
種
功
徳
門
に
対
応
す
る
も
の
で

で
あ
ろ
う
。
（『論
』
は
五
種
功
徳
門
の
第
五
薗
林
遊
戯
地
門
に
つ
い
て

「以
本
願

力
廻
向
故
」
と
い
っ
て
い
る
）

三
種
荘
厳
二
十
九
種
に
つ
い
て
も
五
念
門
行
に
つ
い
て
も
、
こ
と
ご
と
く
四
十

八
順
に
関
係
づ
け
て
註
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が

『註
』
の
態
度
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
が
ど
う
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か
が
問
題
で
あ
る
。
三
種
荘
厳
二
十
九

種
と
五
念
門
行
と
は
、
と
も
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
化
さ
れ
根
本
に
お
い
て
は
同
じ

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、
註
釈
に
沿
っ
て
論
理
的
に
つ
き
つ
め
る
と
こ
う
い
う
結
果
に
帰
着
せ
ざ

る
を
得
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
、
こ
う
み
る
の
は
あ
ま
り
に
も
論
理

的
す
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
元
来
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
決
し
て
一
つ
に
な
り
得
ベ

か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
五
念
門
行
は
往
生
の
た
め
の
行
業
で
あ
り
、
三
種
荘
厳

二
十
九
種
は
五
念
門
行
の
中
の
第
四
観
察
行
の
対
象
な
の
で
あ
っ
た
。
観
の
対
象

た
る
浄
土
妙
境
界
相
は
、
法
蔵
の
本
願
に
も
と
づ
い
て
建
設
さ
れ
た
浄
土
の
相
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
法
蔵
の
本
願
よ
り
修
起
荘
厳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い

わ
ば
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
荘
厳
を
観
ず
る
と
い
う
衆
生
辺
の
行

業
も
本
願
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
と
は
い
わ
れ
ま
い
。
事
実
、
曇
鸞
も
そ
の
点
か
な

　

一

り
あ
い
ま
い
で
不
徹
底
な
釈
相
を
示
し
て
い
る
。

極
言
す
れ
ば
、
世
親
の

『論
』

２１

は
曇
鸞
の

『
註
』

に
よ
っ
て
却
っ
て
混
乱
に
陥
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

け
れ

ど

　

．

も
、
『註
』

の
釈
し
ぶ
り
に
沿
っ
て
首
尾
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
上
に
の
べ
た
如

き
方
向
に
す
す
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
妙
境

界
相
と
五
念
門
行
の
同
化
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
成
就
の
功

徳
力
の
展
開
の
相
と
し
て
の
等
質
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を

少
し
く

『註
』
に
窺
う
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、

曇
鸞
の
い
わ
ゆ
る
五
念
配
釈
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

『論
』
傷
九

十
六
句
を
五
念
門
行
に
対
応
さ
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
具
体
的
に
示

す
と
、

冒
頭
の
四
句

「
（世
尊
我

一
心
）
帰
命
尽
十
方
　
無
号
光
如
来
　
願
生
安

楽
国
」
を
も
っ
て
礼
拝
門
行

（帰
命
）
、
讃
嘆
門
行

（尽
十
方
無
号
光
如
来
）
、
作

願
門
行

（願
生
安
楽
国
）
に
配
し
、
次
い
で
、

「観
彼
世
界
相
」

以
下
の
八
十
四

句
は
観
察
門
行
を
説
く
も
の
と
な
し
、

末
尾
の
四
句

（「我
作
論
説
偶
　
願
見
弥



陀
仏
　
普
共
諸
衆
生
　
往
生
安
楽
国
」
）
を
廻
向
門
行
と
看
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
対
配
は
決
し
て
整
合
的
と
は
い
え
ま
い
。
最
冒
頭
の

「世
尊
我

一
心
」
の
一

句
と
第
五
上
↑
七
・八
の
四
句

（「我
依
修
多
羅
　
真
実
功
徳
相
　
説
願
侶
惚
持

与
仏
教
相
応
」
）
と
は
対
配
す
べ
き
五
念
門
行
を
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
か
か
る
不
整
合
を
許
し
つ
つ
も
か
く
偶
と
五
念
門
行
を
対
配
し
て
い

く
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
偶
部
分
は
い
わ
ば

『論
』
の

本
論
部
分
、
偶
の
後
に
附
さ
れ
た
長
行

（散
文
）
部
分
は
註
解
で
あ
る
か
ら
、
註

解
の
部
分
に
説
く
五
念
門
行
説
が
本
論
部
分
の
願
偶
中
に
も
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
さ
し
て
強
い
理
由
に

は
な
る
ま
い
。
何
と
な
れ
ば
、
註
解
部
分
に
説
く
五
念
門
行
の
第
四
観
察
門
行
の

対
象
を
示
し
た
も
の
が
侶
で
あ
る
こ
と
瞭
然
と
し
て
い
る
し
、
冒
頭
の
八
句
は
一

『論
』

の
帰
敬
偶
で
あ
り
、
末
尾
の
四
句
は
い
わ
ゆ
る
廻
向
文
と
み
る
よ
り
ほ
か

な
い
か
ら
、
五
念
に
配
す
る
余
地
は
ま
ず
な
い
と
思
わ
れ
る
。
最
も
考
え
得
べ
き

理
由
は
掲
と
五
念
門
行
の
相
互
浸
透
、
つ
ま
り
両
者
の
同
化
を
目
論
だ
も
の
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
眼
目
は
三
厳
二
十
九
種
と
観
察
門

行
の
同
化
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
願
力
に
よ
る
荘
厳
の
建
立
と
、
そ
れ
を
観
察

す
る
行
業
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
願
の
成
就
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
観
知
す
る

こ
と
に
外
な
ら
ず
、

そ
こ
で
は
観
の
本
来
性
は
殆
ん
ど
失
わ
れ
て
い
く

で
あ

ろ

う
。
極
言
す
れ
ば
、
本
願
の
成
就
を
領
解
す
る
こ
と
が
観
察
と
い
う
も
の
と
な
ろ

う
。
荘
厳
と
観
察
行
の
同
化
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
に
あ
っ
て
は
、
観
察
行
が
荘

厳
に
摂
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
他
の
四

念
門
行
も
荘
厳
の
中
に
同
化
さ
れ
て
摂
取
さ
れ
て
い
く
如
く
で
あ
る
。

『註
』

の

各
荘
厳
に
対
す
る
釈
し
ぶ
り
が
そ
れ
を
論
理
的
に
帰
結
す
る
の
で
あ
】る
。

（偶
の

荘
厳
の
部
分
は
観
察
門
行
に
対
配
さ
れ
て
い
る
が
、
礼
拝

・
嘆
讃

・
作
願

。
廻
向

に
配
さ
る
べ
き
荘
厳
の
偶
は
存
し
な
い
。
故
に
、
こ
れ
ら
四
念
門
行
と
荘
厳
と
の

同
化

・
浸
透
は
形
式
的
に
は
果
た
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
観
察
行
の

質
的
変
化
と
そ
の
対
象
た
り
し
荘
厳
の
註
を
見
て
い
く
と
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に

な
る
の
で
あ
る
。）

『論
』
侶
に
説
く
荘
厳

（浄
土
妙
境
界
相
）

は
三
種
荘
厳
二
十
九
種
と
称
さ
れ

る
如
く
、

浄
土
荘
厳

（十
七
種
）、

仏
荘
厳

（八
種
）
、　
お
よ
び
仏
土
聖
衆
荘
厳

（
四
種
）

を
内
容
と
し
て
い
る
。　
い
ま
二
十
九
種
を
全
て
考
察
す
る
い
と
ま
は
な

い
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
仏
土
荘
厳
十
七
種
に
つ
い
て
み
る
に
、
そ
れ
ら
は
本
願
よ
り
修
起
さ
れ

成
就
さ
れ
た
功
徳
で
あ
っ
て
、
清
浄
微
妙
に
し
て
不
可
思
議
な
る
力
用
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
観
行
の
対
象
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
本
願
の
功
徳
力

用
の
働
き
そ
の
も
の
の
叙
述
と
い
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。　
例
え
ば
、

「妙
声

功
徳

ヽ成
就
」
（梵
声
悟
深
遠
　
微
妙
聞
十
方
）

に
つ
い
て
上
巻
で
は

「仏
本
何
故

　

一

興
此
願
。
見
有
国
土
、
雖
有
善
法
而
名
声
不
遠
、
有
名
声
雖
遠
復
不
微
妙
、
有
名
　
２２

声
妙
遠
復
不
能
悟
物
、

是
故
起
此
荘
厳
。　
…
…
声
者
名
也
．　
謂
安
楽
土
名
。

経

　

一

言
。
若
人
但
聞
安
楽
浄
土
之
名
、
欲
願
往
生
亦
得
如
願
。
此
名
悟
物
之
証
也
。
…

…
出
有
而
有
曰
微
、

名
能
開
悟
日
妙
。」
と
釈
し
て
い
る
。

浄
上
の
微
妙
音
声
を

浄
上
の
名
の
こ
と
と
転
釈
し
つ
つ
、
そ
の
名
が
願
生
者
を
往
生
せ
し
め
る
功
徳
力

あ
る
よ
う
に

『平
等
覚
経
』
の
意
に
よ
っ
て
釈
成
し
て
い
る
。
浄
土
の
音
声

（実

は
浄
土
の
名
）
が
衆
生
を
往
生
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
（『註
』
は
こ
れ
を

「為
仏

事
」
と
称
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ど
の
荘
厳
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
て
い
る
。）

こ

れ
に
対
す
る
下
巻
の
釈
は

「此
云
何
不
思
議
、
経
言
。
若
人
但
聞
彼
国
土
清
浄
安

楽
、　
剋
念
願
生
、　
亦
得
往
生
即
入
正
定
豪
。

此
是
国
土
名
字
為
仏
事
、
安
可
思

議
。」
と
あ
っ
て
や
は
り

『平
等
覚
経
』

の
意
に
よ
っ
て
国
土
名
字
の
衆
生
を
往

生
せ
し
め
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
は

「妙
声
」
に
つ
い
て
だ
け
の
特
殊
な
釈
で

あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
他
の
国
土
荘
厳
に
つ
い
て
も
お
し
な
べ
て
浄
土
に
お
け
る



教
化
摂
取
の
功
徳
力
用
の
面
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

「妙
声
」

は
音
声
で
あ
る
と

こ
ろ
よ
り
、
此
上
の
衆
生
に
ま
で
響
流
す
る
も
の
と
な
さ
れ
て
か
か
る
釈
相
に
及

ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
仏
荘
厳
に
つ
い
て
み
る
と
、
救
済
者
た
る
仏
の
身

。
口

。
意
の
三
業
な

ど
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
傾
向
は

一
層
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「荘
厳

口
業
功
徳
成
就
」
（如
来
微
妙
声
　
梵
響
間
十
方
）

に
つ
い
て
は
上
巻
で
は

「仏

本
何
故
興
此
荘
厳
。
見
有
如
来
名
似
不
尊
、
如
外
道
輪
人
称
程
曇
姓
、
成
道
日
声

唯
徹
梵
天
。
是
故
願
言
。
使
我
成
仏
妙
声
遣
布
聞
者
悟
忍
。」

と
し
て
い
る
が
、

下
巻
に
至
る
と

「諸
苦
衆
生
、
聞
阿
弥
陀
如
来
至
徳
名
号
説
法
音
声
、
如
上
種
種

口
業
繁
縛
皆
得
解
脱
、　
入
如
来
家
、　
畢
党
得
平
等
口
業
。」
と
い
っ
て
い
る
の
が

注
意
さ
れ
る
。
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
の
微
妙
な
る
説
法
音
声
は
至
徳
の
名
号
と
し
て

諸
苦
衆
生
に
聞
か
れ
て
衆
生
を
解
脱
せ
し
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
の
口
業
と
は
名
号
に
よ
っ
て
衆
生
を
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
の
願

よ
り
荘
厳
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
口
業
と
前
後
し
て

説
か
れ
る
仏
の
身
業
と
意
業
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
も
願
心
よ
り
荘
厳
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
造
悪
輪
転
の
凡
夫
衆
生
を
そ
の
身
業
と
意
業
に
よ
っ
て
解
脱
せ
し
め

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
の
身
業
と
は
超
絶
せ
る
光
明
身
を
出
現
せ
し
め
る
こ

と
、
仏
の
意
業
と
は
仏
が
衆
生
に
対
し
て
無
分
別
の
心
を
成
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
仏
は
衆
生
を
摂
取
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
仏
の
身

。
日
・
意

業
で
あ
り
、
し
か
も
願
心
よ
り
修
起
さ
れ
た
荘
厳
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

五
念
門
行
の
礼
拝

（身
業
）
・
讃
嘆

（
口
業
）
。
作
願

（意
業
）
と
の
対
応
を
想
起

せ
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
、
浄
土
聖
衆
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
四
種
あ
る
が
、
す
べ
て
浄
上
の
菩
薩

大
衆
の
神
通
を
も

っ
て
一
切
世
間

・
十
方
世
界
に
遍
至
し
て
教
化
し
度
脱
せ
し
む

る
こ
と
を
い
い
、　
一
生
補
処
の
菩
薩
な
る
こ
と
を

『無
量
寿
経
』
第
二
十
二
願
と

思
わ
れ
る
意
に
よ
っ
て
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
五
種
功
徳
門
の
第
五

薗
林
遊
戯
地
門
の
内
容
に
期
せ
ず
し
て
連
ら
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

廻
向
門
に
対
応
し
て
い
る
。

以
上
を
も
っ
て
み
る
と
、
観
の
対
象
た
る
べ
き
三
厳
二
十
九
種
の
中
に
或
る
意

味
で
の
身
業

・
口
業

・
意
業

・
智
業

・
方
便
智
業
が
摂
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
曇
鸞
が
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
荘
厳
の

釈
し
ぶ
り
を
第
二
者
が
論
理
的
に
統

一
し
て
読
ん
で
い
く
と
そ
う
い
う
帰
結
に
到

達
し
は
す
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
『論
』
の
説
く
観
の

対
象
た
る
荘
厳
功
徳
は
い
ず
れ
も

『無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
の
功
徳
と
さ
れ
、

そ
れ
故
に
衆
生
摂
取
の
力
用
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
う
ち
に
は
本
願
成
就
と
し
て
衆
生
救
済
の
身
業
的
功
徳

（仏
身
の
出
現
と
そ
の

功
徳
）
。
口
業
的
功
徳

（仏
名
号
の
功
徳
）
。
意
業
的
功
徳

（無
差
別
心
と
そ
の
功

　

一

徳
）
。
方
便
智
業
的
功
徳

（
一
生
補
処
の
浄
土
菩
薩
の
衆
生
教
化
）
な
ど
が
摂
め
　
２３

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
仏
の
本
願
を
審
察
了
別
す
る
こ
と
　

¨

よ
り
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
観
察

（智
業
）
を
中
心
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
五
念
門
は
荘
厳
の
本
願
化
の
中
に
本
来
の
意
義

を
喪
失
し
て
い
く
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
荘
厳
の
世
界
に
転
換
し
行
っ

た
五
念
門
行
は
、
浄
土
界
の
五
念
門
行
で
あ
る
ほ
か
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
五
功
徳

門
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。　
し
か
し
、

『
論
』
を
註
釈
す
る
の
が

『論
註
』
で
あ

る
か
ら
、

『論
』

の
五
念
門
行
は
あ
く
ま
で
も
名
目
的
に
は
残
存
し
て
い
る
。
こ

れ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
曇
鸞
に
は
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
結
果

と
し
て

『論
註
』
の
首
尾
が
論
理
的
に
混
乱
し
た
の
は
誠
に
や
む
を
得
ざ
る
こ
と

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、

『論
註
』

の
こ
の
動
揺
す
る
論
理
的
帰
結
を

大
胆
に
扶
り
出
し
て
こ
れ
に
断
定
的
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ

親
鸞
の

『
入
出
〓
門
偶
頌
』
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



五

親
鸞
の

『
入
出
〓
門
偶
頌
』
は
、
世
親
造

『浄
土
論
』
に
依
り
つ
つ
、
そ
れ
に

大
胆
な
転
義
を
施
し
て
成
っ
た
親
鸞
造

『新
浄
土
論
』
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
く
り
か
え
し
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の

『新

浄
土
論
』
は
、
曇
鸞
の

『浄
土
論
註
』
の
釈
風
よ
り
由
来
し
た
あ
る
論
理
的
帰
結

を
ふ
ま
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
二
門
偶
』

の
曇
鸞
讃
に
お
い

て

「願
力
成
就
ヲ
五
念

（卜
）
名
ツ
ク
」
と
い
う
の
は
、
曇
鸞
が
顕
説
し
た
こ
と

で
は
な
い
が
、
親
鸞
が
こ
う
領
解
し
て
い
く
の
は
論
理
的
に
い
わ
ば
必
然
の
す
じ

み
ち
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
い
か
な
る
教
学
上
の
新
領
域
を
開
拓

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て

『
二
門
偶
』
の
外
形

と
内
容
を
回
顧
し
つ
つ
、
次
い
で
、
本
掲
の
親
鸞
教
学
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て

考
え
及
ぶ
と
こ
ろ
を
の
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
冒
頭
の
八
句
は
造
掲

（造
論
）
の
由
縁
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
、
前
稿
に
お
い
て
の
べ
た
ご
と
く
、
世
親
の

『論
』
に
対
抗
し
て
そ
れ
と

対
等
的
に
自
己
の

『論
』
を
立
て
る
が
ご
と
き
意
気
ご
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
学
解
的
に
は
訛

（
ア
ヤ
マ
リ
）
で
あ
っ
て
も
敢
え
て
こ
れ
を
為
す
と
い
う
信

念
を
吐
露
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

次
の
二
十
八
句
は
、

『論
』
の
浄
土
妙
境

界
相
二
十
九
種
を
合
繰
圧
縮
し
て
叙
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
浄
土
荘

厳
は
法
蔵
の
大
願
業
力
の
成
就
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
阿
弥
陀
法
王
の
善
力
に
摂

持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、と
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

浄
土
荘
厳
を
圧
縮
し
た
形
で
あ
る
が
掲
げ
て
い
る
の
は
、
世
親

『論
』
の
体
裁
に

倣
っ
て
い
る
の
と
、
本
願
の
荘
厳
が

一
切
の
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。

次
の
六
十
句
は
、　
い
わ
ゆ
る
約
本
五
念
門
行
説
を
説
く
も
の
で
あ

る
が
、

『論
』
で
は
傷
の
終

つ
た
後
の
解
釈
の
長
行
の
中
に
説
か
れ
て
い
た
五
念
門
行
が
、

本
偶
で
は
荘
厳
を
の
べ
た
偶
の
後
に
、
同
じ
偶
形
式
を
も
っ
て
の
べ
て
あ
る
。
思

う
に
、
こ
れ
は
、
浄
土
荘
厳
と
約
本
五
念
門
行

（あ
る
い
は
五
種
功
徳
門
）
が
結

局
は
同
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
の
荘
厳
と
約
本
五

念
門
行

（あ
る
い
は
五
種
功
徳
門
）
は
、
曇
鸞
の

『註
』
を
媒
介
と
し
て
も
は
や

異
質
の
も
の
と
は
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
五
念
門
行
は
法
蔵
の
本

願
の
行
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
浄
土
の
荘
厳
と
し
て
は
五
種
功
徳

（荘
厳
）
と
な
っ

て
い
く
。

『論
』

の
五
念
門
行
と
五
種
功
徳
門
が
合
繰
さ
れ
同
視
さ
れ
て
い
る
の

は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
礼
拝

（身
業
）
は
、
阿
弥
陀
仏
が
諸
群
生
を
善

巧
方
便
し
て
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
為
さ
し
め
た
も
う
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は

阿
弥
陀
仏
が
仏
身
を
現
ず
る
こ
と
に
お
い
て
仏
の
身
業
な
の
で
あ
る
。
讃
嘆

（
日

業
）
は
無
号
光
如
来

（阿
弥
陀
仏
）
の
名
を
称
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
仏
の
日
業
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
摂
取
選
択
の
本
願
だ
と
い
っ
て
　

一

い
る
か
ら
五
念
門
行
の
中
で
最
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

作
願

（意
業
）

Ｚ一

は
、
仏
が

一
心
に
専
念
し
て
衆
生
を
往
生
せ
し
め
よ
う
と
願
ず
る
こ
と
で
、
そ
の
　

．

一
心
専
念
に
願
ず
る
こ
と
が
奢
摩
他

（止
）
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
仏
の
意
業
で

あ
る
。
観
察

（智
業
）
は
、
偶
文
の
意
に
解
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
す
ぐ
続

け
て
、
彼
の
所

（浄
土
）
に
到
る
こ
と
を
得
れ
ば
種
種
無
量
の
法
味
の
楽
を
受
用

す
、
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
浄
土
荘
厳
の
法
性
を
浄
土
に
お
い
て
精
細
に

観
察

（吐
婆
舎
那
）
せ
し
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
智
の
悟
境
に
至
ら
し
め
る
こ

と
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
こ
れ
も
ま
た
仏
の
智
業
で
あ
ろ
う
。

廻
向

（方
便
智
業
）
は
、
衆
生
を
し
て
浄
土
往
生
の
の
ち
、
方
便
力
を
得
て
応
化

身
を
示
現
し
、
神
通
力
を
も
っ
て
生
死
煩
悩
の
世
界
に
立
ち
還
り
、
衆
生
を
教
化

利
益
せ
し
め
ん
と
の
仏
の
方
便
智
業
と
さ
れ
る
。
廻
向
を
説
い
た
後
に

「無
号
光

仏
因
地
時
　
発
二斯
弘
誓
一建
一́
　

此
願
一」

と
あ
る
の
は
、　
廻
向
の
み
な
ら
ず
五

念
門
行
全
体
に
か
か
る
言
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
約
本
五
念
門
行



と
は
か
か
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
仏
願
他
力
が
発
易

し
展
開
し
て
衆
生
を
摂
取
し
て
行
く
功
徳
力
用
の
諸
相
と
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
諸
相
は

『論
』
の
五
念
門
行
次
第
の
行
論
に
対
応
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
五
念
門
行
は
約
本
化
さ
れ
は
し
た
が
決
し
て
消
滅
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
五
念
門
組
織
体
系
は
確
か
に
い
ま
だ
建
立
さ
れ
て
い
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

真
宗
教
学
に
お
い
て
は
、　
一
般
に
、
本
偶
の
所
説
は
他
力
廻
向
の
行

（称
名
念

仏
）
と
信

（信
心
）
と
を
弁
証
す
る
に
あ
る
と
の
領
解
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
本
傷
の
道
綽
讃
に
お
い
て

『本
弘
誓
願
令
称
名
」
「三
信
相
応
是

一
心
」

と
あ
り
、　
善
導
讃
に

「念
仏
成
仏
是
真
宗
」
「釈
迦
諸
仏
是
真
実
　
慈
悲
父
母
以

種
種
　
善
巧
方
便
令
発
起
　
我
等
尭
上
真
実
信
」
と
あ
っ
て
、

『偶
』

が
本
願
の

念
仏
と
他
力
の
信
を
説
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
解
し
得
る
し
、
す
で
に
、
曇
鸞

の

『論
註
』
が
念
仏

（称
名
）
と
信

（
一
心
）
を
力
説
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
も
、
そ
う
解
す
る
の
は
必
ら
ず
し
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、

本
偶
は

『
入
出
二
門
偶
頌
』

と
題
さ
れ
、　
さ
ら
に

「入
出
二
門
フ
他
カ
ト
名
ツ

ク
」
と
い
い
、そ
の
入
出
二
門

（五
念
門
）
に
つ
い
て

「願
力
成
就
ヲ
五
念

（
卜
）

名
ツ
ク
」
と
い
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
約
本
五
念
門
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞

は
あ
く
ま
で
も
五
念
門
を
建
立
し
て
い
る
と
み
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
い
ま
、
そ
の

中
の
二
念
門

（讃
嘆
と
作
願
）
の
み
を
採
っ
て
他
の
三
念
門

（礼
拝

・
観
察

。
廻

向
）

を
軽
視
あ
る
い
は
無
視
す
る
の
は
作
者
に
忠
実
な
所
以
で
は
な
い
で
あ

ろ

う
。さ

て
、
も
し
上
来
の
考
説
が
ほ
ぼ
妥
当
な
も
の
と
す
れ
ば
、
次
に
、
『
入
出
二

門
偶
頌
』
な
る
詩
的
形
式
を
踏
む
著
作
は
、　
一
般
に
親
鸞
教
学
と
よ
ば
れ
る
も
の

に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
う
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
以
下

少
し
く
管
見
を
の
べ
た
い
。

占ハ

親
鸞
の
教
学
は
、
主
著
と
目
さ
れ
る

『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
に
そ

の
体
系
組
織
が
顕
説
詳
論
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
本
書
は
い
わ
ゆ
る
文
類
と
称
せ
ら
れ
る
著
作
手
法
に
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
を
分
量
的
に
み
る
と
、
大
部

分
は

『経
』
『
論
』
『
釈
』
お
よ
び

『外
典
』
か
ら
の
要
文
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い

て
、
し
か
も
、
原
典
の
原
意
を
転
換
し
て
訓
し
て
引
く
場
合
が
し
ば
し
ば
見
受
け

ら
れ
、
ま
た
、
何
故
に
そ
の
文
が
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
領
解
に
甚
だ
難

渋
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
序
と
称
す
る
著
者
自
ら
の
文
も
附

さ
れ
て
い
る
し

（
い
わ
ゆ
る
総
序

・
信
巻
序

。
後
序
）
、
本
文
中
に
も
い
わ
ゆ
る

御
目
釈
と
称
せ
ら
れ
る
自
己
の
文
章
も
点
綴
さ
れ
て
い
て
、
各
巻
の
一
旨
、
引
用

　

一

文
の
釈
義
、
引
用
文
間
の
脈
絡
な
ど
が
説
か
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
序
や
御
自
　
２５

釈
の
文
は
、
決
し
て
論
理
を
追
っ
た
書
き
方
で
あ
る
と
は
い
い
難
く
、
あ
る
既
定

　

一

の
教
学
的
立
場
を
前
提
と
し
た
讃
嘆
の
文
で
あ
り
讃
仰
の
句
で
あ
る
と
み
る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
引
用
文
も
、
理
論
構
築
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
讃
嘆

の
証
じ
と
し
て
の
意
味
が
強
い
と
思
わ
れ
る

（本
書
は
宗
教
書
で
あ
る
か
ら
そ

れ
は
当
然
で
は
あ
ろ
う
）。
従

っ
て
、
『教
行
信
証
』
の
自
釈
文

・
引
文
の
一
字

一

句
を
追
う
こ
と
を
通
じ
て
組
織
的
な
教
学
理
論
を
窺
う
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。
思
う
に
、
文
類
と
い
う
著
述
形
式
は
要
文
の
類
豪
を
も
っ
て

一
書
を
な

す
手
法
で
あ
る
が
、
要
文
を
類
衆
す
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
文
の
類
が
確
立
さ
れ

て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
無
原
則
的
に
要
文
を
乗
め
て
も
っ
て
一
書
を

な
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
本
来
無
意
味
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。　
い
ま
、

『教
行

信
証
』
で
み
る
と
、
そ
の
文
の
類
と
は
、
「真
実
教
文
類
」
（教
巻
第

一
）
、
「真
実

行
文
類
」
（行
巻
第
二
）
、

「真
実
信
文
類
」
（信
巻
第
二
）
、

「真
実
証
文
類
」
（証
・



巻
第
四
）
、
「真
仏
土
文
類
」
（真
仏
土
巻
第
五
）
、
「方
便
化
身
土
文
類
」
（方
便
化

身
土
巻
第
六
）
の
、
い
わ
ゆ
る
六
法

（六
巻
）
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
親
鸞
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
六
法
は
す
べ
て
根
本
原
理
た
る
他
力
廻
向

の
展
開
次
第
を
開
示
す
る
も
の
、
と
さ
れ
る
の
も
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
他
力
廻
向
の
教
・行
・信
・証
。真
土
仏

。
化
身
土
、
あ
る
い
は
そ
の
う

ち
の
真
仏
土

・
化
身
土
は
証
に
摂
め
ら
れ
る
と
考
え
て
、
他
力
廻
向
の
教

・
行

・

信

。
証
、
と
も
称
さ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
証
の
中
に
説
く
還
相
廻
向

と
の
関
連
で
、
往
相
廻
向
の
教

・
行

。
信

。
証
、
お
よ
び
還
相
廻
向
、
の
組
織
と

い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
上
記
の
六
つ
の
文
の
類
は
、
明
ら
か
に
組
織
体
系
、
つ

ま
り
明
確
に
意
識
さ
れ
た
綱
格
に
従

っ
て
有
機
的
に
結
合
し
、
全
体
と
し
て
一
つ

の
宗
教
論
理
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
本
書
は
文
類
の
結
合
体
で
あ
る
。
従

っ
て
、
文
類
の
結
合
体
で
あ
る
本
書
に

お
い
て
は
何
も
の
に
も
先
立
っ
て
、
ま
ず
綱
格
組
織
体
系
が
論
理
的
に
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
綱
格
組
織
体
系
を
構
想
す
る
こ
と
な
し
に
、
経

・

論

・
釈
か
ら
意
識
的
に
要
文
を
採
集
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
秩
序
だ
て
て
配
列
す
る

こ
と
な
ど
考
え
得
る
こ
と
で
は
な
い
。

（従
っ
て
、
引
文
の
一
字

一
句
の
訓
詰
を

通
し
て
本
書
の
宗
教
論
理
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
に
は
困
難
が
あ
ろ
う
。
引
文
と

い
う
も
の
は
、
原
典
の
文
脈
に
必
ら
ず
し
も
忠
実
な
理
解
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ

る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
一
字

一
句
が
す
べ
て
引
用
者
自
身
の
本
意
に

か
な
う
と
は
限
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。）

さ
て
、
親
鸞
の
教
学
組
織
の
綱
格
は
、
主
著

『教
行
信
証
』
や

『浄
土
文
類
豪

砂
』
そ
の
他
に
徴
し
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
往
相
廻
向
と
還
相
廻
向
の
二
綱
格
で

あ
り
、そ
の
う
ち
の
往
相
廻
向
に
つ
い
て
は
教

・
行

・
信

・
証
の
四
法
組
織
あ
り
、

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
綱
格
組
織
は
論
理
的
に
先
な
る
性
格
の
も
の
で

あ
る
。
経

・
論

・
釈
か
ら
の
引
文
を
通
し
て
学
解
的
論
理
的
に
弁
証
さ
れ
て
い
っ

た
帰
結
と
い
う
よ
り
は
、
は
じ
め
に
か
よ
う
な
綱
格
組
織
が
得
ら
れ
て
あ
っ
た
の
「

で
あ
り
、
そ
の
綱
格
組
織
に
従
っ
て
要
文
を
採
集

。
配
列
し
て
行

っ
た
と
こ
ろ
に

『
教
行
信
証
』

を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
教
学
建
立
の
た
め
の
文
類
が
成
立
し
て
行

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
論
理
的
に
先
な
る
綱
格
組
織
は
ど
こ
か

ら
由
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
醇
呼
た
る
己
証
、
す
な
わ
ち
全
く
の
独
創
・

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
い
さ
さ
か
安
易
な
領
解
に
す
ぎ
は
す
ま
い
か
。

『教
行

信

証
』
は
難
解
極
ま
る
著
作
で
あ
る
。
そ
の
難
解
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
答
え
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、　
一
つ
に
は
、
著
者
に
は
、

顕
説
さ
れ
な
い
何
ら
か
の
綱
格
組
織
の
源
泉
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
の

源
泉
に
汲
ん
で
文
類
を
成
作
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教

・

行

・
信

・
証
、
あ
る
い
は
往
還
二
廻
向
と
い
う
綱
格
組
織
は
、
い
わ
ば
表
に
名
乗

り
で
た
仏
教
学
的
法
目
で
は
な
い
の
か
。
も
し
、
こ
う
考
え
て
い
っ
た
方
が
、
よ
　

一

り
本
書
を
領
解
し
易
く
な
る
な
ら
、　
そ
の
方
法
が
全
く
無
意
義
と
は
い
わ

れ

ま
　
２６

い
。
仏
教
徒
は
み
な
そ
う
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
親
鸞
ほ
ど
独
創
的
で
あ
り
な
が

　

一

ら
も
、
こ
と
ご
と
く
伝
統
に
権
証
を
求
め
よ
う
と
し
た
例
も
す
く
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
彼
の
綱
格
組
織
が
何
ら
の
仏
教
学
的
伝
統
に
そ
の
源
泉
を
汲
む
こ
と

な
く
し
て
突
如
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
源
泉
が
何
で
あ
る
か
は
多
方
面
の
周
到
な
考
察
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

で
は
以
下
の
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

ま
ず
、
「教
」
よ
り
み
る
と
、
「教
」
と
は
曹
魏
康
僧
鎧
訳

『
大
無
量
寿
経
』
（以

下

『大
経
』
）
で
あ
る
と
し
、　
そ
の

『大
経
』
の
所
説
大
意
は
、　
弥
陀
の
誓
願
と

そ
の
功
徳
を
説
い
て
群
蒻
を
経
わ
ん
が
た
め
に
釈
迦
仏
が
世
に
出
興
せ
る
こ
と
、

で
あ
る
と
い
い
、
し
か
も
如
来
の
本
願
は
仏
名
号
に
あ
る
こ
と
を
説
く
の
が
主
旨

で
あ
る
と
す
る
（自
釈
文
）。　
し
か
し
、

「教
」
は

『大
経
』
で
あ
る
と
し
な
が
ら

も
、
そ
の

『大
経
』
の
所
説
を
詳
説
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に

「何
以
得
知
出



世
大
事
」
と
続
け
て
、
そ
こ
に

『大
経
』
（巻
下
）
と
、
そ
の
異
訳
で
あ
る

『無
量

寿
如
来
会
』
（巻
上
）
や

『平
等
覚
経
』
（巻

一
）
、　
憬
興
の

『述
文
賛
』

（巻
中
）

の
文
を
引
き
、
説
法
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
釈
迦
牟
尼
の
常
な
ら
ぬ
超
絶
の
相
に

よ
っ
て
今
ま
さ
に
説
か
れ
よ
う
と
す
る
教
の
内
容
の
超
絶
性
を
示
す
も
の
と
し
、

も
っ
て

『大
経
』
が
真
実
の
教
な
る
こ
と
を
讃
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き

は
、
こ
の
教
巻
の
内
容
は
、
「教
」
（教
理
）
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
を
詳
説
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「教
」

の
真
実
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
真
実
性
は
仏
の
身
相
の
超
絶
性
を
示
す
こ
と
、
つ
ま
り
、

超
絶
的
な
仏
身
の
出
現
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

真
実

の
教

と

は
、
実
は
真
実
の
仏
身
の
出
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

真
実
の
教
と
は

『大
経
』
で
あ
り
、
そ
の
経
の
主
旨
は
本
願
や
名
号
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
真
実
な
る
所
以
は
、
そ
の
教

（経
）
を
説
い
た
仏
の
超
絶
的
仏
身

の
出
現
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
超
絶
的
仏
身
の
出
現

は
真
実
経
の
証
し
で
あ
り
、　
そ
れ
は
真
実
教
で
あ
る
、　
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
教
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
実
体
は
仏
身
の
出
現
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
身
を
現
ず
る
の
は
本
経
の
説
法
者
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
で
あ
る
。
し
か

し
、
釈
迦
牟
尼
は
超
越
的
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
阿
弥
陀
仏
の
世
に
応
現
せ
る
も

の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
真
実
教
と
は
仏
身
の
出
現
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
仏
の
身
業
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ

る
。
　
・

次
に
、
「行
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
真
実
行
と
は
念
仏

（称
名
）
行
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
通
途
の
衆
生
の
念
仏
の
行
で
は
な
く
、
仏
の
大
行
、
つ
ま
り
、
称
名
念
仏

者
を
し
て
往
生
せ
し
め
る
と
い
う
仏
の
本
願
の
功
徳
成
就
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
衆

生
は
た
だ
た
だ
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
称
名
念
仏
せ
し
め
ら
れ
往
生
せ
し

め
ら

れ

る
、

と
い
う
仏
の
力
用
功
徳
な
の
で
あ
る
。　
こ
れ
は
衆
生
の
行
で
な
く
仏

の
行

（大
行
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。　
こ
れ
を
も
っ
て
他
力
廻
向
の
念
仏
と
す
る
が
、　
し

か
し
、
仏
の
行
で
あ
っ
て
も
、
称
名
と
い
う
限
り
で
仏
の
口
業
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
親
鸞
は
こ
の
大
行
を

『大
経
』
の
第
十
七
願

（親

鸞
は
こ
れ
を
諸
仏
称
名
の
願
な
ど
と
称
す
る
）
に
対
応
さ
せ
て
い
る
が
、
大
行
が

願
心
よ
り
成
就
し
た
功
徳
力
用
な
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に

「信
」
に
つ
い
て
。

『
信
文
類
』

に
は
改
め
て
序
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で

「獲
二得
　
　
信
楽
一、発
三
起
自
二
如
来
選
択
願
心
一。」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

衆
生
の
信

（楽
）
は
阿
弥
陀
仏
の
願
心
よ
り
発
起
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
力
の

信
で
な
く
他
力
の
信
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
選
択
願
心
と
い

う
の
は

『大
経
』
の
第
十
八
願

（至
心
信
楽
の
願
な
ど
と
称
す
る
）
、

す
な
わ
ち

「設
我
得
仏
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
、　
乃
至
十
念
、　
若
不
生
者
、

不
取
正
覚
。」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『大
経
』
巻
下
の
い
わ
ゆ
る
成
就
文

　

一

と
称
せ
ら
れ
る
文

「諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至

一
念
、
至
心
廻
　
２７

向
、
願
生
彼
国
、
即
得
往
生
、
住
不
退
転
。」
を
引
き
、
そ
の
う
ち

「至
心
廻
向
」
　

一

の
句
に
つ
い
て
は

「至
心
廻
向
一　
　
　
」
と
訓
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

欲
生

・
願
生

。
至
心
廻
向

・
至
心
信
楽
が
衆
生
の
そ
れ
ら
で
な
く
、
本
願
と
し
て

の
仏
の
そ
れ
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「爾
者
、

若
行
若
信
、

元
レ有
四
一
事
非
三
阿
弥
陀
如
来
清
浄
願
心
所
二
回
向
成
就
一。」

と
も
い

っ
て
い
る
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
通
途
の
信
と
区

別
し
て
こ
れ
を
大
信
と
称
し
て
い
る
。

「証
」

は
元
上
涅
槃
の
極
果
で
あ
る
と
い
う
。
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、

生
死
罪
濁

の
群
萌
、
往
相
廻
向
の
心
行
を
得
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
衆
の
数
に
入
り
、

正
定
衆
に
住
す
る
が
故
に
必
ら
ず
滅
度
に
至
る
、
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
滅
度
を

転
々
釈
成
し
て
、
常
楽

。
寂
滅

・
元
上
涅
槃

・
元
為
法
身

・
実
相

・
法
性

・
真
如

。
一
如
、　
と
す
る
。

（阿
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し
て
報

。
応

・
化
の
種
種
身



を
示
現
す
る
と
も
い
う
）
こ
こ
で
、
寂
滅

・
実
相

。
法
性

・
真
如
な
ど
と
い
わ
れ

る
以
上
、
こ
れ
ら
は
究
党
の
悟
り
の
境
涯
を
指
す
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
悟
り
は

『
大
経
』
第
十

一
願

（必
至
滅
度
の
願
）
、
す
な
わ
ち

「設
我
得
仏
、
国
中
人
天
、

不
住
定
衆
、
必
至
滅
度
者
、
不
取
正
覚
。」
の
願
事
成
就
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、

悟
り
そ
の
も
の
も
仏
の
本
願
よ
り
廻
向
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
証
巻
』

の

い
わ
ゆ
る

「四
法
結
釈
」
と
称
さ
れ
る
箇
処
で

「夫
案
真
宗
教
行
信
証
者
、
如
来

大
悲
回
向
之
利
益
。
故
若
因
若
果
、
死
有

一
事
非
阿
弥
陀
如
来
清
浄
願
心
之
所
回

向
成
就
。

因
浄
故
、
果
亦
浄
也
。」

と
い
っ
て
あ
る
の
は
、
願
心
荘
厳
に
対
す
る

『
論
註
』

の
釈
文
に
倣
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、

「教
」
「行
」
「信
」
「証
」
が
す
べ

て
如
来
願
心
よ
り
荘
厳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

「証
」

の
中
で
説
か
れ
る

「還
相
廻
向
」
は
、

『論
』

の
五
種
功
徳
門
の
第
五
薗
林
遊
戯

地
間
、
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る

『
論
註
』
の
註
釈
を
全
面
的
に
そ
の
内
容
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
親
鸞
は
こ
れ
を

『大
経
』
第
二
十
二
願

（必
至
補
処
の
願
）
に
対

応
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に

『論
註
』
が
三
願
的
証
で
示
唆
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

「真
仏
土
」
。
「方
便
化
身
土
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
二

光
明
無
量
の
願

・
第
十
三
寿
命
無
量
の
願

（以
上

「真
仏
土
し
、
第
十
九
至
心
発

願
の
願

。
第
二
十
至
心
回
向
の
願

（以
上

「方
便
化
身
土
し
、
に
対
応
さ
せ
ら
れ

て
い
て
、
す
べ
て
願
心
荘
厳
と
な
っ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
「方

便
化
身
土
」

に
つ
い
て
は
格
別
に
考
察
を
要
す
る
問
題
の
多
い
と
こ
ろ

で
あ

る

が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
今
は
省
略
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。）

以
上
は

『教
行
信
証
』
に
見
え
る
親
鸞
の
教
学
組
織
の
内
容
の
極
め
て
不
充
分

な
概
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
概
観
か
ら
し
て
も
以
下
の
こ
と
が
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
ず
、
往
相
廻
向
と
還
相
廻
向
に
つ
い
て
は
、
往
相
廻

向
は
他
力
廻
向
の
う
ち
の
入
の
功
徳
、
還
相
廻
向
は
他
力
廻
向
の
う
ち
の
出
の
功

徳
、
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
従

っ
て
、
往
還
二
廻
向
と
は
入
出
二
門
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、往
相
廻
向

（入
）
の

「教
」
「行
」
「信
」
「
証
」

に
つ
い
て
、
そ
の
一
々
の
内
容
を
検
し
て
い
く
と
、

「教
」
は
仏
身
の
出
現
の
こ

と
と
解
さ
れ
る
か
ら
仏
の
身
業
で
あ
り
、

「行
」

は
仏
の
称
名
念
仏
と
い
う
大
行

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
仏
の
口
業
で
あ
ろ
う
。
「信
」
は
、
仏
の
欲
生

・
願

生

・
至
心
信
楽

・
至
心
廻
向
と
さ
れ
る
か
ら
、
仏
の
作
願
行
、
つ
ま
り
仏
の
意
業

で
あ
ろ
う
。

「
証
」

は
元
上
浬
槃

・
元
為
法
身

・
寂
滅

。
実
相

・
真
如

・
法
性
で

あ
る
か
ら
、
仏
の
智
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
仏
の
智
業
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、

「還
相
廻
向
」

は
仏
の
方
便
智
業
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ

し
て
、　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
仏
の
本
願
よ
り
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ

て
、
『大
経
』

に
説
く
四
十
八
願
中
よ
り
対
応
す
る
願
を
選
択
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
て
て
い
る
の
で

あ
る
。　
こ
う
み
て
く
る
と
、

『
入
出
二
門
偶
頌
』
に
説
く
約
本
五
念
門
行
説
を
お

の
ず
か
ら
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

『教
行
信
証
』
の
内

　

一

容
が

『
入
出
二
門
掲
頌
』
の
そ
れ
に
全
く

一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　

２８

『教
行
信
証
』

の
内
容
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
、　
し
か
も
豊
潤
で
多
く
の
宗
教
哲

　

一

学
的
論
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
単
純
化
さ
れ
た
綱
格
組

織
と
そ
れ
の
も
つ
基
本
的
問
題
は

『
入
出
二
門
偶
頌
』
の
そ
れ
と
論
理
的
に
は
同

質
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「行
」
も

「信
」
も

「証
」

も
衆
生
の
そ
れ
ら
で
あ

る
よ
う
に
み
え
て
、
そ
の
実
は
仏
の
そ
れ
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
仏
の
も
の
で
あ

る
と
説
か
れ
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
衆
生
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
側
面
を
保

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
真
宗
教
学
の
根
本
問
題
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
は
、
『論
』
の
五
念
門
行
説
と
五
種
功
徳
門
説
が
、
『論
註
』
の
釈
風
を

媒
介
と
し
て
、
親
鸞
の

『
入
出
二
門
偶
頌
』
に
来
っ
て
意
識
的
に
同
質
化
さ
れ
、

か
つ
約
本
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
必
然
的
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
約
末
五
念
門
行
と
約
本
五
念
門
行
と
の
緊
張
関
係
が
継
承
さ
れ

生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。



『
入
出
二
門
偶
頌
』
と

『教
行
信
証
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
に
周
到
な

考
察
を
要
す
る
。
と
り
わ
け
両
書
に
対
す
る
書
誌
学
的
研
究
と
と
も
に
原
典
批
判

的
研
究
が

一
層
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
成
立
年
時
の
決
定
は
最
も
重
大
な

課
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
成
立
年
時
を
推

定
す
る
に
足
る
確
実
な
手
懸
り
に
乏
し
く
、
そ
の
先
後
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が

困
難
な
状
態
で
あ
る
。　
ま
た
、

『教
行
信
証
』
を
は
じ
め
と
す
る
親
鸞
の
著
作
の

も
つ
形
式

・
内
容
の
特
異
性

・
困
難
性
を
考
え
る
と
、
原
典
批
判
的
研
究
に
も
限

界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
そ
の
逐
字
的
解
釈
や
会
通
を
も
っ
て
済

む
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
綱
格
組
織
に
対
す
る
論
理
的
考
察
も
必
要
に
な
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に

一
歩
す
す
め
て
、
彼
の
教
学
組
織
体
系
構
想
の
論
理
的
由
源
を
た

ず
ね
る
用
意
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
『
入
出
二
門
偶
頌
』

は
、
親
鸞
教
学
研
究
上
、
と
り
わ
け

『教
行
信
証
』
研
究
上
、
大
い
に
注
意
を
は

ら
う
べ
き
重
大
な
意
義
を
に
な
う
著
作
と
考
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
管
見
に
よ

れ
ば
、
本
偶
は
い
わ
ゆ
る
親
鸞
教
学
の
体
系
組
織
の
理
論
的
源
泉
と
み
な
し
得
る

も
の
で
あ
る
。
理
論
的
源
泉
と
し
て
の
著
作
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
著
作
形
式

は
お
の
ず
か
ら
偶
の
形
式
を
意
識
的
に
採
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
理
論
書

（『論
』
）

は
偶
の
形
式
に
よ
っ
て
述
作
さ
れ
る
の
が
仏
教
学
上
の
伝
統
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
（た
だ
し
、　
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
本
偶
が
製
さ
れ
て
、
然
る
後
に

『教
行
信

証
』
な
ど
が
成
立
し
た
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
支

え
る
に
足
る
文
献
上
の
証
拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
故
に
、
か

え
っ
て
か
か
る
論
理
的
考
察
も
意
味
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
論
理
的
に
先
な
る
も

の
は
時
間
的
に
も
先
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。）

最
後
に
一
言
す
る
。
親
鸞
が
侶
頌
形
式
に
よ
る
著
述
に
努
め
て
い
る
の
は
決
し

て
偶
然
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
彼
が
宗
の
教
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
必
然
的
意
図

が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。　
そ
の
う
ち
、

『
入
出
二
門
偶

頌
』
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
以
上
の
考
察
を
も
っ
て
終
る
が
、
他
の
二
つ
の
偶
、
す
な

わ
ち

『
正
信
侶
』
お
よ
び

『念
仏
偶
』
に
つ
い
て
も
当
然
あ
ら
た
め
て
考
察
す
べ

き
必
要
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け

『
正
信
偶
』
は
真
宗
の
精
髄
と
も
称
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の

『和
讃
』
に
つ
い
て

も
新
た
な
観
点
よ
り
考
う
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う
。　
さ
ら
に
、

『教
行

信

証
』

を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
文
類
群
も
、
文
類
と
い
う
形
式
の
由
来
を
た
ず
ね
る
こ
と

を
通
し
て
ま
た
新
た
な
視
野
が
ひ
ら
け
て
く
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ

る
。

そ

し

て
、
そ
こ
に
親
鸞
の
仏
教
説
領
解
の
一
つ
の
道
が
ひ
ら
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

期
し
て
い
る
。　
し
か
し
、　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、　
い
ず
れ
稿
を
改
め
る
ほ
か
な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
六

。
十

一
。
二
十
五
）

テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
『真
宗
聖
教
全
書
』
お
よ
び

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

に
よ
る
。
句
読

・
訓
点
は
上
記
の
テ
キ
ス
ト
に
は
ぼ
忠
実
で
、
特
に
異
を
立

て
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

校
異
に
つ
い
て
も

特
に
問
題
と
し
な
か
っ
た

が
、
論
旨
に
関
係
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

『
入
出
〓
門
傷
頌
』

に
は
何
種
か
の
異
本
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

で
法
雲
寺
本
を
も
っ
て
正
し
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
前

稿
に
ふ
れ
て
お
い
た
。
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紹

介

と

書

評

＜一＞

益

田

勝

美

著

『秘
儀
の
島
』
―

日
本
の
神
話
的
想
像
カ
ー

山

田

直

己

神
話
創
造
の
現
場
に
立
ち
会
う

こ
の
著
作
は
全
部
で
八
編
の
論
文
か
ら
な
る
。
そ
の
各
々
は
、
次
の
如
く
で
あ

る
。

神
異
の
幻
想

聖
地
籠
も
り
―

日
本
神
話
の
創
造

。
再
生
の
空
間
―

秘
儀
の
島
―
―
神
話
づ
く
り
の
実
態
―

日
本
の
神
話
的
想
像
カ
ー
ー
神
話
の
文
法
―

久
遠
の
童
形
神
―
―
イ
メ
ー
ジ
の
化
石
を
掘
る
―

モ
ノ
神
襲
来
―
―
た
た
り
神
信
仰
と
そ
の
変
質
―
―

読
み
。
潜
在

へ
の
旅

―

ひ
と
つ
の
記
紀
神
話
の
座
標
を
求
め
て
―
―

古
代
の
想
像
力

―

折
口
信
夫
の
ふ
み
あ
と
で
―

こ
れ
ら
の
論
文
を
通
貫
し
て
流
れ
て
い
る
い
わ
ば
主
題
は
、
こ
の
著
作
の
副
題

と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る

「
日
本
の
神
話
的
想
像
力
」
の
解
明
な
の
で
あ
る
。
神

話
が
創
造
さ
れ
た
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
、
神
話
創
造
の
原
動
力
と
し
て
の

「神
話

的
想
像
力
」
が
だ
れ
を
通
じ
て
、
何
時
、
何
処
で
具
体
化
し
て
行
っ
た
の
か
と
い

う
問
い
を
追
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

益
田
勝
実
氏
の
一
連
の
仕
事
は
、
「
火
山
列
島
の
思
想
」

「記
紀
歌
謡
」

そ

し

て
、
本
著

「秘
儀
の
島
」
に
至
る
迄
、
外
か
ら
そ
つ
と
な
ぞ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
何

か
を
引
き
出
そ
う
な
ど
と
い
う
安
易
な
方
法
を
決
し
て
取
ら
な
い
こ
と
に
於
い
て

常
に
一
貫
性
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の

「
秘
儀
の
島
」
に
於
い
て
も
そ
れ
は
十
全
に

発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
も
重
大
な
部
分
は

「神
話
創
造
の
現
場

に
立
ち
会
お
う
」

と
す
る
学
的
態
度
に
示
さ
れ
て
い
る
。

神
話
が
ど
の
様

な
場

で
、
だ
れ
に
、
ど
の
様
に
し
て
語
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
な
ぜ
記
紀
と
い
っ
た
書
物

に
記
し
止
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
疑
間
に
ど
う
答
え
る
の
か
。
更
に
は

神
話
研
究
が
人
間
の
精
神
史
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
の
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
。
こ

れ
ら
の
問
い
か
け
に
正
面
か
ら
答
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
支
え
る

一

つ
の
視
点
が
、
右
に
記
し
た

「
神
話
創
造
の
現
場
に
立
ち
会
う
」
と
い
う
態
度
で

あ
ら
た
。

神
話
研
究
熱
の
高
ま
り
に
就
い
て
、
氏
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

近
ご
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
、「も

っ
と
底
の
方

に
あ
る
ド

ロ
ド

ロ
し
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
す
く
い
上
げ
て
…
…
」
と
言
っ

た
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
合
理
主
義

一
本
槍
で
、
万
事
に
理
性
を
旗

じ
る
し
に
掲
げ
て
進
ん
だ

〈近
代
〉
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、
わ
た
く
し
た

ち
の
思
わ
ず
の
自
己
反
省
で
あ
り
、近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
見
捨
て
た
も
の
、

見
失
っ
た
も
の
の
再
把
握
を
熱
望
し
て
い
る
気
持
の
表
明
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
日
、
ふ
た
た
び
お
も
む
ろ
に
高
ま
っ
て
来
た
神
話
の
ふ
く
む
野
性

的
な
未
分
化
な
も
の
に
対
す
る
関
心
は
、
論
理
的
思
考
と
異
な
る
そ
の
展
開

軸
、
人
間
と
人
間
な
ら
ざ
る
も
の
、
存
在
と
非
存
在
と
を
区
別
し
な
い
こ
と

の
多
い
そ
の
認
識
方
式
な
ど
に
対
す
る
従
来
の
軽
蔑
を
、
行
き
過
ぎ
と
考
え

_ 31 -―



る
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、　
一
連
の
、

〈近
代
〉
を
問
い
直
し
、
人

間
を
原
初
的
な
、
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
、
時
代
を
あ

げ
て
の
動
き
の
一
角
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
学
校
教
育
の
中

に
も
う

一
度
神
話
教
材
を
呼
び
も
ど
し
て
、
〈愛
国
心
〉
の
培
養
に
役
立
て
よ

う
と
す
る
、
新

「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
社
会
科
」
が
ま
き
お
こ
し
た
上
か

ら
の
神
話
旋
風
と
は
、
性
格
の
異
な
る
、
混
同
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
根
が
違
い
ま
す
。

（近
代
の
忘
れ
も
の
の
ひ
と
つ
　
０
・
い
８
）

神
話
研
究
が
、
近
代
の
合
理

一
辺
倒
に
対
す
る

一
つ
の
反
省
と
し
て
現
わ
れ
て

来
た
と
い
う
こ
と
は
、
「近
代
」
と
は
そ
も
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て

「近
代
」
が

我
等
に
忘
れ
さ
せ
て
い
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
を
教
え
る
重
大
な
契
機
と
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
０
神
話
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
０
そ
の
作
者
は
誰
な
の
か
、
い
そ
の
創

作
の
場
は
何
処
に
、
０
そ
の
時
は
何
時
か

（季
節
）
、
い
そ
の
作
者
の
心
の
境
地
は

ど
の
様
な
も
の
か
。
と
い
う
設
間
が
設
定
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

０
　
神
話
と
は
何
か
。

神
話
の
構
造
分
析
の
か
な
め

右
に
あ
げ
た
設
間
は
そ
の
ま
ま
に
、
神
話
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
物
指

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
話
と
は
何
か
の
問
題
を
巡
っ
て
次
の
様
に
問
い
か

け
て
い
る
。

日
本
の
神
話
を
考
え
て
行
っ
て
、
神
話
と
は
何
か
、
な
に
が
神
話
の
本
質

的
部
分
か
、
と
い
う
風
に
自
ら
問
い
を
立
て
て
、
問
い
進
め
て
い
く
と
、
わ

た
く
し
は
、
た
い
て
い
、
た
ち
ま
ち
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
ち
ら

に
も
、
こ
ち
ら
に
も
、
わ
か
ら
な
い
点
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
ん
ど

は
、
な
に
が
神
話
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
問
う
こ
と
か
ら
、
逆
に
進
ん
で

み
た
い
の
で
す
。
少
な
く
と
も
、
託
宣
は
神
話
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

は
言
え
そ
う
で
す
。

（神
異
の
幻
想
　
●
・
０

こ
の
様
に
設
間
の
形
を
変
え
て
問
い
か
け
、
神
話
の
性
格
規
定
を
し
て
、
「
託

宣
」
と

「神
話
」
の
対
比
を
浮
き
彫
り
に
し
て
行
く
。

託
宣
に
は
祀
る
者
の
側
か
ら
言
う
と
、
「そ
れ
を
受
け
る
側
に
欲
求
が
あ
る
こ

と
」
、
「現
在
の
実
用
的
な
用
件
を
伝
え
る
為
の
な
ぞ
の
言
葉
」
で
あ
る
こ
と
が
特

徴
と
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
。

更
に
神
が
か
る
者
の
特
徴
と
し
て
、

「
忌
み
籠
る

こ
と
に
依
り
」
あ
る
い
は

「
突
然
」
神
が
か
る
が
そ
の
言
葉
を
伝
達
、
或
い
は
解

釈
す
る
人
と
し
て
の

「斎
主
」
（
い
わ
い
の
う
し
）

を
必
要
と
す
る
こ
と
を
挙
げ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
神
話
と
は
次
の
様
な
も
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
か
ら
い
ろ
い
る
問
題
に
し
て
み
た
い
の
は
、
神
話
の
、
神
託
、
託
宣

　

一

の
よ
う
に
現
在
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
な
く
て
、
神
々
の
過
ぎ
来
し
過
　
認

去
を
語
る
、
そ
の
神
異
に
満
ち
た
歴
史
を
語
る
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
な
の
　

．

で
す
。
現
実
的
な
行
動
の
指
針
と
し
て
の
託
宣
の
言
葉
の
方
に
は
、
そ
う
い

う
神
異
、
す
な
わ
ち
あ
や
し
の
で
き
ご
と
を
語
る
と
い
う
性
格
は
顕
著
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
神
話
が
語
る
不
思
議
が
、
日
常
現
実
生
活
の
眼
、
現
実
生
活

の
感
覚
、
現
実
生
活
の
精
神
状
態
か
ら
た
や
す
く
生
ま
れ
得
る
幻
想
で
あ
る

と
は
、
わ
た
く
し
に
は
と
う
て
い
思
え
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て
、
現
実
生
活
の

中
の
泡
立
つ
い
ま
の
問
題
に
答
え
て
い
く
た
め
の
託
宣
を
仲
介
す

る

よ
う

な
、
神
が
か
り
の
心
的
状
況
の
所
産
と
も
、
や
は
り
考
え
ら
れ
な
い
。

神
異
の
主
宰

神
話
を
神
話
た
ら
し
め
る
も
の
―
そ
れ
は
、
神
々
の
物
語
の
部
分
と
部
分

を
つ
な
ぎ
そ
の
筋
の
展
開
の
上
で
重
要
な
役
目
を
果
た
す
神
異
、
す
な
わ
ち

あ
や
し
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ら
の
神
異
的
要
素
に
よ



っ
て
、
物
語
全
体
も
あ
や
し
の
物
語
、
ふ
し
ぎ
に
満
ち
た
伝
承
と
な
り
ま
す
。

神
々
の
物
語
だ
か
ら
神
話
な
の
で
は
な
く
て
、
神
々
の
不
思
議
の
物
語
だ
か

ら
神
話
な
の
だ
。
そ
れ
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ

た
く
し
に
と
っ
て
は
ゆ
る
が
せ
に
し
た
く
な
い
神
話
の
定
義
で
あ
り
ま
す
。

（神
異
の
幻
想

り
。
３

こ
こ
に
材
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
古
事
記
の
神
話
は
、
国
譲
り
の
部
分
に
見
ら

れ
る
も
の
で
、
「十
掬
の
剣
を
抜
き
て
、
逆
に
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、其
の
剣
の
前

に
飲
み
坐
し
て
」
と
い
う
表
現
を
さ
れ
る
部
分
だ
。
浪
の
穂
に
利
を
立
て
、
し
か

も
そ
の
上
に
座
し
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ふ
し
ぎ
な
ふ

る
ま
い
を
神
異
と
見
た
の
で
あ
る
。
通
常
な
ら
、
浪
に
剣
が
立
つ
筈
が
な
い
し
、

ま
し
て
、
剣
の
上
に
居
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
有
り
得
る
筈
は
な
い
。
「事

実

と

幻
想
と
…
…
剣
の
切
っ
先
に
坐
り
込
む
ふ
し
ぎ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、そ
の
剣
が
、

立
つ
は
ず
の
な
い
浪
の
穂
の
上
に
立
つ
ふ
し
ぎ
が
、
も
う
ひ
と
つ
ま
え
に
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
日
常
的
事
実
と
し
て
は
説
明

し
尽
せ
な
い
と
こ
ろ
の
、
あ
や
し
の
構
想
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
肯
定
し
て
か
か

つ
た
方
が
よ
い
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
ま
す
。」

（フ

【Ｎ
）

と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
。
も
う

一
つ
の
神
異
の
例
は
、
タ
ケ
ミ
カ
ズ
チ
が
手
を
さ
し
出
し
、
タ
ケ
ミ

ナ
カ
タ
が
握
っ
た
時
、
「
立
氷
に
取
り
成
し
、

亦
剣
刃
に
取
り
な
し
」

た
―
固
く

冷
い
氷
の
柱
、
鋭
い
剣
の
刃
に
な
っ
て
い
る
手
を
発
見
し
た
と
い
う
。

相

互

に

探
り
合
う
手
掴
み
の
段
階
で
、　
一
瞬
に
し
て
、
手
が
変
し
、

鋭
い
エ
ツ
ジ
の
固

い
氷
の
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
驚
く
べ
き
神
異
が
あ
っ
て
、
物
語
が
急
展
開

す

る
。こ

の
様
に
し
て
、
神
話
と
は
、「
あ
や
し
の
要
素
」
を
物
語
の
結
節
点
に
持
つ
神

々
の
物
語
だ
と
い
う
定
義
が
成
立
し
た
。
神
話
と
は
何
だ
と
い
う
設
問
自
体
大
変

解
答
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
為
に
ま
だ
こ
れ
と
い
っ
た
援
用
し
や
す
い
定
義
を
有

し
な
い
現
段
階
に
於
い
て
、
神
話
解
釈
の
上
の
大
き
な
指
針
と
な
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。０

　
神
話
の
作
者

神
話
が
作
ら
れ
る
現
場
に
立
て
ば
、
当
然
そ
こ
に
神
話
の
作
者
が
い
る
筈
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
る

「神
話
の
作
者
」
は
、
我
々
の
知
る
作
家
の
如
き
人

達
と
は
お
お
よ
そ
違
う
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は

「神
話
の
作
者
＝
神

異
の
幻
想
者
」
を
取
り
巻
く

一
つ
の
環
境
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
環
境
と
は
、
「
神
話
創
造
の
場
」
の
項
で
詳
論
さ
れ
る

「
忌
み
籠
り
」
で
あ

る

。

そ
こ
か
ら
だ
か
ら
そ
う
み
え
る
と
い
う
空
間
の
質
の
こ
と
、
潔
斎
の
日
々

を
経
て
だ
ん
だ
ん
そ
う
見
え
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
時
間
の
質

の
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
人
び
と
と
、
そ
の
中
心
で
　

一

あ
っ
た
巫
女
の
神
話
的
想
像
の
日
ご
と
の
深
ま
り
に
つ
い
て
、
も

っ
と
具
体
　
鑢

的
に
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
聖
地
籠
り
が
、
神
話
的
想
像
力
の
　

¨

温
床
と
し
て
そ
こ
で
の
祭
儀
と
相
ま
っ
て
独
特
の
機
能
を
果
し
て
い
た
だ
ろ

う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
具
体
的
に
つ
き
と
め
る
手
だ
て
を
探
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（聖
地
籠
も
り

０
・
錮
）

神
異
の
幻
想
を
眼
の
当
た
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
と
は
、
即
ち
長
い
忌
み

籠
り
の
体
験
の
中
か
ら
得
た
独
特
の
心
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
、
瞑
想
し
て
行
く
こ

と
の
で
き
る
人
だ
と
し
た
。
著
者
は
こ
こ
で
も

「
託
宣
」
と

「神
話
」
の
重
大
な

相
違
に
思
い
を
い
た
し
て
い
る
よ
う
で
、
次
の
様
な
と
ら
え
方
を
す
る
。

①
忌
み
籠
も
り
↓
洸
惚
の
神
が
か
り
の
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
目
↓
託
宣
↓

神
の
言
葉
↓
斎
主

②
忌
み
籠
も
り
↓
瞑
想
の
申
で
、
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
目
↓
神
託
↓
通
常
の



言
葉
↓
（斎
主
な
し
）

「
忌
み
籠
も
る
」
と
は
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
い
に
次
の
様
に
答
え

忌
み
籠
も
る
こ
と
は

〈身
替
り
〉

で
あ
ろ
う
、
「神
を
祭
る
に
適
す
る
や

う
な
身
に
改
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
推
定
は
、
い
ま
こ
こ
で
考
え
よ

う
と
し
て
お
り
ま
す
こ
と
に
と
っ
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
忌
み
籠

っ
て
祭

を
準
備
し
つ
つ
、
変
身
を
遂
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

〈
ミ
カ
ワ
リ
〉
は
、
神

託
の
世
界
を
見
出
す
幻
視
者
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
期
間
が
柳
田
さ
ん

に
よ
つ
て
、
す
で
に
こ
う
い
う
形
で
こ
う
い
う
段
階
ま
で
は
復
原
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。

（
日
本
の
神
話
的
想
像
力
　
●
・
い８
）

神
が
か
り
の
精
神
的
傾
向
性
の
あ
る
者
が
養
成
さ
れ
て
い
て
、
毎
回
の
短
い
祭

り
の
中
で
も
神
が
か
る
こ
と
の
で
き
る
シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
違
っ
て
、
長
い
忌
み
籠

も
り
に
よ
つ
て
そ
こ
に
達
す
る
や
り
方
、
な
だ
ら
か
な
連
続
的
な
準
備
で
、
し
だ

い
に
そ
の
飛
躍
的
な
超
絶
の
境
地

へ
行
く
と
い
う
や
り
方
は
、
そ
こ
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
に
重
大
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
の
神
が
か
り
の
密
室
性

も
こ
こ
か
ら
出
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

神
話
の
作
者
＝
神
異
の
幻
想
者
は
、
祭
り
の
前
の
長
い
忌
み
籠
も
り
の
中
で
、

徐
々
に
深
い
瞑
想
に
浸
り
神
異
を
幻
想
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
神
話
が
こ
の
様

な
造
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
立
場
か
ら
行
く
と

「伝
承
」
の
影
は
甚
だ
薄
い
も
の

と
な
る
。
神
異
の
幻
想
者
は
、
大
和
朝
廷
の
側
に
立
っ
て
国
家
の
誕
生
、
全
国
平

定
の
歴
史
を
神
々
の
代
の
こ
と
と
し
て
構
想
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
神
話
の
作

者
と
は
、
長
い
忌
み
籠
も
り
の
中
で
、
深
い
瞑
想
の
境
地
に
達
し
た
時
の
者
で
あ

っ
た
。い

　
神
話
創
作
の
場

神
話
創
作
の
場
を
説
明
し
て
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

神
話
が
作
ら
れ
る
時
と
場
所
と
、
作
り
手
の
心
の
境
地
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
た
く
し
に
は
、
日
本
の
祭
り
の
季
節
の
神
が
か
る

準
備
の
長
い
忌
み
籠
も
り
中
の
―
神
代
―
神
の
よ
り
ま
し
の
外
界
と
隔
絶
し

た
潔
斎
の
日
々
の
瞑
想
、
密
室
的
孤
独
の
中
に
あ
っ
て
日
に
日
に
神
に
接
近

し
て
行
き
つ
つ
あ
る
状
況
の
ほ
か
に
は
、

思
い
あ
た
る
も
の
が
あ

り

ま

せ

ん
。
外
的
孤
独
に
背
い
て
、
内
面
で
、
ど
の
よ
う
に
神
々
の
誕
生
、
神
々
の

生
活
、
神
々
の
歴
史
を
思
う
営
み
が
活
発
に
な
っ
て
行
く
か
、
わ
た
く
し
の

推
測
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
伝
承
さ
れ
て
来
た

神
話
を
反
男
し
、
神
話
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
神
話
的
素
材
や
断
片

的
神
話
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
神
が
か
っ
て
ひ

と
り
神
に
な
り
切
ら
な
い
で
、
し
か
も
神
話
の
神
々
の
世
界
を
さ
ま
よ
っ
て

い
る
、
忌
み
籠
り
手
の
日
々
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
そ
こ
で
の
創
造
的

個
性
の
活
躍
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
こ
う
い
う
国
譲
り
の
物
語
の
よ
う
な
、

新
し
い
古
代
統

一
国
家
の
神
話
の
誕
生
を
考
え
る
た
め
に
、
導
入
し
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
仮
説
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
思
う
の
で
す
。

（傍
線
は
筆

者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
異
の
幻
想
　
●
・
８
）

著
者
は
忌
み
籠
も
っ
て
、
神
が
か
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
尚

一
人
の
神
に
な
り

切
ら
な
い
で
、
神
話
の
神
々
の
世
界
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
様
な
状
況
、
そ
れ
が
神

話
創
造
の
場
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
祭
り
に
向
っ
て
厳
し
い
忌
み
籠
も
り
を
し
て

い
る
、
こ
の
瞑
想
の
場
を
神
話
創
造
の
場
と
し
た
の
だ
。

０
　
神
話
創
造
の
時

前
に
著
者
の
考
え
を
、
述
べ
て
来
た
段
階
で
、
長
い
忌
み
籠
も
り
の
期
間
が
神

話
創
造
の
場
だ
と
言
っ
た
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
い
の
答
え
は
、
忌
み

籠
も
り
の
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

て
ヽヽ
る
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聖
地
と
し
て
の
神
社
に
忌
み
籠
も
る
行
事
は
お
お
む
ね
春
秋
二
季
に
行
な

わ
れ
、
そ
の
一
方
は
特
に
長
期
に
渡
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
永
い
方
を
各
地

で
は
だ
い
た
い

「御
斎
祭
」
と
呼
ん
で
い
る
。
島
根
県
八
束
郡
鹿
島
町
の
佐

太
神
社
は
、
現
在
は
、
十

一
月
二
十
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
神
在
祭
と
も
御

忌
祭
と
も
呼
ば
れ
る
神
祀
り
を
す
る
が
、
以
前
は
旧
十
月
十

一
日
か
ら
二
十

五
日
ま
で
の
十
五
日
間
で
、
最
終
日
を
除
い
て
は
、
忌
串
を
立
て
、
し
め
を

張
っ
た
神
社
境
内
に
は

一
切
人
を
近
づ
け
ず
、
神
社
近
辺
の
村
で
は
、
こ
の

間
嫁
晏

。
建
築

・
裁
縫

。
理
髪

。
爪
切
り
が
禁
じ
ら
れ
、
音
曲
も
と
め
ら
れ

て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（聖
地
籠
り
　
●
・
お
）

０
　
神
話
作
者
の
心
の
境
地

著
者
は
、
「
心
の
境
地
」＝
を
再
三
提
出
し
て
お
り
、具
体
的
に
は
託
宣
と
神
話
と

の
相
違
を
論
ず
る
段
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

神
話
を
紡
ぎ
出
す
境
地
が
、
自
失
の
神
が
か
り
の
状
態
で
の
託
宣
を
生
む

境
地
と
は
、
や
は
り
違
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
の
瞑
想
に
さ
さ
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
く
し
の
い
ま
言
い

た
い
こ
と
な
の
で
す
。

自
分
の
い
ま
身
を
置
い
て
い
る

〈時
間
〉
の
中
に
し
ば
ら
く
神
を
呼
び
迎

え
て
の
託
宣
と
、
こ
の

〈時
間
〉
を
超
え
た
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
思
い
、

そ
の
超
時
間
的
世
界
で
の
神
々
の
行
動
を
具
体
的
に
、
持
続
性
を
も

っ
て
考

え
て
い
こ
う
と
す
る
神
話
と
は
、
こ
と
ば
を
換
え
て
言
え
ば
、
神
が
こ
ち
ら

・
へ
く
る
こ
と
と
、
祀
る
人
間
の
方
が
神
々
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
見
て
く
る

こ
と
と
の
ち
が
い
と
も
、
言
え
そ
う
に
思
い
ま
す
。

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
異
の
幻
想
　
●
・
い０

著
者
は
、
神
話
が
創
作
さ
れ
て
来
る
時
の
神
話
創
作
者
の
境
地
を
忌
み
籠
も
り

の
日
々
に
想
定
し
、
こ
れ
ら
の
時
間
の
中
で
、
瞑
想
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も

の
が
、
神
話
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
と
言
っ
た
。
託
宣
の
場
合
の
様
に
、
自
失
の

状
態
で
は
な
く
、
或
る
深
い
想
い
入
れ
の
中
か
ら
醸
成
さ
れ
て
来
る
も
の
と
考
え

た
の
で
あ
る
。

秘

儀
　
の
　
島

神
話
の
成
立
を
巡
る
理
論
が
右
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
例
え

ば
ど
の
様
な
祭
祀
遺
跡
を
見
て
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
は
表
題
に
な
っ
て
い
る
こ
の
秘
儀
の
島

（沖
の
島
）
の
探
究
を
通
し
て
、

祭
祀
遺
跡
と
神
話
の
関
係
を
論
じ
、
神
話
成
立
の
場
を
復
原
し
、
自
ら
の
神
話
理

論
の
応
用
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
祭
式
を
通
し
て
神
話
が
創
作
さ
れ
た

場
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
島
の
扱
わ
れ
方
の
三
つ
の
段
階
を
設

定
し
た
。

第

一
の
段
階
は
、
こ
の
沖
の
島
が
海
の
女
神
の
呪
的
詩
的
原
像
と
し
て
あ
っ
た

時
代
で
あ
る
。
海
の
男
達
が
、
神
が
か
っ
た
巫
女
を
荒
々
し
く
も
神
々
し
い
も
の

と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
日
で
こ
の
島
を
見
た
な
ら
ば
ま
さ
に
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
合
致
し
て
い
た
。
こ
れ
は
遠
望
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
来
る
も
の
で
、
厳
島

（沖

の
島
）
が
斎
か
れ
る
島
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
に
激
浪
が
打
ち
寄
せ
（喘
津
姫
）
、
そ

れ
を
取
り
巻
く
よ
う
に
雲
霧

（多
紀
理
毘
売
）
が
あ
る
。
こ
の
遠
望
の
視
覚
的
イ

メ
ー
ジ
に
依
っ
て
各
々
命
名
さ
れ
た
厳
島
姫
、
滞
津
姫
（多
岐
都
毘
売
）
、
多
紀
理

毘
売
の
三
女
神
は
こ
の
島
の
近
く
を
通
過
し
て
行
く
時
の
も
の
で
あ
り
、
三
女
神

を
三
身

一
体
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
島
に
上
陸
す
る

な
ど
と
言
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

第
二
の
段
階
で
は
、
日
側
倒
引
倒
場
か
ら
「劇
割
り
馴
『に
変
化
し
た
。
こ
こ
で
何
か

が
行
わ
れ
た
。
宗
像
に
あ
つ
て
、
こ
の
沖
の
島
に
祀
り
に
出
か
け
て
来
る
者
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
一
体
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
亦
沖
の
島
に
あ
る
祭
祀
遺
跡
は
ど
の

様
な
背
景
を
持
ち
、
そ
の
遺
跡
の
編
年
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
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い
か
け
の
結
果
、
大
和
朝
廷
に
依
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
二
段
階
に
あ
る
遺
跡
と
し
て
、
最
も
古
い
と
さ
れ
る
十
七
号
遺
跡
は
大
和
朝

廷
祭
祀
の
事
始
め
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
の
段
階
は
、
七

・
八
号
遺
跡
の
時
代
で
、
こ
の
遺
跡
の
調
査
の
結
果
を
見

る
と
、
古
事
記
に
於
け
る
誓
約
の
条
の
場
面
を
あ
た
か
も
演
劇
的
に
行
な
つ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
様
相
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
伝
承
と
の
驚
く
べ
き

一
致
を
著
者
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
と
伝
承
の
検
討
に
入
っ
て
行
く
。
そ
の

あ
た
り
を
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
誓
約
の
伝
承
が
、
自
然
発
生
的
な
神
話

で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
今
日
で
は
、
も
う
見
極
め
が
つ
い
て
い
る
と
い
つ

て
よ
い
。
大
和
朝
廷
の
高
度
な
政
治
的
配
慮
が
、
出
雲
の
祖
神
ス
サ
ノ
ォ
が

ア
マ
テ
ラ
ス
に
二
心
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
、
ウ
ケ
イ
で
そ
れ
を
確
証
し
え
た

話
を
創
り
出
し
、
そ
の
副
産
物
の
形
で
、
宗
像
の
君
や
出
雲
の
国
造

・
武
蔵

の
国
造

・
上
つ
海
上
の
国
造

・
下
つ
海
上
の
国
造
以
下
の
多
数
の
地
方
豪
族

の
系
譜
を
、
中
央
の
神
話
体
系
に
繰
り
込
み
え
た
、
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
疑

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
伝
承
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
央
に
吸
い
上
げ
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
創
ら
れ
た
伝
承
が
、
高
天
が
原
系
神
話

（大
和
朝
廷
の

神
話
）
と
出
雲
系
神
話
を
結
ん
だ
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
い
う
性
格
の
伝
承

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
墳
後
期
前
半
の
沖
の
島
七
号
遺
跡
の
遺
物
分

布
状
況
が
物
語
る
も
の
と
の
間
に
、
奇
妙
な
符
号
を
見
せ
る
。

そ
れ
が
わ
た
し
独
り
の
思
い
倣
し
の
せ
い
で
あ
っ
て
は
し
い
気
持
も
、
心

の
一
隅
に
あ
り
さ
え
す
る
の
だ
が
…
…
。
こ
の
遺
跡
東
側
の
桂
甲
が
積
み
上

げ
ら
れ
た
礫
八
個
を
包
ん
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
れ
が
寝
せ

て
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
立
て
て
お
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

祭
式
の
中
で
は
、
立
て
ら
れ
た
鎧
が
そ
れ
を
着
て
い
る
人
な
い
し
神
の
想
定

で
な
い
わ
け
が
な
い
。
横
に
鉄
矛
が
倒
れ
、
前
に
盾
が
倒
れ
て
い
た
。
盾
は

二
個
の
平
た
い
石
の
上
に
倒
れ
か
か
っ
て
い
た
。
石
に
支
え
ら
れ
て
立
っ
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。

盾
を
立
て
て
防
禦
の
姿
勢
で
場
に
臨
ん
で

い
る

の

は
、
い
っ
た
い
誰
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（秘
儀
の
島
　
ｕ
・
田
）

こ
う
し
て
著
者
は
、古
事
記
の
伝
承
そ
の
ま
ま
に
七
号
遺
跡
が
あ
る
事
に
驚
き
、

諸
る
。
そ
の
解
釈
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
「
続
沖
の
島
」
の
中
で
原

田

大
六
氏
の
書
か
れ
た
諸
論
文
で
あ
っ
た
と
い
う
。
原
田
氏
が
十
七
号
遺
跡
は
沖
の

島
祭
祀
の
事
始
め
だ
と
言
い
、
七

・
八
号
遺
跡
は
何
か
特
別
に
祭
祀
を
行
な
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
発
生
し
た
場
合
の
そ
れ
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
た
こ
と
に
よ

る
。
更
に
原
田
氏
は
、
こ
の
調
査
報
告
書
の
中
で
、
十
七
号
遺
跡
の
遺
物
が
古
墳

文
化
屈
指
の
も
の
で
あ
り
、
七

・
八
号
遺
跡
の
そ
れ
は
、
石
上
神
宮
の
外
に
は
絶

無
と
思
わ
れ
る
程
の
豪
華
さ
だ
と
の
指
摘
を
し
た
。
こ
う
し
た
資
料
を
受
け
て
、　

　
一

日
本
書
紀
の
異
伝
の
検
討
を
し
、
次
の
様
に
展
開
す
る
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

記
紀
の
巨
大
な
神
話
体
系
樹
立
は
、
大
和
の
史
官
の
立
案
上
で
作
ら
れ
て
　

一

す
む
仕
事
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
相
当
な
時
間
の
か
か
つ
た
、
体
系
づ
く
り

の
プ
ロ
セ
ス
が
予
想
さ
れ
る
。
神
話
を
ふ
ま
え
た
祭
式
の
創
出
と
実
修
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
固
め
ら
れ
て
い
く
手
つ
づ
き
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
わ

た

し

は
、
い
ま
、
よ
う
や
く
知

っ
た
。
孤
島
の
巨
岩
地
帯
で
神
が
祀
ら
れ
る
こ
と

に
も
、
少
し
も
変
わ
り
は
な
い
。　
祀
ら
れ
る
神
に
も
、
少
し
も
変
り
は
な

い
。

祭
式
の
内
容
が
変
る
だ
け
で
あ
る
。
換
骨
奪
胎
の
方
式
で
、
事
は
進

む
。
豪
奢
華
麗
な
武
具

・
馬
具
や
装
身
具
が
運
び
込
ま
れ
た
け
れ
ど
も
、
洋

上
の
島
の
磐
境
は
清
遂
で
、
岩
蔭
の
秘
儀
に
加
わ
っ
た
人
数
も
少
な
い
、
そ

の
こ
と
を
知
る
者
も
少
な
い
。
巨
岩
を
ひ
も
ろ
ぎ
と
す
る
祭
り
方
は
、
お
そ

ら
く
、
玉
飾
り
を
吊
し
た
三
本
の
賢
木
を
中
心
と
す
る
祭
り
方
と
な
っ
た
。

そ
の
際
立
た
な
い
変
革
が
、
出
雲
服
属
の
神
話
づ
く
り
、
大
和
神
話
と
出
雲



神
話
の
連
繋
の
創
出
、
と
い
う
大
き
な
、
か
つ
実
効
あ
る
意
味
を
持
ち
う
る

背
景
に
は
、
少
数
者
に
よ
る
祭
祀
が
多
数
者
の
も
の
と
な
り
う
る
状
況
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
神
と
の
交
通
が
代
表
者
た
る
司
祭
に
よ
っ
て
ひ

め
や
か
に
執
行
さ
れ
な
が
ら
、
現
場
に
立
ち
合
う
こ
と
の
な
い
、
よ
り
多
く

の
者
が
、
同
時
に
、
こ
の
祭
の
た
め
に
忌
み
籠
も
っ
て
い
る
。
こ
の
人
々
は

神
を
崇
め
て
い
る
の
で
、
実
見
し
得
ざ
る
代
表
者
の
ま
つ
り
ご
と
を
も
信
じ

る
。
そ
う
い
う
祭
祀
の
日
本
的
基
本
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
ひ
め
や
か
な

祭
祀
に
も
、
二
次
的
な
、
間
接
的
な
参
加
者
が
少
な
か
ら
ず
い
て
、
か
れ
ら

が
新
し
い
神
話
の
最
初
の
信
奉
者
な
い
し
普
及
者
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。
沖
の
島
に
も
、
大
島
に
も
、
陸
に
も
、
Ｄ
号
巨
岩
の
岩

蔭
の
新
祭
祀
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
々
が
配
置
さ
れ
、
潔
斎
し
な
が
ら
控
え
て

い
た
は
ず
で
、
そ
の
点
で
は
、
祭
式
は
大
が
り
な
も
の
で
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（秘
儀
の
島
　
●
・
【８
）

こ
の
第
二
段
階
に
当
る
神
話
の
創
出
は
、
神
の
命
名
そ
の
も
の
が
神
話
の
創
造
で

あ
る
よ
う
な
ン
ヴ
ェ
ル
と
は
異
な
り
、

国
内
的
な
政
治
上
の
必
要
が
神
話
大
系
の
創
出
と
い
う
形
で
、
大
和
以
外

の
他
の
神
話
の
包
摂
を
め
ざ
す
時
、
こ
こ
で
も
、
新
し
く
演
出
さ
れ
た
祭
式

の
実
修
と
し
て
の
、
体
系
の
た
め
の
神

話
づ
く
り
が
行
な
わ
れ
た
。

そ

れ

は
、
既
存
の
三
女
神
の
神
話
を
損
壊
し
な
い
で
、
単
な
る
三
女
神
の
出
生
諄

の
つ
け
加
え
の
形
を
と
る
が
、
荒
ぶ
る
自
然
で
あ
り
、
女
神
で
も
あ
る
原
初

的
な
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
構
造
を
弱
め
、　
一
面
的
な
古
代
の
人
間
神
の
イ

メ
ー
ジ
の
押
し
つ
け
と
し
て
作
用
し
て
ゆ
く
こ
と
も
否
め
な
い
。
現
に
、
後

代
へ
の
自
然
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
伝
承
の
断
絶
は
、
こ
の
新
し
い
神
話
の
限
定

力
の
作
用
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
イ
メ
ー
ジ
を
喪
失
し
た
神
の
名
の
記
号

化
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（秘
儀
の
島
、
●
・
８
∞
）

と
い
う
形
で
神
話
の
体
系
が
整
然
と
し
た
の
で
あ
る
。
神
話
に
お
け
る
原
始
―
こ

の
神
話
で
行
け
ば
、
荒
ぶ
る
自
然
で
あ
り
、
女
神
で
も
あ
る
原
初
的
な
神
の
イ
メ

ー
ジ
が
右
の
様
な
形
で
喪
わ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

批
評
と
紹
介
欄
を
読
ん
で

朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル

（
一
九
七
七

。
一
・
七
）
誌
上
に
倉
塚
嘩
子
氏
の
手
に
な
る

「秘
儀
の
島
」

の
批
評
文
が
載

つ
て
い
た
。

柳
か
感
ず
る
と
こ
ろ
も

あ

っ
た

の

で
、
氏
の
意
見
な
ど
見
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
蛇
足
を
記
し
て
み
た
い
。

倉
塚
氏
が
こ
の
批
評
文
の
中
で
再
三
に
亘
っ
て
説
か
れ
る

「沖
縄
研
究
」
の
急

務
な
る
こ
と
、
こ
れ
は
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
と
い
つ
た
先
達
、
亦
、
こ
の
教
え

に
陰
に
日
に
導
か
れ
た
多
く
の
研
究
者
の
志
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
多
く
の

成
果
も
着
々
と
齋
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
な
お
陸
続
と
毎
年
秀
れ
た
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
沖
縄
を
見
た
倉
塚
氏
の
目
か
ら
は
益
田
氏
の
著
作
が
そ
の
重

大
な
部
分
に
於
い
て
問
題
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

「
日
本
の
神
話
的
想
像
力
」
の
項
で
は
、
「
幻
想
す
る
主
体
や
そ
の
主
体
を
生
む

精
神
史
的
文
化
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
あ
る
限
定
が
必
要
だ
」
と
主
張
さ
れ
る
。

「
モ
ノ
神
襲
来
」
の
項
で
は
、
「
モ
ノ
」
を
両
義
的
な
も
の
と
し
て
規
定
せ
よ
と

し
た
。
そ
し
て

「
た
た
り
神
」
な
る
役
割
は
記
紀
の
中
で
の
も
の
で
あ
り
、
根
源

的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

右
二
つ
の
批
判
点
を
見
て
、
な
る
程
と
肯
け
る
部
分
も
あ
る
が
柳
か
奇
妙
な
物

言
い
に
思
わ
れ
た
。
精
神
史
的
文
化
史
的
限
定
は
当
然
必
要
事
項
で
あ
り
、
そ
れ

を
海
人
族
の
生
活
文
化
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
に
設
定
し
た
の
が
益
田
氏
の
考

え
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
点
が
手
薄
の
感
が
な
い
わ
け

で

は
な

い

-37-



が
、
そ
れ
が
沖
縄
研
究
の
成
果
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

「
モ
ノ
神
襲
来
」
の
項
。
「
た
た
り
神
の
性
格
」
を
考
え
て
行
く
場
合
重
要
な
資

料
と
し
て
益
田
氏
の
提
出
し
た

「
西
方
か
ら
の
病
の
襲
来
の
記
憶
」
が
あ
り
、
こ

れ
の
検
討
を
経
て
か
ら
の
物
言
い
で
な
い
と
益
田
氏
の
文
脈
か
ら
外
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
措
く
と
し
て
も
、
倉
塚
氏
は
大
和
朝
廷
成
立
以
前

の
神
々
が
崇
り
神
と
し
て
記
紀
の
中
で
配
役
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、

（記
紀

の
本
文
に
即
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
地
方
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
お
被
い

な
ど
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
病
の
神
な
ど
を
夏
秋
の
祭
り
の
時
に
海
の
彼
方
、
或

い
は
川
の
下
流

へ
と
流
し
や
る
態
度
を
ど
う
説
明
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
祭
り
の
日

に
限
っ
て
悪
霊
が
体
に
と
り
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
常
日
頃

の
悪
疾
の
積
み
重
な
り
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
被
い
は
本
来
存

す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
常
在
と
考
え
る
方
が
良
く
は
あ
る
ま
い
か
。

総
じ
て
倉
塚
氏
の
評
が
感
情
に
走
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
ろ
か
せ
ら
れ
た
。

「
イ

モ
・
セ
」
に
つ
い
て
の

「
イ
ン
セ
ス
ト
」
の
問
題
で
は
、
感
情
む
き
出
し
で
自
分

で
分
っ
て
や
っ
て
い
る
の
か
と
疑
う
程
だ
。

批
評
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
「創
造

的
批
判
の
精
神
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
は
さ
て
措
き
、
自
分
に
は
批
評
な
ど
と
い
う
大
仰
な
真
似
は
で
き
な

い

が
、
そ
の
魅
力
の
一
つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。　
益
田
氏
は

「火
山
列
島
の
思
想
」

そ
し
て
本
書
と
連
続
し
て
、
折
口
信
夫
博
士
以
来
の
、
そ
し
て
そ
の
発
展
上
に
問

題
設
定
を
し
、
そ
の
考
究
に
突
き

進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「古
代
的
想
像
力
」
と
い
っ
た
視
点
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
著
作
を
読
み
進
む
中
で
、
時
折
不
思
議
な
あ
や
し
さ
＝
魅
惑
を
感
し
た
の

も
、
こ
の

「
想
像
力
」
と
い
う
言
い
得
て
正
体
の
定
量
し
難
い
問
題
に
触
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

自
分
の
読
書
の
お
と
を
見
て
も
、
「
一
種
麻
薬
的
な
魅

力
」
と
か

「
と
り
つ
か
れ
そ
う
な
書
物
」
と
か
言
っ
た
初
読
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て

い
る
。

氏
の
場
合
、
十
全
な
基
礎
作
業
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
上
に
立
っ
た

い
く
つ
か
の
飛
躍
が
あ
る
。　
こ
れ
こ
そ
益
田
理
論
の
魅
力
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
折
口
信
夫
博
士
が

「文
学
研
究
は
最
終
的
に
は
創
作
と
な
る
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
と
合
わ
せ
て
大
変
重
要
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

も

一
つ
大
事
な
点
は
、　
氏
が
象
牙
の
塔
に
籠
ら
ず
に
、
「神
話
教
育
の
問
題
」

等
に
も
積
極
的
に
発
言
し
、
学
問
の
最
先
端
を
現
在
日
の
前
に
あ
る
問
題
と
の
切

り
結
び
の
中
に
展
開
し
て
行
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
こ
れ
は
原
則

論
と
し
て
当
然
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
実
践
は
容
易
で
な
い
。）

以
上
蛇
足
に

次
ぐ
蛇
足
で
あ
つ
た
が
紹
介
を
記
し
た
ま
で
で
あ
る
。

筑
摩
書
房
刊

（
一
九
七
六

・
八

・
二
五
）

定
価

一
三
〇
〇
円

―

“

一



( )

紹

介

と

書

評

山
内
得
立
著

『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』

西

山

公

昭

本
書
の
内
容
を

一
言
で
示
す
な
ら
ば
、
西
洋
の
思
考
原
理
を

ロ
ゴ
ス
的
論
理
と

み
な
し
、東
洋
の
思
考
法
を
レ
ン
マ
的
方
法
と
規
定
し
て
、両
者
を
対
比
せ
し
め
て

そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
広
く
人
類
思
想
文
化
の
あ

り
得
べ
き
綜
合
統

一
的
体
系
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
意
味
あ
る
位
置
を
与
え
よ
う
と
試

み
た
も
の
、
と
い
い
得
よ
う
。
（本
書
に
題
し
て
『
ロ
ゴ
ス
と
ン
ン
マ
』
と
い
う
の

は
こ
の
意
味
で
あ
る
）
そ
の
場
合
に
、
西
洋
の
思
考
原
理
で
あ
る

ロ
ゴ
ス
【ｏ
”
８

の
論
理
は
、論
理
学

ｒ
Ｏ
ｍ
【Ｆ

の
根
本
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同

一
律

ｒ
”
ｌ

ｏ
』

〓
ロ
ニ
■

・
矛
盾
律

ｒ
”
■

ｏ
■
Ｏ
ｏ
津
“
２
ｏ
〓
ｏ
●

お
よ
び
排
中
律

ｒ
，
ｌ

ｏ
』

∪
Ｘ
Ｏ
Ｆ
Ｏ
①Ｏ
〓
〓
２
０
の
三
法
則
に
お
い
て
そ
の
特
質
が
よ
く
示
さ
れ
得
る
と
さ

れ
、
ま
た
、
東
洋
の
思
考
法
と
さ
れ
る
レ
ン
マ

【①
Ｂ
日
”

は
仏
教
、
就
中
、
大

乗
仏
教
の
空
の
論
理
―
著
者
は
こ
れ
を
ン
ソ
マ
の
究
極
的
な
も
の
と
み
て
テ
ト
ラ

ン
ン
マ
一０一轟
占
０
日
ヨ
”

（
四
論
法
）

と
称
す
る
―
を
も
っ
て
代
表
せ
し
め
よ
う

と
し
、
そ
の
対
比
を
通
し
て
東
西
思
想
文
化
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
に
遂
行
さ
れ
よ
う
と
す
る
東
西
思
想
文
化
の
対
比
は
思
考
原
理
的
な
そ
れ
で

あ
り
、
こ
れ
自
体

一
つ
の
創
造
的
な
哲
学
的
思
索
の
営
為
と
い
い
得

る
で
あ

ろ

う
。
本
書
の
如
き
は
広
い
意
味
で
の
東
西
思
想
比
較
論
の
大
著
と

一
応
は
い
い
得

よ
う
が
、
原
理
的
哲
学
的
な
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
か
ら
し
て
、
通
常
の
比
較
思
想

論
と
同
日
に
扱
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
以
下
次
第
に
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

刊
行
は
去
る

一
九
七
四
年

（昭
和
四
十
九
年
）
九
月
で
あ
っ
て
、
た
だ
ち
に
専

門
学
者
に
よ
る
紹
介
と
書
評
が
い
く
つ
か
公
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
あ
ら

た
め
て
紹
介
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
時
機
を
失
し
て
い
ま
さ
ら
の
憾
な
し
と
し
な

い
。
し
か
し
、
本
書
の
高
度
な
学
問
的
内
容
と
哲
学
的
問
題
性
は
、
出
版
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て

一
時
的
話
題
を
提
供
し
て
お
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学

・

思
想
の
学
に
携
わ
る
も
の
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
よ
り
今
後
屋
々
顧
み
ら
る

べ
き
も
の
と
信
ず
る
。
本
書
の
如
き
広
博
精
級
な
大
著
に
対
し
て
は
批
評
は
お
ろ

か
、
そ
の
部
分
的
紹
介
に
も
た
え
ら
れ
ぬ
筆
者
で
は
あ
る
が
、
今
は
労
作
に
深
く

学
ん
で
得
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
も
の
の
一
ン
ポ
ー
ト
の
つ
も
り
で
責
め
を
果

　

一

す
よ
り
は
か
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

著
者
の
山
内
得
立

（や
ま
う
ち

。
と
く
り
ゅ
う
）

博
士
は
京
都
大
学
名
誉

教

　

．

授
、
本
書
を
世
に
問
わ
れ
た

一
九
七
四
年

（昭
和
四
十
九
年
）
に
は
八
十
四
歳
に

な
ら
れ
た
わ
が
哲
学
界
の
最
長
老
の
お

一
人
で
あ
る
。
『
ギ
リ
シ
ァ
の
哲
学
』
『存

在
と
所
有
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
博
士
の
専
門
と
さ
れ
る
西
洋
哲
学
研
究
に
お

け
る
業
績
に
つ
い
て
は
筆
者
が
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同

時
に
、
博
士
が
東
洋
の
思
想
文
化
、
と
く
に
仏
教
哲
学
に
つ
い
て
深
い
問
題
関
心

を
い
だ
か
れ
て
長
ら
く
思
索
を
傾
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と

で
あ

つ

た
。
東
西
両
洋
の
哲
学
思
想
に
対
す
る
永
年
に
わ
た
る
研
鑽
と
宗
教
的
求
道
者
に

も
似
た
真
摯
な
沈
潜
思
索
の
成
果
が
、
い
ま
、
雄
大
な
構
想
と
精
級
を
極
め
た
論

理
性
を
も
っ
て
体
系
化
せ
ら
れ
て
世
に
問
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
つ
て
、
筆
者

は
本
書
を
苦
心
難
渋
し
つ
つ
も
読
み
す
す
む
う
ち
に
深
い
感
動
と
静
か
な
、
し
か

も
心
地
よ
い
興
奮
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
べ



き
人
類
思
想
の
原
理
的
探
究
に
老
い
て
ま
す
ま
す
精
進
さ
れ
る
求
道
的
気
迫
は
、

本
書
の
論
旨
に
賛
同
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学

・
思
想
の
王
道
的
学
問
コ

に
携
わ
る
後
進
学
徒
に
対
し
て
大
い
な
る
励
ま
し
と
希
望
を
与
え
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
深
く
稽
首
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

東
西
思
想
文
化
の
比
較
的
研
究
は
、
世
界
の
一
体
化
に
と
も
な
っ
て
要
請
せ
ら

れ
来
っ
た
歴
史
的
必
然
で
あ
る
。
東
西
の
知
識
人
に
よ
っ
て
真
剣
に
思
索
さ
れ
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
人
類
の
統

一
と
連
帯
を
求
め
る
現
代
の
歴
史
的
課
題

に
深
く
関
っ
た
高
度
な
知
的
営
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
比
較

思
想
論
は
新
し
い
学
問
分
野
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
学
問
的
方
法
論
に
い
た
っ
て

は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
く
暗
中
模
索
の
状
態
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

そ
こ
に
こ
の
学
問
の
困
難
と
可
能
性
が
横
た
わ
っ
て
い

る

の
で
あ

る
。
お
よ
そ
思
想
文
化
の
比
較
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。　
一
般
に
、
比
較
と
は
、
比

較
さ
れ
る
二
者
間
の
、
あ
る
い
は
多
者
間
の
、
同

一
性
と
相
異
性
を
反
省
自
党
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
比
較
は
、
比
較
さ
れ
る
も
の
の
間
に
同

一
性
を
認
め
ず
し
て

も
、
相
異
性
を
認
め
ず
し
て
も
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
同

一
性
と

相
異
性
と
が
常
に
矛
盾
対
立
し
つ
つ
、
し
か
も
綜
合
統

一
さ
れ
て
い
る
が
如
き
、

い
わ
ば
弁
証
法
的
緊
張
を
論
理
的
に
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
同

一
性

に
焦
点
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
相
異
性
は
い
わ
ば
偶
然
的
な
も
の
に
貶
し
め
ら
れ
て

そ
の
本
来
の
個
別
的
生
命
を
喪
失
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
相
異
性
に
焦

点
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
同

一
性
は
偶
然
的
な
も
の
に
貶
し
め
ら
れ
て
あ
る
べ
き
普

遍
性
の
重
み
を
喪
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
思
想
文
化
は
事
実
と
し
て
何
よ
り
も
民
族

文
化
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
と
し
て
の
人
を
生
か

し

め
る
も

の
、
そ
れ
自
体
、
個
性
を
も
っ
て
生
々
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
徒
ら
な
る
比
較
は
却
っ
て
思
想
文
化
を
枯
死
せ
し
め
る
結
果
を
も
た
ら

す
で
あ
ろ
う
。
比
較
思
想
論
の
矛
盾
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
東
西
思
想
文
化

の
比
較
と
そ
れ
を
通
し
て
統

一
を
求
め
る
こ
と
は
確
か
に
時
代
的
要
請
で
は
あ
ろ

う
が
、
陳
腐
な
表
現
な
が
ら
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
こ
れ
ま
で
世
に
問
わ
れ
た
比
較
思
想
論
の
多
く
が
必
ら
ず
し
も
充
分
成
功
し

た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
東
は
東
、
西
は
西
、
と

は
詩
人
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
な
お
深
く
重
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る

。比
較
思
想
論
に
お
い
て
は
、
性
急
に
共
通
性
、
同

一
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
安
易
な

一
人
よ
が
り
の
連
帯
意
識
に
自
己
満
足
を
見
出
し
た
り
、
逆
に
、

彼
我
の
相
異
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
あ
り
得
べ
き
連
帯
の
可
能

性
を
み
ず
か
ら
摘
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
深
く
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
は
、
対
立
と
抗
争
を
通
し
て
全
体
と
し
て
の
人
類
文
化
が
生
成

発
展
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
と
も
に
障
害
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
思

　

一

想
文
化
の
比
較
論
は
、
ま
ず
、

異
質
性
の
徹
底
的
自
覚
よ
り
出
発
す
べ
き

で
あ
　
“

り
、
そ
し
て
、

（
で
き
う
べ
く
ん
ば
）

あ
り
得
べ
き
人
類
思
想
文
化
全
体
に
お
け

　

．

る
共
存
と
貢
献
の
可
能
性
を
謙
虚
に
ま
た
真
摯
に
模
索
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

著
者
の
基
本
的
用
意
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　
か
く

て
、
山
内
博
士
の
哲
学
的
労
作
は
、
ま
た
、
あ
る
べ
き
比
較
思
想
論
の
一
可
能
性

を
示
唆
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
も
極
め
て
注
目
に
価
す
る
の
で
あ
る
。

二

さ
て
、
本
書
は
、
序
文
に
つ
い
で
、
次
の
如
き
標
題
を
も
つ
十
三
章
よ
り
構
成

さ
れ
る
。

０
三
つ
の
論
理
　
０
ロ
ゴ
ス
の
展
開
　
０
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
　

０
相
対
と
相
待

ｏ
縁
起
の
構
造

　

因
世
俗
と
勝
義
　
　
問
陳
那
の
論
理
　
　
【
否
定
の
思
想

い

「中
」
の
概
念
　
ｍ
四
諦
論
と
四
料
棟
　
口
即
の
論
理
　
０
施
設
　
箇
デ

ィ
ン
ン
マ
の
論
理



本
来
な
ら
ば
章
を
追
っ
て
本
書
全
体
の
紹
介
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅

と
筆
者
の
能
力
か
ら
到
底
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
は
、
著
者
の
哲
学
的
構
想

の
本
旨
を
能
う
限
り
本
文
に
追
っ
て
記
述
し
、
問
題
に
よ
っ
て
は
筆
者
の
感
慨
を

少
し
く
さ
し
は
さ
む
程
度
に
と
ど
め
た
い
。

「序
」
に
お
い
て
著
者
は
、
東
西
文
明
を
対
比
す
る
に
当
っ
て
の
自
ら
の
立
場

を
提
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、
漸
く

一
つ
に
な
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
世
界

に
お

い

て
、
種
々
な
る
文
明
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
如
何
に
統

一
さ
る
べ

き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
世
界
が

一
つ
に
な
る
と
は
す
べ
て
が
同

一
に

な
る
こ
と
で
も
同
様
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え

可
能
で
あ
っ
て
も
無
益
で
あ
り
無
用
の
こ
と
で
あ
る
。

個
性
と
統

一
は
撞
着
せ

ず
、
む
し
ろ
相
補
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
個
性
は
独
自
で
あ
る
と
と

も
に
偏
奇
を
免
れ
た

一
般
性
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。　
か

つ

て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
個
性
に
代
う
る
に
理
念
型

Ｈ●
８
〓
く
０
“
∽
を

も

っ
て
し
、
世
界
の
諸
文
化
に
つ
い
て
そ
れ
を
鋭
く
指
摘
し
綿
密
に
実
証
し
た
。

し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
あ
き
た
ら
ぬ
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
々
の
理
念
型

が
世
界
文
化
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
ち
、
世
界
的
理
念
に
お
い
て
何
の
位

置
を
占
め
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
深
い
省
察
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
は
文

化
の
体
系
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は

「世
界
文

化
の
類
型
を
で
は
な
く
そ
の
階
型
を
求
め
ん
」
（傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）

と
す

る
。

「類
型
と
は
単
に
種
々
な
る
型
類
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、

階
型
と
は
体
系
化
さ
れ
た
類
型
で
ぁ
る
。」

と
こ
ろ
で
、
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化

の
類
型
に
つ
い
て
は
、
「論
理
的
に
こ
れ
を
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
区
別
と
し

て
取

扱

っ
て
み
よ
う
」
と
し
、
「西
洋
文
化
は
ロ
ゴ
ス
の
体
系
で
あ
る
の
に
対
し
、
東

洋
の
文
化
は
ン
ソ
マ
の
方
法
に
よ
る
。

ロ
ゴ
ス
は
発
展
し
て
論
理
と
な
っ
た
が
、

レ
ン
マ
も
ま
た

一
つ
の
論
理
性
を
展
開
す
る
。」

但
し
、　
レ
ン
マ
に
は
二
種
あ
っ

て
、　
一
は
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
と
し
て
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
論
理
を
な
し
、
他
は
デ
ィ

レ
ン
マ
と
し
て
中
国
の
老
荘
思
想
の
論
理
を
形
成
す
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
ア

リ
ス
ト
テ
ン
ス
か
ら
ヘ
ー
グ
ル
に
到
る
雄
大
な
る
西
洋
思
想
を
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の

展
開
と
み
な
し
、
こ
れ
に
対
比
す
る
に
東
洋
の
レ
ン
マ
的
論
理
を
も
っ
て
し
、
そ

れ
ぞ
れ
、
あ
る
べ
き
人
類
思
想
文
化
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
、
と
い
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
著
者
自
ら
の
言
葉
を
も

っ
て
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
壮
大
に
し
て

大
胆
な
試
行
で
あ
り
実
験
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第

一
章
と
第
二
章
は
、
西
洋
の
論
理
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
的
論
理
が
ギ
リ
シ
ァ
に
お

い
て
確
立
さ
れ
て
よ
り
中
世
を
経
て
現
代
に
至
る
ま
で
西
洋
哲
学
思
想
の
根
本
原

理
と
し
て
発
展
し
展
開
し
来
っ
た
こ
と
が
精
細
に
の
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

論
述
を
通
し
て
読
者
は
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
人
類
思
想
文
化
に
お
け
る
驚
嘆

す
べ
き
普
遍
性
を
再
確
認
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
西
洋

　
一

の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
が
、
そ
の
普
遍
的
資
質
を

一
層
徹
底
せ
し
め
完
結
せ
し
め
ら
れ
　
４１

る
に
は
外
な
ら
ぬ
東
洋
の
レ
ン
マ
、
就
中
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
的
論
理
に
よ
っ
て
補
わ
　

一

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ま
こ
と
に
意
外
な
帰
結
に
お
の
ず
か
ら
導
か
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
が
東
洋
の
論
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
レ
ン
マ
的

論
理
が
い
か
な
る
論
理
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
の
輪
郭
が
ほ
ぼ
浮
か
び
上
っ
て
く
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
章
は
本
書
の
基
本
的
構
想
を
知
る
上
で
決
定
的
に
重
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
西
洋
哲
学
の
側
か
ら
種
々
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ

ろ

う
。
以
下
、
そ
の
論
旨
を
追
っ
て
み
よ
う
。

ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
論
理
学
と
し
て
ほ
ぼ
大

成

さ

れ
、
後
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
評
せ
ら
れ
た
ご
と
く
、
そ
れ
以
来
進
歩
も
退
歩
も
な

か
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
思
考
原
理
の
上
に
、
ま
た
は
そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
西
洋
思
想
史
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
の
根
本
原
理
は
通
常
三
つ
の
法
則
、
す
な
わ
ち
、



同

一
律

。
矛
盾
律
お
よ
び
排
中
律
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
三
法
則
こ
そ
西
洋
の
思
考

の
法
則
と
し
て
常
に
支
配
し
来
っ
た
原
理
で
あ
り
、
西
洋
文
化
を
他
に
類
例
を
見

な
い
特
異
な
存
在
た
ら
し
め
た
も
の
、
世
界
文
化
の
中
の
偉
大
な
る

一
類
型
た
ら

し
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
同

一
律

ｒ
”
■

ｏ
い
ＨＯ
①
諄
〓
く
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
見
者
と
も
い
わ

れ
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
謎
め
い
た
諸
断
片
の
検
討
が
な
さ
れ
、
「考
え
る
こ
と
と

そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
と
は
同

一
で
あ
る
」
と
い
う
の
が

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
真
意
で
あ
ろ
う
と
し
、
こ
こ
よ
り
思
考
の
第

一
の
法
則
が
出
発

す
る
、
と
す
る
。
考
え
る

（思
惟
）
と
は
或
る
対
象
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は

「或
る
も
の
は
…
…
で
あ
る
」

と
い
う
判
断
の
ロ
ゴ
ス

（言
葉
）

に
表
わ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

「或
る
も
の
は
…
…
（
と
し
て
）
有
る

（存

在

す
る
）」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
る
対
象
―

そ
れ
は
い
ま
だ
無
規
定
で
あ
る
が
―
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
存
在

（有

る
）

へ
と
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
対
象
は
す
べ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

定
ん
で
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
な
い
も
の
は
存
在
と
な
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
逆
に
い
う
と
、
存
在
と
は
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
非
存
在
は
考
え

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。　
一
般
に
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
る
対
象
を

存
在

一
般
の
領
域
に
引
き
出
す
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
考
え
る
対
象
を
存
在
性
の
明
る
み
に
ひ
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
る
対
象
を
存
在
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

判
断
の
ロ
ゴ
ス

「
…
…
あ
る
」
と
は
、
対
象
を
存
在

（「
…
…
が
あ
る
」
）

へ
と
も

た
ら
し
て
、
同
時
に
そ
の
存
在
を
肯
定

（「
…
…
で
あ
る
」
）

す
る
こ
と
、　
つ
ま

り
、
考
え
る
対
象
の
肯
定
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
象
の
自
己
同

一
性
の
自
覚
で
あ
ろ
う
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
知
識
は
不
可
能
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
対
象
の
自
己
同

一
性
の
自
党
の
こ
と
で
あ
つ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
実
が
、
思
惟

・
思
考
に
お
け
る
、
す
く
な
く
と
も
根
本
性
格
で
あ

り
、
根
本
原
理
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
考
の
法
則
の
学

で
あ
る
論
理
学
に
お
い
て
、
そ
の
第

一
の
法
則
と
し
て
同

一
律
が
掲
げ
ら
れ
る
理

由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
同

一
律
の
定
式
は

「Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
あ
ら
わ

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
論
理
学
の
法
則
は
極
め
て
形
式
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

背
後
の
深
い
意
味
を
忘
れ
去
ら
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
考
の
法
則
が

本
来
深
く
存
在
把
握
に
関
つ
て
い
た
こ
と
を
パ
ル
メ
ニ
デ
＾
の
断
片
は
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
二
法
則
矛
盾
律

ｒ
”
ヨ

Ｏ
〔
〇
〇
諄
轟
２
３
い〇
”

は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
門
下
の

ツ
ェ
ノ
ン
の
発
見
せ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、し
か
し
、第

一
法
則
よ
り
当
然
派
生

し
来
る
も
の
で
、
む
し
ろ
、
第

一
法
則
た
る
同

一
律
の
一
側
面
を
と
り
だ
し
た
も

の
で
あ
る
。
同

一
律
は
自
己
同

一
性
の
自
覚
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
考
え
る
対
象
に
矛
盾
対
立
を
許
さ
ぬ
こ
と
で
あ
る

（
ツ
ェ
ノ
ン
に
お

い
て

は
、
そ
れ
は
ま
た
存
在
に
矛
盾
対
立
を
許
さ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
）。
「Ａ
は
Ａ
で
あ

る
」
な
ら
ば
、
同
時
に

「Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」

こ
と
は
矛
盾
で
あ
っ
て
許
さ
れ
ぬ
。

矛
盾
律
は
正
確
に
は
無
矛
盾
律
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ツ
ェ
ノ
ン
は
師
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
の
論
敵

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
駁
す
る
に
当
っ
て
、
相
手
の
立
論
を

ま
ず

許

し
、
そ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
を
通
し
て
師
説
の
正
当
性
を
証
明
し
た
と
い
わ

れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
ン
ス
に
よ
っ
て
弁
証
法

０
す
】ｏ
澪
寿
ｏ

の
祖
と
称
さ
れ
る
が
、

重
要
な
こ
と
は
、
存
在
を
め
ぐ
っ
て
矛
盾
対
立
の
哲
学
的
問
題
が
鋭
く
思
索
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
思
考
の
法
則
は
存
在
と
深
く
関
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

第
二
法
則
は
排
中
律

い
”
ｌ

ｏ
喘
門
ｘ
ｏ
Ｆ
Ｏ
の
ヽ
〓
〓
２
ｏ
で
あ
る
が
、　
こ
れ
も

第

一
第
二
法
則
よ
り
当
然
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
矛
盾
対
立
が
許
さ
れ
ぬ
の
で

あ
る
か
ら
、矛
盾
対
立
す
る
両
者
の
間
に
あ
る
も
の
（即
ち
中
間
）
も
ま
た
排
除
さ

― ″ ―



を
敢
え
て
試
み
た
人
は
未
だ
か
つ
て
西
洋
哲
学
の
歴
史
の
中
に
発
見
し
得
ぬ
の
で

あ
る
。
…
…
そ
こ
に
は
未
だ

一
つ
の
残
さ
れ
た
立
場
が
あ
る
。
見
忘
れ
ら
れ
見
失

わ
れ
た

一
つ
の
哲
学
が
あ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
第
二
の
排
中
律
の
逆
転
に

よ
っ
て
ま
さ
に
起
る
べ
き

一
つ
の
新
し
い
立
場
で
あ
る
。」
著
者
の
い
う
排
中
律

の
逆
転
と
は
排
中
律
の
否
定
、
す
な
わ
ち
中
を
許
容
す
る
こ
と
、
積
極
的
に
は
中

に
こ
そ
存
在
の
真
理
把
握
の
新
し
い
論
理
を
認
め
る
こ
と

で
あ

る
。

し
か
し
、

「
驚
く
べ
き
こ
と
は
」
、
こ
の
種
の
論
理
は
す
で
に
東
洋
に
お
い
て
、
就
中
イ
ン
ド

大
乗
仏
教
の
空
の
論
理
に
お
い
て
徹
底
的
に
究
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
竜
樹

Ｚ
”
”
ロ
ニ
日
””
の

『
中
論
』
に
お
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
テ
ト
ラ

ン
ン
マ
の
思
考
法
な
の
で
あ
る
と
す
る
。

「
ロ
ゴ
ス
以
外
に
論
理
が
な
い
と
い
う

の
は
西
洋
思
想
の
越
権
で
あ
り
侶
傲
で
さ
え
あ
る
。
…
…
レ
ン
マ
の
論
理
は
単
に

東
洋
文
化
の

日
８
〓
属
）“
の
で
あ
る
の
で
な
く
、
世
界
思
想
体
系
の
一
翼
を
担
う

も
の
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
し
な
が
ら
共
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
的
な
思

想
体
系
が
完
成
せ
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
の
で
あ
る
。」

第
二
章
は
上
述
の
論
旨
を
承
け
つ
つ
、
さ
ら
に
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
本
質
を
徹
底

的
に
分
析
し
、
そ
の
西
洋
哲
学
史
に
お
け
る
展
開
を
体
系
的
に
論
述
し
概
観
し
よ

う
と
す
る
。
含
蓄
に
富
み
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
西
洋
哲
学
者
と
し
て

の
著
者
の
深
い
学
殖
を
窺
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
割
愛
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
た
だ
、
結
論
的
に
述
べ
ら
れ
る
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
つ
ま
る
と
こ
ろ

肯
定
と
否
定
の
分
立
と
対
立
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
二

（価
値
）
論
Ｐ
〓
く
Ｌ
８
８

で
あ
る
と
の
指
摘
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
章
で
説
く
テ
ト

ラ
ン
ン
マ
”０
■
”
■
の
日
ヨ
”
（
四
論
法
）
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

三

第
二
章
は

「
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
」
と
題
す
る
が
、
ま
ず
、
東
洋
の
思
考
法
と
さ
れ

―

“

―

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
排
中
律
の
発
見
者
は
不
詳
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
ン

ス
論
理
学
に
お
い
て
前
二
者
と
と
も
に
そ
の
根
本
法
則
の
一
つ
と
し
て
立
て
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
大
凡
大
成
さ
れ
た
西
洋
の
思
考
法
則
は
現

代
に
至
る
ま
で
西
洋
思
想
界
を
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
時
代

の
相
異
を
超
え
て
人
間
の
思
考
を
遍
く
支
配
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
一

つ
の
驚
ろ
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。　
し
か
る
に
、

「
さ
ら
に
新
し
い
驚
き
を
加
え
る

こ
と
は
、
長
き

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
歴
史
を
通
し
て
、
そ
れ
が

一
つ
の
独
自
の

哲
学
で
あ
り
思
想
の
歴
史
を
劃
す
べ
き
新
し
き
哲
学
の
立
場
を
創
始
し
た
人
、
又

は
時
代
は
、
大
凡
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
の
法
則
を
打
破
し
、
変
革
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

著
者
は
、
こ
れ
は
西
洋
思
想
史
に
対
す
る
自
分

な
り
の
見
方
で
あ
つ
て
一
般
の
承
認
を
得
が
た
い
か
も
知
れ
な
い
と
断

っ
て
い
る

が
、
論
理
に
関
し
て
は
充
分
理
由
が
あ
る
と
し
て
カ
ン
ト
と

ヘ
ー
グ
ル
を
挙
げ
て

い
る
。
第

一
法
則
た
る
同

一
律
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
「Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
は
分
析
判
断
で
あ

っ
て
、
何
ら
新
し
い
知
識
を
つ
け

加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
判
断
は
す
べ
か
ら
く
綜
合
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学

■
２
】∽゙
①
口
Ｏ
①
ニ
ュ
ｏ
ｒ
）”
寿

が
成

立
し
た
。
近
代
哲
学
の
転
換
点
に
立
つ
カ
ン
ト
哲
学
の
巨
大
さ
は
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
法
則
の
矛
盾
律
を
逆
転
し
た
の
は
ヘ
ー
グ
ル
で
あ
り
、
そ

こ
に
弁
証
法
的
論
理
学

ｏ
ご
【ｏ
Ｆ
〓
∽ｏｒ
Φ

ｒ
）”
寿

が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。　
ヘ

ー
グ
ル
哲
学
が
近
代
哲
学
の
総
決
算
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
の
哲
学
思
想
と
劃
然
た

る
へ
だ
た
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。　
と
こ
ろ
が
、

「第
二
の

排
中
律
を
逆
転
し
た
も
の
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
、
寡
間
に
し
て
そ
の
よ
う
な
哲

学
を
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
逆
転



く
、
こ
の
外
如
何
な
る
思
惟
の
様
式
も
不
可
能
で
あ
る
。
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い

詭
弁

（捕
鰻
論
）
で
は
な
く
当
然
に
し
て
必
然
な
思
惟
の
様
式
と
み
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
「
西
洋
の
論
理
は
二

（価
値
）
論

び
マ
ユ
ｏ
●
８

で
あ
つ
て
、
判
断
は
肯

定
か
否
定
か
の
敦
れ
か

一
つ
で
あ
つ
て
そ
の
外
に
は
な
い
。

そ
の
外
に
第

三
及

び
第
四
の
立
場
が
あ
ヴ
、
こ
れ
ら
を
共
に

「中
」
に
入
れ
る
な
ら
ば
イ
ン
下
の
論

理
は
中
を
排
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
容
認
す
る
と
こ
ろ
の
論
理
で

あ
る
。
即
ち
排
中
律
を
逆
転
し
て
容
中
律
を
認
め
る
こ
と
が
イ
ン
ド
人
の
考
え
方

で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

ま
た
、
著
者
は
、　
こ
の
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
の
第

ニ
ン
ン
マ

（両
是
）

と
第
四
ン
ン
マ

（両
否
）

の
順
序
次
第
を
逆
に
し
て
、
第

二
両
否
↓
第
四
両
是
の
次
第
に
領
解
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
、
そ
う
領
解
し
て
こ

そ
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
の
論
理
体
系
は
完
全
な
意
味
を
発
揮
す
べ
き
も
の
、
と
主
張
し

て
い
る
。
肯
定
と
否
定
の
対
立
を
超
え
そ
の
双
方
を
否
定
し
て
い
く

「両
否
」
に
　

・

お
い
て
真
の
全
肯
定
が
成
り
た
ち
行
く
が
故
で
あ
る
。
従

つ
て
、
著
者
の
考
え
る
　
“

テ
ト
ラ
ン
ン
マ
の
核
心
は
第
三
ン
ソ
マ

（両
否
）
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。　
　
　
　
　
一一

そ
の
意
味
で
、
著
者
は
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
の
究
極
的
完
成
を
大
乗
仏
教
の
空
観
哲

学
に
見
出
し
、
そ
れ
を
竜
樹
の
著
作

『
中
論
』
〓
円
０
口
く

，
日
寿
”
‐論
∽言
”

に
お

け
る
空
の
弁
証
の
論
法
、
い
わ
ゆ
る
八
不
中
道
論
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
八
不
は
第
三
両
否
の
レ
ン
マ
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
八
不
中

道
は
、
存
在
把
握
の
思
考
法
の
す
べ
て
を
四
項
八
日

（生
滅

。
一
異

・
常
断

。
来

去
）
に
ま
と
め
、
そ
れ
ら
の
全
否
定

（不
生
不
滅

・
不

一
不
異

・
不
常
不
断

・
不

来
不
去
）

に
お
い
て
成
り
立
つ
全
肯
定
的
真
理
把
握
と
し
て
の
悟
り
の
境
を
中

（道
）

と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
に
従
え
ば
ｒ

四
論
法
の
中
で
前
の

二

（肯
定
と
否
定
）
は

び
マ
２
８
８

と
し
て
の
西
洋
的
論
理
の
世
界
で
あ
り
、
後
の

二

（両
否
と
両
是
）
は
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
さ
ら
に
は
前
の
二
を

完
結
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
果
し
て
著
者
の
こ
の
見
解
は
東
西
の
い
み
し
き
学

る
レ
ン
マ
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
。　
筆
者
の
知
る
限
り
で

は
、
ン
ン
マ

い０
日
口
”
Ｌ
ビ
ヨ
Ｂ
”
・
【の
日
日
ｏ
と
は
、
通
常
、
「補
助
定
理
」

を

意
味
す
る
数
学
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
理
の
証
明

に
先
立
っ
て
そ
の
手
懸
り
と
し
て
若
干
論
じ
お
く
べ
き
も
の
、
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
、　
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
議
論
を
す
す
め
る
に
先
立
っ
て
決
め
て

お
く
べ
き
原
則
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ァ
語
の
ン
ン
マ

ヾ
ミ
、

と
は
ド
ヽ
聡
、ｅ

「手
で
つ
か
む
」
「手
で
と
ら
え
る
」
と
い
う
動
詞
か
ら
由
来
し
た
名
詞
で
あ
り
、

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は

く
ｒ
σ
Ｆ
（”
”
Ｆ
）
ま
た
は

く
ｒ
日
げ

（ｒ
や
口
”
）
等
の
語
根
で
あ
る
が
、
と
も
に
極
め
て
具
体
的
に
し
て
直
観
的
な
把
握

の
仕
方
を
意
味
す
る
こ
と
に
お
い
て

一
致
す
る
、
と
い
う
。
た
だ
し
、
直
観
と
い

え
ど
も
そ
れ
が

一
つ
の
学
的
方
法
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
論
理
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
デ
ィ
レ
ン
マ
０
〓
ｏ日
日
”
と
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
”０
■
”
‐

【ｏ
Ｂ
お
”

の
二
種
の
論
理
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
の
成
立
に

つ
い
て
歴
史
的
な
考
察
が
な
さ
れ
る
。
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
は
、
イ
ン
ド
思
想
史
の
上

で
は
古
く
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
そ
の
源
流
が
認
め
ら
れ
る
が
、
論
理

と
し
て
自
覚
さ
れ
た
も
の
は
、
仏
教
興
起
時
代
の
六
師
外
道
の
一
人
、
サ
ン
ジ
ャ

ヤ
の
い
わ
ゆ
る
捕
鰻
論

”
日
”
、

く
寿
″

，
８
”

に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
ば

「
（人
は
死
後
）
存
す
、
存
せ
ず
、
存
し
ま
た
存
せ
ず
、
存
す
る

に
も
あ
ら
ず
存
せ
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
如
き
論
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
の

「無
知
論
」
”
３
帥
口
”
く
円
０
”
に
も
同
致
の
論
法
が
見
ら
れ
る
。　
一
般

に
、
肯
定

・
否
定

。
肯
定
で
も
あ
り
否
定
で
も
あ
る
（両
是
）
・
肯
定
で
も
な
く
否

定
で
も
な
い

（両
否
）
、　
と
い
う
四
つ
の
論
法
―
著
者
は
こ
れ
を
テ
ト
ラ
レ
ン
マ

と
称
す
る
―
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
考
え
得
る
、
ま
た
は
考
う

べ
き
四
つ
の
場
合
を
尽
く
し
て
お
り
、
こ
の
外
に
我
々
の
思
惟
は
考
え
よ
う
も
な



者
た
ち
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
は

「
一
つ
の
実
験
」

と
い
わ
れ
る
が
、
提
起
さ
れ
た
問
題
の
大
き
さ
に
筆
者
な
ど
は
と
ま
ど
う
ば
か
り

で
到
底
そ
の
是
非
を
論
ず
る
資
格
は
あ
り
そ
う
も
な
い
。

第
四
章
よ
り
第
十
二
章
ま
で
は
、
竜
樹

『中
論
』
の
論
法
の
分
析
究
明
を
中
心

に
、
大
乗
仏
教
の
空
の
論
理
の
テ
ト
ラ
ン
ン
マ
的
特
質
を
、
空
の
論
理
の
諸
側
面
、

す
な
わ
ち
縁
起

。
相
待

。
真
俗
二
諦

・
否
定

。
中

・
即

・
施
設
な
ど
に
わ
た
り
広

く
深
く
追
究
し
て
お
り
、更
に
、原
始
仏
教
の
四
諦
論
や
中
国
禅
仏
教

（臨
済
の
四

料
棟
）
に
ま
で
そ
の
論
理
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
西
洋
の
二
価

値
論
を
超
え
る
が
故
に
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
な
る
こ
と
が
対
比
的
に
常
に
関
説

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
パ
本
書
の
分
量
の
大
半
が
こ
れ
に
費
や
さ
れ
て
い
る
）
そ

の
分
析
の
鋭
さ
と
級
密
を
極
め
た
論
理
の
構
築
は
読
者
を
し
て
殆
ん
ど
茫
然
自
失

せ
し
め
る
が
如
き
も
の
で
も
は
や
紹
介
は
不
可
能
で
あ
る
。

．
、
、

第
十
三
章

（終
章
）
は
、
レ
ン
マ
の
他
の
一
種
、
デ
ィ
レ
′
マ
の
論
理
は
中
国

の
老
荘
思
想
の
論
理
に
当
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
あ
っ
て
は
附
論
的

な
意
味
し
か
も
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
老
荘
思
想
が
著
者
の
い
う
が
如

き
デ
ィ
レ
ン
マ
の
論
理
に
よ
る
も
の
で
ぁ
る
か
ど
う
か
は
、
中
国
思
想
の
専
門
家

か
ら
種
々
俣
論
が
で
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
・　
　

　

‥

，

・

四
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
・
１

・　
　
　

　
　

　
　

・

１

最
後
に

，
筆
者
自
身
り
課
題
と
し
て
批
評
な
ら
ぬ
感
慨
め
い
た
も
の
を
敢
え
て

記
す
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
‐‐

ま
ず
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
排
中
律
の
逆
転
が
な
さ
れ
て
い

た
之
の
見
解
は
ヽ
著
者
が
西
洋
哲
学

‐の
研
究
者
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
理
解

者
な
る
が
故
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
■

（
仏

教
の
側
で
は
か
ｔ
ら
ず
し
ヽ
こ
う
い
う
理
解
に
よ
ら
ず
と
も
仏
教
の
論
理
を
把
握

河

‐能
で
あ
ろ
　

′
う
。け

凍
洋
に
お
い
て
は
、
著
者
も
認
め
る
よ
う
に
、　
■
ゴ
ス
、山
論

理
が
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
排
中
律
を
意
識
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
排
中
律
の
逆
転
が
ど
う
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
、
今
後
、
そ
の
排
中
律
を
逆
転
す
べ
き
こ
と

が
ど
う
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
も
い
わ
れ
る
如
く
、
東
西
両
洋

の
思
想
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
も
全
体
的
統

一
的
な
立
場
か
ら
は

相
補
う
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
と
レ
ン
マ
的
論
理
は
、
そ

の
ま
ま
併
行
併
立
し
て
い
っ
て
も
よ
い
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
論
旨

を
つ
き

つ
め
る
と
、
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
今
後
発
展
し
て
排
中
律
の
否
定
逆

転
に
到
達
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
排
中
律

の
逆
転
は
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
い
て
果
遂
さ
れ
て
い
た
、
と
も
い
わ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
結
局
は
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
レ
ン
マ
的
論
理
、
就
中
、
大
乗
仏
教
の

空
の
論
理
に
帰
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
こ
に
は
東
洋
思
想
、
と
く
に
大
乗
仏
教
に
よ
っ
て
す

べ
か
ら
く
西
洋
思
想
は
超
克
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
仏
教
哲
学
者
の
側
に
よ

く
み
ら
れ
る

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し

そ
う
な
ら
西
洋
側
に
ま
た
反
論
の
権
利
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
東
西
思
想
が
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
位
置
を
得
て
補
完
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
は
何
と
い
う
困
難
が
横
た

わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
第
二
に
、
西
洋
思
想
文
化
と
い
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
無
視
す
る

こ
と
は
適
当
で
な
い
が
、
ヘ
プ
ラ
イ
的
思
考
法
は
ど
こ
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
著
者
の
見
解
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
東

洋
思
想
と
い
わ
れ
る
が
東
洋
は
事
実
と
し
て
決
し
て

一
つ
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ン

ド
文
化
と
中
国
文
化
は
異
文
異
種
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
仏
教
と
中
国
仏
教
が
決
し

て
同
じ
も
の
で
な
い
こ
と
も
常
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ン
マ
の
方

法
と
い
わ
れ
る
が
レ
ン
マ
な
る
語
が
す
で
に
イ
ン
ド
語
で
も
中
国
語
で
も
な
い
。

―

“

―



仏
教
の
四
論

（四
句
分
別
）
を
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
と
し
て
と
ら
え
、
老
荘
の
逆
説
的

表
現
を
デ
ィ
レ
ン
マ
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
す
で
に
し
て
西
洋
的
で

あ
ろ
う
。
思
想
の
比
較
と
は
何
と
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
蛇
足
な
が

ら
、
東
洋
思
想
を
論
ず
る
に
当

っ
て
の
個
々
の
資
料
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
専
門

家
か
ら
種
々
不
満
が
で
る
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
上
記
の
如
き
は
筆
者
の
自
問
自
答
で
あ
っ
て
、
本
書
の
卓
越
し
た
意

義
に
何
ら
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
も
の
で
は
な
い
。
著
者
は
東
西
思
想
の
対
比
を
通

し
て

一
個
の
創
造
的
哲
学
思
索
を
営
も
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
東
洋
の

思
想
は
あ
く
ま
で
も
思
索
の
素
材
と
し
て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
こ
こ
に

一
人
の
哲
学
思
索
の
勇
士
の
姿
を
み
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

誤
読
と
誤
解
に
満
ち
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
燿
れ
つ
つ
。
（
一
九
七
七
二
Ｔ
十
）

東
京
　
岩
波
書
店

　
一
九
七
四
年

Ａ
５
判
　
本
文
三
七
八
頁
　
序
文

三
頁
　
人
名
索
引
三
頁

‐‐,46-―





摘    要

1. 本研究は 19Ъ 年ならびに1976年の 2年間にわた り, 八重山群島, 石垣島および西表島の春期

(3月 下旬)における,鳥類の生息状況を調査したものである。

2。 この調査で,1975年においては, 石垣 。西表島両島で 22科

“

種の鳥類を記録, 翌 19%年

では,石垣島で 27科 60種,西表島で 22科
"種

(2亜種を含める)をそれぞれ記録し,石垣

。西表両島をまとめると,27科 75種 (2亜種を含める)を記録した。 また, 2年間の記録を合

わせると,石垣島では 27科 61種,西表島では 23科 64種 (2亜種を含める), 両島を合わせ

ると,計 28科 82種 (2亜種を含める)の鳥類を記録した。

3.調査期は,両年とも3月 下旬 (24日 ～31日 )であったが,八重山群島の島々は,渡 り鳥の種類

によっては「渡 り」の主要ルートになってお り,こ のころの石垣 。西表島は,渡 りの季節で,留鳥

はもとより,夏鳥,冬鳥,旅鳥,漂鳥など各種の渡 り鳥が記録された。

4.石垣島および西表島の鳥相が調査されたのは古く,第二次大戦前で,その後昭和 46年まで日本

の統地下でなかった為ほとんど手が付けられてなかった。現在,本格的な再調査が望まれ,加えて

保護の面に一層積極的に力を入れる必要がある。

保

保
之

篤

久

久

久
夫

夫
雄

幸

幸
保
　
　
長

長

長
鉄

哲
秀

田

棲

棲
棲

　
　
田
　
田

田
良

利
垣

清

清
清

倉

黒

黒

黒
高
　
友
新

1965

1974

1966

1971

1972

1969

1975

1974

1973

1975

文    献

日本鳥類大図鑑 (VoL I～皿)

渡 り鳥

八重山群島西表島の鳥類

琉球の秋の鳥類調査

琉球の春の鳥類調査

琉球における未記録種および稀種

沖縄の自然 (野鳥)

日本鳥類目録 改訂 第 5版

鳥類図鑑

生物同好会誌 (沖縄本島及び八重山群島探鳥記録)

講  談  社

保  育  社

山 階 鳥 研 報

山 階 鳥 研 報

山 階 鳥 研 報

山 階 鳥 研 報

新 星 図 書

学 習 研 究 社日本 鳥学 会 編

日本 鳥類 保 護
連  盟

早 稲 田 大 学
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IsigakiSpecies and Familys
( ) subspecies $75 

1rc76 11e75

CORVIDAE・・・・・……・………・

C"物S%“
"γ

"π

ttθS θSα″・・・
カラス科
,オサハシプ トガラス ○ ○

Species llluolnu
Familys 〔7〕 口7〕 〔22〕

Species
石垣島と西表島の 2年間の記録の
科と種 (亜種)と の合計。 Familys 〔27〕

Species
石垣島と西表島両島の2年間の記
録の科と種 (亜種)の総合計。 Famiys

Iriomote
No

1976

82

キ

○

1975年および 19%年に記録した
石垣・西表島の科と種 (亜種)。

０
０

ＰЭ

口2〕

61 64

口3〕

９
“

０
０

〔28〕
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No

留

５８

５９

　

６０

　

６１

”

　

“

　

譴

６５

６６

６７

“

６９

　

η

７１

　

２

■

　

Ｚ

　

７５

　

％

７７

”

　

η

　

“

８１

Species and Familys
( ) subspecies

(Motacilla albe leucopsis ,l<*re,.? t*vl)
Anthus lndgsoni € vA 4
Anthus cerrinus...... .,.-..A47)t I u,\11
CAMPEDHAGIDAE ....... .............. +t > i a O 0,t #

Pericrocotus diuaricains tegimac......\ zl*tltYv s I ? 4
PYCNONOTIDAE........................ ts = F U rjt

Pycuarwtus situsis........ -./ph"v7
HyPsifietes amaurotis stejwgeri.........4 .v)f+ e. a F !)

LANIIDAE ....'..........r2F[
Lai.us cristatus htcionensis v'"7 rt +^
TURDINAE ................77s Ef+

Monticola nlitarius .....'4 , c a i.- !)

Turdus dauma l, Y / a

Turdus chrynlaus .,,..,...7 )t,.2
Turdus ballidus""" """vFri
Turdus naumanni .........v / a,

(Turdus naumanni naurnanni """"'.-*9 a ,2 , l,)
SYLVIINAE ............, lr 4 zEf+

Cettia di.bhotu rfukluensis I zV*.ll /1 z
Cisticola jwnldis .""""...4v )t
MUSCICADINAE ......E'+Ef'}

Ficedula narcissi.na owstoni t) - V * a r+€, +
Muscicapa griseisticta.. --'/ t B *

Parus majornigriloris 4 v)f+vgtl)t7
ZOSTEROPIDAE・ ・・ メジロ科

Zosterops japontca loochooensis, - V + t O t 9e
FRINGILLIDAE .................'......7 t Ufrt

Cardwlis spinus ..--....--< u. v
Eo|lnna migratoria.. ....= 4 )t tv
Coccothraustes coccothraustes ........,,.. v )
PLOCEIDAE """""",\9t Uf l. Uft

Pssor mantanus ............74,t
STIIRNIDAE ............A' F Ur+

Stunus sinen'sis ,...,..,....)1 , A, t:,
Sturnus cineracans.--. ..... a, f t)

○

○

○

中

〇

●

〇

〇

○

，

○

○

○

○

〇

〇

●

〇

〇

●

△

　

，

○

十

○

拿

○

・

○

○

○

中

○

十

○

○

〇

●

〇
　
　
〇

・

〇

〇

キ

○

十

○

中

　

〇

〇

●

〇

○

十

〇

●

　

〇

中

○

中

○

　

○

○

○

○

○

十

　

○

中

○

＊

○

ネ

○

　

○

中

〇

●

〇

〇

Iriomote

1976

:t

○

・

○

*

○

ｏ

Ｏ

Isigaki

1975 LW6 1975
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Species and Familys
( ) subspecies

Isigaki

1975

No
Iriomote

1966

o o29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4A

4L

42

43

M

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Charadrius alerandrinus ye*F t)

Charadrius leschenaultii ...*tJ ts4 ?f t)

Pluriali.s domini.ca..... .... at / B

SCOLOPACIDAE ........................ >+f+
Calidris alfiina ............,.-< 7#
Tringa rubularia .........7?f 7 yv+
Tringa ochrobus , rf y4
Tringa glareola ,rt/v+
Tringa brenifes ............+7 v.y+
Tringa hypoleucos.., ......4 , y+
Num.enius rthaabus -.....* t I v.v r' !4
Gallinago gallingo...... ..., v+
Gallinago hardwickii .-.*7f rr+
GLAREOLIDAE............................y2 t I f F U tsl

Glarela mald'irarum ....., y,i J * l: r)

COLUMBIDAE ............... ".........., r l. f4
StreptoPeli.a ori.entalis stimpsoni ...... D t I * ^ l*9,i I.

Chaloophaps indica .....................'.' er z,I 1.

Sfhenurus formosae mediorimus......* t V F 4 
^7 

)t7 *,< i
STRIGIDAE .....--........-t, ar*+

Otus scops elegans........ .l -l*-)=,t,-*2
Otus bahkamama fryeri t) tl*.1*t=):;*y'
Nitnx scululata totogo......... I - O*. g7S,<* 2
APODIDAE ............'..7v'7r(JF[

A?us 0acificas ...'......... - ................ 7 -< ), i i
ALCEDINIDAE ..........................., 7 rz i fr+

Alcedo atthis -....-.. ...-...fi, n:.
HIRUNDINIDAE ........'................r2 ( ,( fl

Hiruttdo rustica ............2 i )
Hinmdo tahitica t) zl*tiy,it
Deliclwn urbica .......- ..-. I v y ,i 7
MOTACILLIDAE ........................ iz + v 4 6+

Dendronanthusindicas 4v l+,+v4
Motacillafiaaatabana ...f-<=ytr)l1g+v4
Motacilla cirurea........ ....+e+v4
Motadlla albe ........... .-..t: y' i+ v .l
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摯

○

○

○

○

○

○

○

○

　

，

〇

●

〇

〇

〇

●

〇

○

*

○

　

　

　

○

○

○

○

　

○

　

○

○

　

　

・
〇

　

〇

・
〇

　

△

＋

〇

　

〇

・

　

〇

〇

・

〇

〇

中

〇

　

〇

●

　

〇

○

中

○

○

○

○

○

○

○

＊

○

○

○

1975 tw6



Isigaki

1976 1975

Species and Familys
( ) subspecies 1975

′
I｀able l.  A list Of birds in lsigaki and lriomote 1975, 1976

* Fanlily

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

23

2
25

26

27

器

PODICIPITIDAE・・・…・・・・・・・・・̈・・・・・・・ヵィップリ科

夕θ″6″s夕zル0′′′s・・…………̈ …………カイップ リ

PHALACROCORACIDAE・ ・・・・・…・・・ゥ科

〃憾′αじηω%αχ′′α%ι,o′θsぉ・・………・・・・ウミウ

ARDEIDAE・…・……・̈・…・……・…・̈ サ̈ギ科

ムdた″力z6α″π%α脇卜…………………・リュウキョウヨシゴイ

GO浴湖蒻6%αα′ηιOタル
“
・̈ ¨̈ ……………ズグロミゾゴイ

製

"″

εο″コlχ %夕θ″ωπκ・・・・・・…………………ゴイサギ

B%われルss″滋′多β・………………………ササゴイ

B%みz`′θ%s燿お・……………………………アマサギ

Eg“グ′αα′ら″・………………………………ダイサギ

El中ι′滋 磁′″2(″′α・…………̈ …………チュウサギ

Fg%滋 ♂αηι′′α……………………………・コサギ

E″|グ′α Sαεπ・・・・……………………・……クロサギ

4“滋αa“πα………………………………ァォサギ

五
“
滋α夕%″物 ・・・・・………………………ムラサキサギ

ANATIDAE ガンカモ科

カルガモИttZS p。ぁ lογ″πlルα・…

Anas crecca. ......-..-.--.--.= )t'+
ACCIPITRIDAD.'......'. , >9 )rtt+

pandion haliaetus ......'.. i lf i
Accibiter gulaetus .'.......7 r'

Acci|iter nisus ......... ..'.-4 I )t
Butastur indicus '........1"Y,:
Sfilomis cheela........ ....)t v a t) v v
Falco tinnunanlus ............. -........ -.... V a I f v,F I
TURNICIDAE.....'......... t-7r7ai*

Tumix suscitator :7rA,
RALLIDAE ...............r 4 +N

Rallina euizonoides .....-*7f , 4 f
Pozrana fuscarthaeofyga Y -V+arc, 4,
Amaurotuis ploenicwas 2e,-a y' 4 f
Callinula chloroPus ...'..ziY
CHARADRIIDAE ........................ f F u fi+

Charadri.us dubius........ .=* F..r)

Chardrius placidus ......4 )t )v* F t)

○

○

　

○

○

○

○

中

○

■

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
　
　
○
　
　
○

ホ

○

中

○

○

＊

○

○
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△  Voice

Iriomote

1976

中

○

○

　

○

○

○

○

○

○

　

○

○

○

＋

○

　

○

○

○

○

　

○

　

○

○

　

○

○

○

○

○

○

　

　

○

○

○

＋

○

○

○

○

十

○
　
　
○

キ
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Iriomo,o ls,  1976326
争あ爾

`″"`“
(カ ンム リワン)

SOn。 l  l'ア6 3 26
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が留鳥であった り,ま た,その逆の場合も考えられ,旅鳥とされていた種類でも繁殖が確認された りと

いう可能性も十分考えられるので,今後,年間を通してくわしい調査がのぞまれる。できれば採集も必

要であるが,保護の面や渡 りの研究を含めて考えると捕獲して標識をつけて放鳥するというバンデング

が最も良い方法ではないかと思う。この方法をとると亜種の研究や,ま た各種の渡 り鳥の動向を正確に

知ることができるであろう。

特に,これからの保護の立場からもカンムリワシ (Sp′′OγグS磁
“
″), リュウキュウガモ Cング

"θ

‐

り,π ノαυαttθα), ウスアカヒグ (F″′λ
“
お καπαわ″ 彰めπ

`メ

α), コトラッグミ (■%πα
`“

.ααz″に

力筏ル′″)キ ンパ ト (磁翻00ゥ′しα,s物溺
"),な

どの特産的な鳥類の生態はできるだけくわしく調べる

必要があり,今後積極的な調査研究がまたれる。
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の多くの島々は,渡 り鳥の通過する主要ルートの一つにもなっているものと思われ, とくに春と秋には

移動中の多くの渡 り鳥が記録されている。今回 2度 とも調査期が3月 の下旬であり, したがって記録さ

れた種類数も多くなったのであろう。また,冬期は,気候温和な為,越冬する鳥類も多く,た とえば日

本本邦では大部分旅鳥であるシギ・チ ドリ類のムナグロ (P′″滋′
'S 

αθ%″″
“
)の ように越冬している

種類も多い。事実,石垣島では名蔵川河口,宮良川河口などで多くの種類が記録されている。

石垣島 。西表島で越冬あるいは通過していくこれら渡 り鳥のなかには,九州 。本州 。北海道などの日

本本土に直接渡来するものや,日 本列島を経由していく種類も多いが,九州や本州よりも距離的に近い大

陸より直接渡来するものや大陸経由に移動する種類も多いものと思われる。たとえば,こ のなかには日

本に渡来・通過するような種類も含まれるが, 今回の調査で記録されているものでは, ホオジロハク

セキレイ (■40′αじ″′αα′うι′%θ″S'S), ムネアカタヒパ リ (ル滋雰 ει認′″κ), シマアカモズ (ι″効お

ε″s′α′%s″減%“薦s), キマユツメナガセキレイ (■4θ′αθ″′滋 ′αυα
"′

υα%α), ムラサキサギ (4%滋α

夕%ノタ″
“
)な ど代表的な種類で,カ ラムクドリ

‐
(S勉物 SJ%鍬SJS)や イワミセキレイ (D(第グ

“
″aαπ厖郷

蒻″閉 ),今回の調査では記録されなかったがヤツガシラ (こ秒%夕α″″S)な どもその例と考えられる。

近年西表島で観察された本邦初記録のアサクラサンショウクイ (CO″

“
″′%′

―
畑躊)な どもその例

と考えられる。 〔Fig 4〕 参照。

今回 2度の調査にもかかわらず,予想に反 し記録されなかった種類には,まず, リュウキュウサンコ

ゥチ ョウ (3″ψs′夕乃″π α″πθα%″α″ ′′′α)と リュウキュウアカシヨウビン (鷹α′εッθπ ωЮttα

bα%gy)がある。 この 2種が記録されなかった理由を考えると, 一つには 3月 下旬ごろでは, まだ 繁

殖期に入っておらず, したがってあまり鳴かないので,生息を確認できなかったものか,あ るいは,こ

のころではまだ季節的に石垣・西表島には渡来していない渡 り鳥であるのかはっきりしない点がある。

しかし, 日本鳥類 目録 (1974)に よると,両島とも琉球列島では留鳥とある。次に,石垣島・西表島に

生息するとある, アカヒゲの別亜種ウスアカヒゲ (E″′形αttS Kο物翻θ″ 協ι協メα)も西表島で は,

浦内川上流部にあるカンピラーの滝付近で十分注意して調査したにもかかわらず,その声すら全く聞か

れなかった。多分個体数が極端に少ないものと思われる。また,西表島に生息するヤマガラの別亜種,

オリイヤマガラ (Pαγtt υαππS θ′′
"“

雰)と コグラの別亜種のオリイコグラ C″″%χ″θs X物滋′

θ″′)も記録できなかった。これらの鳥を観察する為には,やはり,やや山中に入る必要があると思う。

このはか, ここ数年来,毎年春期に観察されているというヤツガシラ (こわzpα ″″め も今回の調査

では見られなかった。石垣島では地元の人が見たという。石垣 。西表島の川などに生息するというリュ

ウキュウガモ :(D″〃ありg夕π ノのα″θα)も一度も観察できなかった。 リュウキュウガモは過去の記録

もはっきりしていない。早稲田大学の生物同好会による 1975年の3月 上旬より下旬までの約 20日 間

にわたる石垣島・西表島の鳥類調査では,石垣島で 74種,西表島でも 74種を記録している。このう

ち西表島の種類数が多くなっているのは,東部のシギ・チ ドリ類の記録がかなりある為である。

いずれにしても,一時期のしかも短期間の調査だけでは,これらの島々の鳥相を完全につかむことは

むずかしく, くわしく調査することによって新たに迷鳥が記録された り,今まで渡 り鳥とされていた鳥
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1975年に記録された特記すべき種類と 1976年に記録されなかった種類 (O印)

サギ科 ARDEIDAE

l. ゴイサギ N,″ω″協フツε′′60%“

西表島: 祖内にて 1羽幼鳥らしき個体を観察。

2. アォサギ: 4滋 απι
“
ια

石垣島: 宮良川河口で 1羽観察。

西表島: 白浜～祖内間の水田にて観察。

クイナ科 RALLIDAE

C)オオクイナ Rα″′πα ι%π渤 lαιs

西表島: 祖内部落の神社内にある高さ約 2mぐ らいの樹上に眠る2羽を夜間観察した。 (31月

27日 ), 夜は外敵よりの危険をさけて樹上に眠る習性をもつのであるのか, 面白い記

録である。

④ シロハラクイナ И%の
“
策%′sp勿%′銘貿魔

西表島: 高那の湿地で 1羽観察した G月 28日 ),沖縄では最近繁殖の確認もあり,観察例も

多い。西表島も数は少ないながらも生息するものと思われる。

フクロウ科,STRIGIDAE

⑤  リュウキュウオオコノハズク 0′お ιαttα%の 夕η(″グ

西表島: 祖内で夜間,赤 く目が光る1個体を観察。

アマツパメ科 APODIDAE

6.ア マッバメ スタ%S夕″″θZκ

西表島 : 祖内近くで観察した。                            1
ッパメ科 HIRUNDINIDAE

7. ィワッパメ D″′ε″蒻 πγ滅脇

西表島: 祖内近くの水田上空を飛ぶ個体観察。

ア トリ科・ FRINGILLIDAE

③ コイカル Eθタル%協 %′g%αあ″α

西表島: 千立部落で約 10羽 ぐらいの群を見る:石垣・西表両島では毎年のように観察されて

いると言われているが,1976年 はついに見られなかった。

石垣島や西表島は距離的に言って台湾にかなり近く, 緯度的にもほぼ等しい為, 気候などはかなり

類似しているところがある。 したがってそこに生息する鳥類 も リュ ウキ ュ ウガモl(D″〃ありP協

ノ″協虎α)や, キンパ ト (C力αω ″S′π″′θの やカンムリワシ・(Sp′′bl協JSI磁
“
″)な どの南方系

の特産種をも含め,台湾と共通する種も多数生息している。ここ西表・石垣島を中心とする八重山群島

一 ″ 一



石垣島: 新川のパインエ場付近,宮良川河口近くで見た。(3月 25日 )

西表島: 白浜,祖内,干立など各地で見られた。(3月 26日 ～29日 )

石垣,西表島ともによくデイゴの花におとずれていた。

ア トリ科 FRINGILLIDAE
70。  マヒワ Cα

“
滋″′is s,′

"“
石垣島: 名蔵川河口近くで小群を観察した。G月 30日 )

西表島: 祖内近くで約
"羽

ぐらいの群を観察した。(3月 26日 )

71.シ メ Cθ6"′力
“
観6`賀 60“θ滋

“
αお′ω

石垣島: 宮良川河口近くにあるパインエ場裏にて,2～3羽を観察。G月 31日 )

ハタオリドリ科 PLOCEIDAE

72. スズメ P`"S′″
"り"た

″κ

石垣島: 新川のパインエ場,自保,名蔵,石垣市内,川平など,人家に近い所に見られた。

G月 24日 ～25日 ,30日 ～31日 )

西表島: 祖内・干立の部落内で見た。数は石垣島に比べると少ない。(3月 26日～
"日

)

石垣島では,数は多かった。

ムクドリ科 STURNIDAE

73. カラムクドリ S′π
"“

6s″η%Jls

石垣島: 新川のパインエ場の裏で電線に止まる約 10羽の群を見た。(3月 25日 )

落ち着かない群で 1～2分観察後,す ぐにその場を飛び立ってその後見失なってしまった。体色

の自と翼の黒との対象が美しかった。石垣島では,こ こ数年来,3月 ごろの記録は多くあるよう

である。

74. ムクドリ S′z″%β α物 la6

石垣島: コムクドリと同一場所のパインエ場裏で,約 20羽の群を観察した。

(3月 25日 ,31日 ),ま た石垣市内でも飛翔中の群を見た。(3月 25日 )

数はそれはど多くないようで,他の観察はない。

カラス科 CORVIDAE
75. オサハシプトガラス C"ツ瞥 ″a開

"力
νκl″

'S

石垣島: 新川,宮良川,名蔵など部落近くで多数観察した。(3月 25日 ～26日 30日 31日 )

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内橋など各地にて多数観察した。(3月 26日 ～29日 )

人家に近い所にきわめて多数生息している。ハシプトガラスに比べると, 1ま わ り以上小さく見

え,鳴き声も少し異なる。
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西表島: 白浜,社内,干立など,部落近くで多く見られた。(3月 %日 ～29日 )

61. シロハラ r″滋
“

夕α′J′滋躍

石垣島: 新川,自保など,ア カハラと同様なところで見られた。C月 25日 ～26日 ,30日 )

西表島: 白浜,社内,干立など部落近くで多く見られた。(3月 26日 ～29日 )

個体数では,む しろアカハラよりもその数は多い。

2. ッグミ r“
“
′つ6燿%″π%“

石垣島: 新川,自保部落にて見る。C月 25日 )

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内橋などの水田等で見た。(3月 26日 ～29日 )

63.(ハチジョゥッグミ T″滋6%協物 ,":π″α,笏|′)

西表島: 干立部落の水田にて1羽観察。(3月 27日 )

ウグイス亜科 SYLVIINAE
64. リュウキュウウグイス Cαガα″″夕λα貿ァ″′%力′%"6Js

石垣島: 新川のパインエ場裏にて鳴声を聞く (3月 25日 )

西表島: 白浜,祖内,干立など部落近くのやぶなどで鳴声を聞く。(3月 26日 ～29日 )

内地のウグイスと鳴き声が少し異なり長さが短い。

65。 セッヵ C,s減
"滋

ノ″%″お

石垣島: 新川,宮良川,名越,自保など各地の草地にきわめて多い。

(3月 25日 ～26日 ,30日 31日 )

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内橋など,各地の草地,畑,水田に多い。(3月 26日 ～29日 )

内地のものより,体色が淡色に見える。

ヒタキ亜科 MUSCICAPINAE

“

. リュウキュウキビタキ ′たι″勿″″zπ′ぶ豆lヵα οωis′aガ

西表島: 白浜～祖内間の道路わきの林中で囀 り声を聞いた。G月 28日 )

オオルリの声にも似ていたが,時々キビタキ独特の鳴き方より,本種と認めた。

67. ェゾビタキ Лイz61ダεα夕α′ヴsαsグs″θ′α

石垣島: 自保部落で,人家の庭の畑でクイにとまる1羽を観察した。G月 25日 )

シジュウカラ科,PARIDAE

優〕. イシガキシジュウカラ ′α,7s%″Oγ 筋」″■′θκS

石垣島: 宮良川付近,自保などで見た。C月 25日 )

西表島: 白浜,祖内,干立など部落内で多数観察した。(3月 26日 ～29日 ),

西表島の白浜では,人家の低い煙突の奥に巣を作っていて,抱卵中のようで時々8♀ で出入して

いた。

メジロ科・ ZOSTEROP■ )AE

69. リュウキュウメジロ ZOS″πψSルψα″εα′a“|ルη″ぶS
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55。 シロガシラ 乃硼ワリ′賀 」″扇S

西表島: 白浜で約 10羽の群 G月 27日 )お よび, 祖内, 干立で約 10羽の群を観察した。

C月 28日 ,29日 )

白浜,祖内,干立で見た個体はいずれも後頭部の自色部分が広く,図鑑に見られる八重山群島産

のいわゆるヤエヤマシロガシラタイプの個体は見られなかった。群をなし,かつ移動性が強いと

ころから,冬期,台湾より別亜種 (P,S,メ″%οS″)移動が考えられるが今後のくわしい調査を

要する。

1浴. イシガキヒヨドリ ]う1,y夕昴ωα,燿τ%“。″ss′″燿,多肩

石垣島: 各地 (新川,宮良川)などできわめて多数見られた (3月 24日 ～26日 ,30日 ,31日 )

西表島: 白浜,祖内,干立など各地に広く見られた。 また, 浦内川上流のカンピラーの滝付近

でも見た (3月 26日 ～29日 )

体色は内地産の (I,α鰍協
“
″Sα,)よ り著しく暗色を呈し,一見別種のように見える。

モズ科 LANIIDAE
57. シ マ ア カ モ ズ

・
二α剛滋Sε

"S′
α

`郷

′πごレ協暦JS

石垣島: 新川,名蔵,自保,川平と各地で観察した。C月 25日 ,29日 ,31日 )

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内橋付近と各地で観察した。(3月 26日 ～29日 )

石垣 。西表両島共に各地で見られたが,ほ とんど単独でいることが多く,ギチ,チチと鳴く声を

聞いた。アカモズの一亜種とあるが,ア カモズとは大変色彩を異にし,ア カモズというよりむし

ろ, 3は チゴモズに似ている。 8は ♀に比べると赤味がほとんどなく,頭部は灰色で過眼線の黒

色味が強い。

ツグミ亜科 TURDINAE
58。  イソヒヨドリ Лイia閣″6θ′α sθ′′′α″1魔

石垣島: 新川の海岸近く (3月 25日 ),および川平海岸 (3月 29日 )で見た。

西表島: 白浜,祖内,干立の各部落近くで多数観察した。(3月 26日 ～29日 )

59. トラツグミ 71%″が aZ″協

西表島: 干立部落内の畑にてシロハラと地上で餌をとる個体を観察した。(3月 29日 )

西表島には, トラツグミの亜種,コ トラツグミ (T%〃%S aα協
“

笏″ジθJ″め が産するとされ

ているが,こ の個体がどちらであるか, 観撮・影だけであるので確認できなか った が, 7,′,

2)電滋″′ の可能性は充分あると思う。ただ季節的に3月 下旬であるので渡ってきた個体とも考

えられる。写真を見ると,大きさは判別できなかったが,嘴がやや内地産の トラツグミより短か

めの感じである。

60。 アカハラ T“期お ε力りまガ
“
6

石垣島 : 宮良川河口近く,新川,自保,名蔵の各地で観察した。

多くはやぶの中などで見られた。G月 24日～%日 ,30日 ～31日 )

一
"一



石垣島: 新川,名蔵,宮良川など,各地で観察した。(3月 25日 ,1∞ 日)

石垣島では比較的各地に多く見られた。多くはパインのくずなどがすてられている場所に見られ,

そこに発生するハニなどの虫を餌としていた。

49. キセキンイ ′ИiO″ダ″α

“

燿笏
`π

石垣島: 新川,名蔵,宮良川など各地の河川,水田,畑などで観察

(3月 24日 ,25日 ,30日 ,31日 )

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内川など部落内の水田,海岸, 河川等で見, 浦内川上流のカン

ピラーの滝でも見た。C月 26日 ～29日 )

〔Ю. ハタセキンイ ″lθ′α湖′αα′bα

石垣島: 新川,宮良川河口で観察。(3月 25日 ,31日 )

西表島: 白浜で31羽 , ♀1羽を見る。(3月 27日 )

石垣島で見たものはすべて,ハ クセキンイであった。

51。 (ホ オジロハクセキンイ 』И10滋が″αα′bα ′anψJS)

西表島: 白浜の部落内で♂1羽を観察した。C月 27日 )

石垣 。西表島では,ハ クセキンイよりも多いと問かされていたが,他に観察した個体はいずれも

ハタセキンイであった。もっとよく調査すれば見られたかもしれない。

52. ビンズイ ス
"′

力お ″ガ摯翅雇

西表島: 白浜,祖内,干立などの部落内で多数観察した。(3月 27日 ,1器 日,29日 )

多くは群で部落内の畑などで餌をあさっていた。

田. ムネアヵタヒパリ 4漏んιs c″υJ"郷

石垣島: 石垣島ではいずれも冬羽の個体で名蔵付近 (3月 31日 ),および,宮良川河口近くの

パインエ場近くで観察した。

西表島: 白浜の海岸近くの草地で 2羽を観察した。いずれも夏羽の個体であった。

西表島の白浜で見た個体はほとんど夏羽に近い個体であったが,石垣島で見たものは大部分冬羽

のままであった。この差はどういうものであるかわからないが,今回観察したものは,換羽の最

中であったものと考えられる。

サンショウクイ科 CAMPEPHAGIDAE

54。  リュウキュウサンショウクイ ′ヒ肩ε
““

0″S′Jυαガεα′お ′墜

“

牧%

石垣島: 新川のパインエ場付近にて,鳴きながら上空を飛ぶ個体を見る。(3月 25日 )

西表島: 白浜,お よび白浜～祖内間,祖内部落,干立の各地で観察した。

C月 26日 ～29日 )

サンショウクイのヒリン, ヒリンと聞えるのに対し,チ リリ,チ リリと聞える高い声で鳴く。両

島でサンショウクイの方は全く見なかった。

ヒヨドリ科,PYCNONOTIDAE
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西表島: 白浜,祖内,干立,な ど各地で見る。 (3月 %日 ～29日 )

時にきわめて警戒心を示さないことがあり,小石をなげても逃ないこともある。

フクロウ科 STRIGコDAE

42.  リュウキュウコノハズク 0′多6 SaOps ι′θg″6

石垣島: 川平にて夜間多数観察した G月 29日 )

西表島: 白浜にて鳴声を聞き,祖内にて姿を観察した。 C月 26日 ,27日 )

ホホ,ホホと二声ずつくぎって鳴き, 内地産のコノハズタの声とは大変異にしている。 (♀ は時

,々キーキーというような声を発し, ♂を呼ぶかのごとく聞える。)

石垣 。西表両島とも, リュウキュウオオコノハズクを産するが,鳴き声の区別がはっきりしない

点があり,今後の調査課題であろう。

43. リュウキュウアオバズク 'MI裟″ sθ

“
′%′αιαわわ留θ

西表島: 白浜にて鳴声を聞く。(3月 26日 )

リュウキュウコノハズクよりも少し高い声で,ホホホホホホと連続的に鳴く。

カワセミ科 ALCEDIN]DAE

“

. カワセミ 4′6″ lθ α′′″s

石垣島: 宮良川河口,お よび,その近くの水溜 りに (3月 31日 ),名蔵川にて観察。C月 31日 )

西表島: 祖内,干立,浦内川の水田や河川にて観察。(3月 28日 ,129日 )

内地産のものより,色彩が一層あざやかに感じられる。

ツパメ科 HIRUNDINIDAE
4■  ツ′くメ  I″πι″αO πβ′′εα

石垣島: 宮良川河口,名蔵,自保,新川と各地で見る。(3月 24日 ～ん 日,30日 ～31日 )

西表島: 白浜,干立,浦内川,祖内, と調査した各地で見られた。(3月 26日 ～29日 )

多くは水田上などを飛ぶものであるが,渡 りの途中のものか,越冬した個体であるかはわからな

い 。

45。  リュウキュウツパメ 彫 /Z"あ た|″″6α

石垣島: 新川のパインエ場付近にて観察した。 その他の地区では飛翔中のものが多かった為,

ツパメと区別できなかった。

セキレイ科 MOTACILLIDAE
47. イワミセキレイ D″

":賀"協
lπ′滋ιS物〃

'α

6

石垣島 : 新川のパインエ場裏にて 1羽を観察した。(3月 30日 )

パインエ場の裏には,パインのくずがすてられていたが,そこに発生する′ヽ工などの虫を餌とし

ていたようだ。近ずくと近くのやぶの中へ入ってしまったが,技にとまって,時々尾を円形を描

くようにふっていた。石垣島では新記録かもしれない。

48。  キマユッメナガセキレイ ルわ′αご′′αノα
“
α滋′υα,π
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石垣島: 宮良川河日付近 G月 24日 ,25日 ,31日 ),お よび,名蔵川河口近く G月 30日 ),

名蔵の水田 G月 31日 )な ど各地に多い。

西表島: 白浜～祖内間,祖内～干立間,浦内橋近くの水田 (3月 26日 , 27日 , 器 日)など

各地。

3。 キアツシギ T"%gα  b“笏わω

石垣島: 宮良川河口で約 20羽以上の群を見る。G月 24日 ,25日 ,31日 )

34. インシギ T"%gα 乃ッタ0厖
““

石垣島: 宮良川河口近く G月 24日 ,31日 ), および名蔵川河口 (3月 30日 )や名蔵近く

の水田 (3月 31日 )な どで観察した。

西表島: 白浜の海岸,(3月 %日 ,27日 ), 白浜～祖内間の水田, 海岸 G月 27日 , 2日 )

祖内～干立間の海岸 G月 29日 ),浦内橋にて (3月 2日 )観察した。

石垣,西表両島共に多い。

35. チュゥシャクシギ Ⅳ%″″
"多

6〃物″

“

6

石垣島: 宮良川 (3月 24日 ),お よび,名蔵川河口 (3月 30日 )にて数羽を観察した。

1覧。 タシギ Gα′′′zτgο ♂湖物喚
"

石垣島 : 新川のパインエ場裏にて観察。C月 25日 )

西表島: 白浜～祖内間の水田 (3月 26日 )にて観察.

37. ォォジシキ Gα″′,協ヨ0″″″″′εル′F

西表島: 浦内橋近くの水田にて観察。(3月 28日 )

ツパメチ ドリ科 GLAREOLIDAE
38. ツパメチ ドリ G滋

“
ι′α解翻″′υα,7解

石垣島: 新川のパインエ場付近にて飛翔中の個体数羽を見た。(3月 31日 )

空中で餌をとらえているようで,いずれも成鳥個体であった。台湾では繁殖してお り,また近年

九州でも繁殖が確認されてお り,石垣島でも繁殖の可能性は十分考えられる。

ハ ト科 COLUMB]DAE
39.リ ュウキュウキジバ ト S′

“
″わゥι′′αο″'多′α″ss′ :解夕

"ガ
石垣島: 宮良川河口近く,お よび名蔵付近など各地で見る。(3月 24日 ,25日 ,30日 ,31日 )

西表島: 白浜,白浜～祖内間,祖内,干立,浦内橋など各地で見る。(3月 26日 ～
")日

)

40。 キンバ ト C力α′ω,乃ιψS′″″′θα

石垣島: 宮良川付近にて 1羽観察。(3月 31日 )

翼の光沢ある緑色と,赤 レンガ色した頭部と胸が対象的できわめて美しかった。数はあまり多く

ないようで調査中。ただ 1回 しか見られなかった。

41。 チュゥダイズアヵアォパト Sνあ物口ぉメ″″ωαθ z″
`″
′ο
"協

β

石垣島: 新川,名蔵,自保,宮良川河回近くなど各地。(3月 25日 ～26日 ,30日 ,31日 )

- 36 -



西表島: 早朝,祖内部落にて 1羽近距離より観察した。 G月 器 日), ヒタイナより赤味が一

層強く感じられた。

器。 バン C″′′刻 ;′αε鰯
"ゆ

お

石垣島: 宮良川河日付近 (3月 24日 ,25日 ),お よび名蔵川河口付近にて (3月 ∞ 日)そ

れぞれ数羽観察した。

西表島: 祖内,干立部落近くの水田,お よびその付近で観察した。(3月 27日 ,閣1日 ,29日 )

本種は,両島ともに数は比較的多いものと思われる。

チ ドリ科 CHARADRIIDAE
24. コチ ドリ C力απ滅油廃 ″π

"z“

、

石垣島: 宮良川河口付近 (3月 24日 ,25日 ,31日 ),お よび,新川のパインエ場裏にて (3月

25日 ,30日 )観察した。

25. ィヵルチ ドリ C力α
“̀″

万
“
s,滋α″

“
s

石垣島: 名蔵付近の本田にて, 1羽観察した。(3月 31日 )

2X)。  シロチドリ CIルα″
`″

″πs α′
“

,α,″|万1"“s

石垣島: 宮良川河口 (3月 31日 ),お よび名蔵川河日付近 (3月 30日 )にて観察した。

西表島: 白浜にて多数観察。(3月 26日 , 27日 )

27. ォオメダイチ ドリ CI″zα″万%s′ιsc力
"“

;%′′1′′

石垣島: 宮良川河口に広がる宮良湾の干潟にて 1羽観察した。(3月 24日 )

変|. ムナグロ P滋滋 ″S aO,〃|ガθα

石垣島 : 石垣飛行場内の草地で多数 (3月 24日 )お よび, 名蔵付近の焼いた畑地跡で観察し

た。(3月 31日 )

石垣島では越冬する個体も多いものと思われる。

シギ科 SCLOPACIDAE
29.ハ マシギ Cα′′″″S″″

"脇

石垣島: 白保の海岸で小群を観察した。(3月 25日 )ま た,名蔵の水田でも見た。(3月 31日 )

〔Ю. ァォァシシギ a蒻管α πιz滋′αガα

石垣島 : 宮良川河口およびその付近にて (3月 25日 )お よび, 名蔵川河口 (3月 30日 )で

数羽観察した。

31.ク サシギ T″π♂α θc力
",lβ

石垣島: 宮良川河口近くの池で 1羽 (3月 31日 )観察した。

西表島: 白浜～祖内間,祖内付近, 祖内～千立, 干立～浦内橋間の水田などではとんど1羽ず

つで観察した。C月 26日 ,″ 日,器 日,29日 )

群を作らず,ほ とんど単独で水田のあぜの上などにおり,人が近ずくと飛び立った。

32.夕 ヵプシギ r用
"ヨ

″ゴαπαα
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西表島 : 干立部落にて,飛翔中の個体 1羽を見る。C月 29日 )

飛翔中,胸～腹部にかけきわめて白っぼく見え♀の個体のようであった。

17. サシパ B“′αs″″
`"″

h^

石垣島: 宮良川河日付近にて飛翔中のものや電柱にとまっているものを観察した。

(3 `月  24 日, 25 日, 31 日)

西表島: 白浜,祖内,干立,浦内川の各地で見られた。(3月 26日 ,27日 ,1盤 日,29日 )

水田の近くで見られることが多いが,主としてカエルなどを餌としている為と考えられる。個体

数多く,本種は,渡 りの途中この八重山群島を通過するので,数も多く見られるのではないかと

思う。

B.カ ンムリワシ Sp′Jレッお c力η″

西表島: 白浜～祖内間で上空を高く飛翔する個体を 1羽観察。(3月 26日 ),3月 28日 には,

浦内川の川岸に生えるヒルギに止まっている個体 1羽をモーターボートより見た。ま

た 3月 29日 には,干立部落の対岸の山より鳴きながら飛び立った 1羽 と,も う1羽
,

祖内方面より飛び立った個体と混じえ上空を帆翔するのを見た。

干立部落で見た 2羽の個体は雄と雌のようで,すでにつがい形成期に入っているものと思われ,

繁殖も近いものであろう。島全体でも個体数はそれほど多くないようで,今後強い保護対策が望

まれる。

19. チョウゲンポウ Fα′
"′

′″a%,餞″滋S

石垣島: 新川のパインエ場裏にて,電線上にとまる個体 (18)を観察した。

(3月 25日 ,30日 )

本種は,付近の草原や畑に発生するトノサマパッタの一種をとらえ餌としていた。

ミフウズラ科 TURNICIDAE
Z)。  ミフウズラ 7“′霧′″

“

ιsa″わ″

石垣島: 新川のパインエ場裏にて数羽を観察した。 (3月 30日 ),ま た, 名蔵,宮良川河口近

くでも鳴き声を聞いた。C月 31日 )

当地は,畑や草地あるいは,土がむきだしになっている所があり,雌はウシガエルの声のような

ウーウーという鳴声を発し,そのまわ りに数羽の雄をひきつれているのを観察した。おそらくデ

ィスプレーの最中であったものと思われ,こ の習性は,タ マシギによく似ているところがある。

雌が好んで鳴く所は,いつもほぼ同じ所で,背の低い草地など比較的ひらけたところや,裸地,

草を焼いた跡地のような所であった。

クイナ科 RALL]DAE
21. オオタイナ Rα′″%ra口餞笏αlZぉ

石垣島: 宮良川河口近くの川岸を歩いている個体を 1羽観察した。(3月 31日 )

2. リュゥキュゥヒクイナ コ|"7`Z“じメ
“
s"p滋歿″ツgα
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8。 チュゥサギ Eゼ鰤ι′′αJ婦″ッ%″′α

石垣島 : 名蔵川河口 (3月 30日 )や新川のパインエ場付近 (3月 31日 )な どで観察。

西表島 : 祖内付近,白浜～祖内間,祖内～千立,干立, 干立～浦内橋間, など各地の水田で普

通に見られた。 (3月 26日 ～29日 )

9.コ サギ E:申ι″α♂α″グ滋

石垣島 : 名蔵付近の水田で観察した。 (3月 30日 )

西表島 : チュウサギと同様,白浜～祖内間,祖内付近, 祖内～千立,干立, 干立～浦内橋間の

本田でチュウサギと共に見られた。 (3月 26日 ～29日 )

10.ク ロサギ E′|グ

"sα
σ″α

石垣島 : 宮良川河口部で多数観察 した。 (3月 24日 ,30日 )

西表島 : 白浜,祖内,千立の各部落の水田や海岸で見た。 (3月 27日 ～29日 )

石垣島新川の海岸で,本種の自色個体を 1羽観察した。 (3月 25日 )

11. ムラサキサギ И滋 ″ ♯)%“η

西表島 : 白浜～祖内間の水田や,その近 くで計 4羽以上観察した。

(3月 26日 ,♀ 1羽 , 3月 28日 , 3羽 , 82羽 ♀1羽以上)

警戒心強 く,大部分の個体は水田近 くの松などの樹上にじっととまっていることが多く,危険が

さると,静かに水田や湿地にお りてきて餌をとりだす。八重山群島では繁殖の記録がある。 6は

♀に比べ,胸の紫色などが美しい。

ガンカモ科 ANATIDAE
12.ヵ ルガモ 4裂雰夕

“

αあ″り
“

|ルα

石垣島 : 名蔵川河口,新川のパインエ場付近で見た。 (3月 30日 )

西表島 : 祖内・干立部落,浦内橋近 くのいずれも水田より飛び立つ個体を見る。C月
“

日,

29 日)

13. コガモ И鰍雰 επ
“
α

西表島 : 浦内橋近 くの水田で死体 1羽 (3)を見る。 (3月 28日 )

ワシタカ科 ACCIPITRIDAE

14. ミサゴ Pα,″|あ

"′
'α

l″″′%S

石垣島 : 名蔵川河口近 くで 1羽見た。C月 31日 )

西表島 : 白浜 (3月 26日 ,27日 )や浦内橋付近 (3月 28日 )にて見た。 数はあまり多くな

い 。

西表島では確実に繁殖しているものと思われた。

15.ツ ミ Иb″夕′彪夕
`多

′α″S

石垣島: 宮良川河口近くで飛翔中の個体 1羽を見た。C月 24日 )

16。 ハィタヵ 4o″pJ′ι夕斃お
“
s
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1976年度の調査により石垣島・西表島で記録した種類について

カイツプリ科 PODICIPIT即4E
l.カ イツプリ コο″′6″s働

“

ω′″s

石垣島 : 宮良川河口で 1羽 (3月 24日 ), 3羽 (3月 31日 )を観察した。

ウ科 PHALCROCORACIDAE
2.ゥ ミウ r吻口比κ

“
aη

“
a″ ′′α物%`θWS

石垣島: 宮良湾内の岩礁上で数羽 (3月 24日 )を観察した。

サギ科 ARDEIDAE
3. リュウキュウヨシゴイ Iκοレツ″協Sα物 ‐″欣%S

石垣島: 名蔵川河口近くで観察した。 (3月 30日 ,31日 )

西表島: 白浜～祖内間,祖内,干立,干立～浦内橋間の水田などで観察した。(3月 %日 ～29

日)

飛び立つと,ヨ シゴイよりやや大きく見え,ま た,かなり赤味が強く見えた。両島とも個体数は

比較的多いものと思われる。

4.ズグロミゾゴイ COttα″%S″ι′α
'η

J″力πS

西表島: 千立部落で 1羽観察した。(3月 29日 )

本種は,1日名タイワンミゾゴイと呼び.台湾にも生息するミゾゴイの亜種である。いままで石垣

。西表島両島や黒島に記録があるが,その生息状況はあまりはっきりしていない。今回見たもの

は,部落近くの水田に隣接した暗い林中の路上を歩く個体で,おそらく餌をさがしていたもので

あろう。頭頂部の黒色はかなり目立った。

5. ササゴイ Bπわガa`咎 S′″
'α

′%s

西表島: 白浜～祖内間,祖内～干立間の水田 (3月 26日 ～28日 ),お よび浦内川 (3月 29日 )

にて観察した。数は比較的多い。

6.ア マサギ B%ら%脇暦 孤

'S
石垣島: 宮良川河回 (3月 24日 ),新川のパインエ場付近 (3月 25日 ),お よび名蔵川河ロ

付近 (3月 30日 ),名蔵付近 (3月 31日 )と各地で観察した。

西表島: 白浜～祖内間,1祖内～干立間の水田に多く見られた。 (3月 %日 ～29日 ),

頭部が明るい栗色をした夏羽の個体はまだ少なかった。また,水牛とともに行動するものも多く

見られた。

■ ダイサギ Eレ |グ″ αJうα

石垣島: 名護付近と宮良川付近で観察 した。G月 31日 )

西表島: 祖内近くの水田で観察した。(3月 29日 )
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調査結果及び考 察

1975年の調査は石垣島で2日 間であったが, 翌 1976年の調査では計4日間ぐらいとって, 各地を

じっくりと調査したので記録した種類数もずっとふえた。 西表島の方は, 1"5年と 1976年の両年と

も約 4日 間ぐらいとったのではぼ記録した種類数も同じくらいである。ただし今回の調査は 2度 とも内

陸の島を中心に調査し, 倉田 (1966年 )の仲ノ神島や鳩離島のような離島の調査も行なわなかったの

で,ア ジサシ類, ミズナギ ドリ類などの海鳥類の記録はほとんどない。

この調査によって,1975年においては,石垣島で7科 11種,西表島で 22科 45種, 石垣・西表

両島でまとめると 22科 46種を記録した。翌 196年では,石垣島で 27科 60種,西表島で 22科

53種 (2亜種を含める),石垣・西表両島をまとめると, 27科 75種 (2亜種を含める)の鳥類を記録

した。この 2年間の記録を合わせてみると,石垣島では,27科 61種, 西表島では 23科 64種 (2

亜種を含む),両島で計 28科 82種 (2亜種を含める)の鳥類を記録したことになる。〔Table l〕

この記録は日本鳥類目録の 20種には遠 くおよばないが約 10年前の夏期の記録,倉田 (19∞ 年)

の西表島 22科 38種よりはるかに多い。以下は,19%年の鳥類調査結果と,1975年 の調査で記録さ

れた特記すべき種類と,翌1976年の調査には記録されなかった種類をまとめたものである。 また, 今

回の調査中,撮影できた種類のいくつかを示した。 〔Fig 3〕
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状況を調査した。両島の鳥類の観察を通して前年度 (1975)の 同地の記録とあわせると。わずかながら

興味ある知見が得られたのでここに報告する。

なお,こ の報告をまとめるにあた り,直接に数々の助言ゃ 1975年 の調査資料を提供していただき,

かつ,19%年の調査にも同行いただいて常に協力をおしまなかった本校教諭, 加倉井憲一氏に深く感

謝する。また,調査に同行し協力をいただいた本校,高校 3年の天野太介君にも謝意を表する。

石垣島・西表島の概況

入重山群島は,現在日本の領上の最南端かつ最西端に位置しているが,こ の群島の主要島石垣島は,

鹿児島県から約 1122 km,さ らに西表島は石垣島より約 25 km南 にある。西表島は島の周囲が 77 km,

面積は 2∞ km8を もち,石垣島の方は,周囲 ∞ km,面積 2"km2で沖縄本島につぐ2番 目, 3番

目の大きさの島である。西表島における気候は,年平均気温が 23.5° C(東京では 14.7°C),雨量も多

く,年間降水量が 2“Omm,(東京では 1563 mm)である。ほぼこの地域は,海洋性の亜熱帯気候に

属している。地形は,石垣島は比較的平坦な島であり,古 くから全島に開発が進んでいて,特に,パ イ

ナップル,サ トウキビ畑,水田等が多く,ま た現在では観光地化もかなり進んでいる。一方,西表島は

石垣島と違って平坦な所が少なく,村落もきわめて少なく水田がわずかにあるが。それ以外は大部分,原

生林でおおわれた山々が海岸までせまり, 全島の約 90%が 亜熱帯性のジャングルに覆われ,原始的

景観を呈している。ここは現在第 24番 目の国立公園に指定され,浦内川や仲間川を代表とする河口部

には広大なマングロープ林が発達 していて熱帯の河川を思わせるところである。そのほか,西表島特産

のヤエヤマヤシ, ミミモチシダ,ニ ッパヤシなど珍しい植物も生育している。また,人間も容易にふみ

入れないような原生林には,有名なイリオモテヤマネコが生息し,そのほか,ヤエヤマオオヨウモリな

どの特産の珍しい哺乳動物や,蝶など,昆虫も多数生息する。石垣・西表両島とも島の周囲の海岸には

美しいサンゴ礁が発達 している。石垣島の川平湾などは特に有名である。

調査期間及び地域

調査期間は 1975年では,石垣島にて 3月 24日 と 25日 の 2日 間, 西表島は 3月 26日 から29

日までの 4日 間である。1976年では,石垣島にて 3月 2日 ,25日 の2日 間と3月 29日 から31日

までの 3日 間,西表島は 3月 26日 から 29日 までの 4日間である。

調査地域は,1975年では石垣島は宮良川河口およびその付近, 西表島はおもに西部方面を中心とし,

白浜,祖内,干立,浦内,南部の高那,東部の大原の各部落とその間,1976年では, 石垣島は,宮良

川河口およびその付近,新川にあるパインエ場付近,名蔵川河日付近,川平,名蔵部落,自保部落付近,

西表島は西部のみで,白浜,祖内,干立の各部落およびその間の水田地帯,浦内川およびその上流部の

カンピラーの滝付近である。
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八重山群島石垣島および西表島の鳥類

清 棲 保 之

緒    言

日本の南端に位置する南西諸島は,弧状をなして南に細長く点在する多くの島々よりなり,北は屋久

島・種子島よりはじまり,奄美大島,徳之島,沖縄島,宮古島,石垣島,西表島,与那国島などの代表

的な島々が含まれている。これら南西諸島では,島によっては,明確な動物分布の違いが見られ,屋久

島と奄美大島との間に渡瀬線, 沖縄島と宮古

島との間には蜂須賀線 (沖縄線)に よって動

物分布上の境界がなされ, それぞれ島によっ

て鳥類を含める動物相の相違が見られる。 南

西諸島のうち最南端に位置する石垣島, 西表

島, 与那国島などの島々は八重山群島と呼ば

れ, 鳥類でも特に南方系の種類を多産し生物

地理学的にも大変興味をもたれるところであ

り,学術的に重要な地域である。 第 2次大戦

後は米国統治下にあったが, 昭和 47年,琉

球諸島が日本本土へ復帰してからは急速に交

通の便が整ってきており, 以前に比較すると

訪れるのもはるかに容易になった。石垣島に

比べ西表島の方は, 以前はきわめて交通が不

便であった為に, 鳥類の調査活動などはほと
Fig l.  P'osition of Yaeyan■ a ls,and lrioコ 00te,Isigaki

lsland                    んどなされていなかったが, 復帰後は多くの

研究者や学生などもさかんにこの島を訪れるようになり,特産種や亜種の分布,生態の調査研究が行なわ

れるようになった。八重山群島の西表島・石垣島の鳥類についての研究は,近年では,山階鳥研報 :倉田

篤 (1966)黒 田長久, 高尾鉄夫 (1%9)黒田長久 (1961・ 1972)の 論文があり, 倉田は 1%5年 8月

15日 ～25日 までの間で西表島で 22科 38種 (亜種を含める)の鳥類を記録している。黒田の方はく

わしい研究で 1971年 の論文は 1970年 の 9月 ～10月 の調査で西表島では 60種を記録し, 1972年

の論文では 1972年 5月 ～6月 の調査で石垣島で25種 ,西表島で 31種を記録している。日本鳥類目録

改訂第 5版 (1974)に よると, 石垣 。西表両島において約 220種の鳥類が記録されている。

今回,筆者は 1976年 3月 24日 から 31日 の約一週間, 石垣島と西表島の両島を訪れ, 鳥類の生息
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31. Guido Rene(157卜16盤)ボ ロォニァ生まれのイタリア画家。カルラッチィ門下の秀才で折哀

派の代表作家。

32. Cesare Ripa,Iconologia 1598年 初版。1764年以降フェルモの司教 CeSare Orlaldiの 出

した増補注解版。

① 古代学では肖像研究。古代ギリシャ,ロ ーマの肖像についての解釈研究。

② 美術史学では図像学すなはち美術品特にキリス ト教美術作品の意味内容を研究する。

33. Romewl HoOghe(1“ 卜1708)オ ランダの銅版画家。

34。  この宮殿は現在の リュクサンプウル美術館になり, その三階の廊下 を 1鬱2年 アンリ四世紀

Marie de Medicisが自己の画伝を描かせた。その 21枚の大作はルウブールのサン・ ド・ リ

ュウベンスにある。

35。  Daniel Gran(16%4757)ゥ ィーン生。 パロック画家。 寓意的天丼画やウィーン王室図書館

天丼画を描く。

36. Fran∞is欧〕Moyne(1“ 8-1■7)ルイ十五世時代のフランス画家。ヴェルサイュ宮の天丼画

を描く。

37. Allegorie ヴィンケルマンは寓意を絵画の最高目的にする。非感覚的なものや日に見えないも

のを表現する。Allegorie,Fabel,Para腱 1,Metapher und S3籠lb01を 一緒にして,意味の

広いアンゴリイに取っている。 ギリシャ語の原意は他の方法によって語るという意味である。

最初はある表現を用いて, その指示する以外の事柄を表わす意味だったのが, 後に図あるいは

記号をもって暗示せられ描かれるものすべてを云うように扱っている。

“

.ホ ラティウスの詩学から取り出している。

Aut prodesse v01unt aut delectare poetae

Aut sinlul et iucunda ct idOnea dicere vitae (Art. poet. v. 333f。)

39.  
′rext(Cedanken iber die Nachahnlung)S. 39

40。 『深田康算全集』第 3巻 (玉川大学版)59頁

固有名詞や歴史関係の事項などで次の辞典類を参照した。

文 芸 事 典

岩波小辞典西洋美術

″  西洋文学

″  哲  学

ドイツ文学案内

ギ リシャ・ローマ神話辞典

ギ リシャ 。ローマ古典大学参照事典

正

　

武

賢

富

春

田

原

田

塚

津

荒

村

桑

粟

手

高

人 編

潔 編

夫 編

三 編

雄 著

繁 著

出 書

波 書

央 出

河

岩

中

房 (昭和 30年)

店 (沼和 31年)

(昭和 31年 )

(昭和 33年 )

(昭和 35年 )

(昭和 49年 )

版 (昭和 46年 )

ド イ ツ 史        林  健 太 郎 編   山 川 出 版 社 (昭和 40年 )

ドイツ語固有名詞小辞典     」ヽ 池 辰 雄 編   研  究  社 (昭和 39年 )

なお,沢柳大五郎訳『ギリシャ芸術模倣論』の訳注を参照することも多かった。
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15. To`t(Gedalken ilЮr die NachahmШ lg)S。 7

16。 世界の名著『 プラトン I』 田中美知太郎編 (中央公論社 昭和 43年)に よれば,体育術につ

いて取り扱っている部分は,『饗宴』187a。『 ゴルギアス』45m,`61b,465b,■ ■,5Bc,20b,

PlatOn(前 427-前 譴つ は SokrateSに 学び,イ デア説を, その哲学の本質とし, 晩年はア

カデミーを開いた。その学派から Aristoteles(前

“

牛前 322)が出て,後世に多大な影響を

あたえた。彼の『詩学』は有名である。

17. Text(Gedanken iber die Nachahmung)S.10

18.         ″                   ″       S. 10

19.        ″                 ″      S。 11

20.     ″           ″    S.11
21.        ″                 ″      S.11

2. Giovanni Lorenzo Bel■ ini(1598-1680)ヴ ィンケルマンは彼の手法に反駁している。イタリ

アのバロック芸術を代表する最大の建築家, 彫刻家である。 彼の彫刻は激しい動勢,切迫した

緊張感に盗れている。

23. Antin∞s Admirandusは 小アジア Bithyniaの ClaudiOp01iS生 まれの美少年 HadrianuS

皇帝のちょう児で紀元 130年ニル河で溺死 した。この像はヴァチカン所蔵。

24.ギ リシャ神話中,光明,医術,詩詞,音楽,予言の神。 美術家はこの神を着々しい強健な姿で

表わすか,優雅な楽人 ミューズの長として扱う。14“ 年頃発掘されたベルヴェデーンのアポロ

である。ヴァチカン所蔵。

25。  ■
｀
ext(Giedanken iber die Nachah■ lung)S. 14

26. Teukros ギリシャの彫石家。 ここにいう作はアメティスト製で古いアンドレイニ収集中にあ

り,今フィレンッェの美術館にある。 ヘラクレス (狂える)が腰をおろして裸体の女性を引寄

せる図絵。

27. Parrhasios(前 約 420-345)ギ リシャの大画家。

28.Koisch∝ Kleid 小アジアの kOS島に由来する衣で極めて薄く身体の線がはっきり透いて見

える。アフロディテ等の女体像はその例である。

29. Text(Ged劉 [ken ulКr die Nachahmung)S.20

Eine edle Einfalt und∝11le Grt,3eに ついての古代美のシェーマはフランス文学 (コ ルネイ

ュ, ラスィーヌ,ラ 。ブリュイェールなど)やスェーデン女王, デカルトの庇護者クリスチ…

ネ (162い89)の文章の影響を受けている。上記のことを,滝沢寿一氏は『C.JuSti,・WhCkd・

maml und∞he Zeitgen∝ sen』 (5。 Aun.Hrsgo von Walter Rehm.Bd l-3.Kё ln

PhaidOn‐ Verlag 19“)を考察して,『古典期 ドイツ文学榛記』 (風間書房 昭和 44年)の ヴ

ィンケルマンとフランス古典主義で取り扱っている。

∞.『アエネィス 1』 15卜■
"行
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1)Smdschreiben i“rdた Gedankm Ю n der Nachahmmg“ r griechヽchen Wer腱

in der Malerei und BlldhauerkШ lst.『寄書』は『模倣論』 の出版後,1755年 ローマ

出発前に批評家達の異論あることを予想 して書かれた。

2) Erlauterung der Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der

Malerei und iBildhauerkunst; und Bleantwortung des Sendschreiben iber diese

Gedanken.『解説』は反駁や反対説に対する答弁の形式でローマで書かれた。17“ 年 ドレ

スデン出版『模倣論』第 2版に『寄書』『解説』 もまとめられた。

3.略 して Erla■erung(TeXtの RECLAM版 )S.η

4. Brief Winckellnanns in・ Verbindung nlit Hlans I)iepolder]肛 erausgegeben von Walter

Rehln(Druck von Walter de Gruyter Berlin 1952)S.176友 人 BerendiSへ の書簡

ユ 『深田康算全集』第 3巻 (玉川大学版 昭和 侶 年)『キンタルマンに就て』51頁

6.上 記の TeXt(Gedaltten uber dた Nadnhmmg der griechischen Werke)S.3

7. .上記の Text(ErlautertШ[g)S,75 Meine kleine Schri■ ist n‐ fir einige K∝ mer der

K:iinste geschrieben。

8. August II。 (167卜173)ア ゥグス ト大公。ザタセン選帝侯 としてフリドリッヒ・アウグス トー

世ポーランド王をかさねた。 大公の所有 した古美術品が ドレスデンの王室美術館の基礎になっ

た。ヴィンケルマンは大公の息子ティトゥスと呼ばれたフリドリッヒ。アウグス トニ世 (169ト

1763)に この書を献 した。二世は主として近世の絵画と銅版画を収集 した。

9。  Text(Gedanken tiber die】 Nachahnlung)S. 4

10.     ″          ″    S.4

11.    ″           ″    S.4 Nikomachosは 紀元前 4世紀, テパィ

出身の画家である。

12. ラオコーン像, ヴィンケルマンが広 く世人の注目を喚起 した。 その後いろいろと論議の対象と

なった。 LAOK00Nは トロィアのアポロン神の祭司, トロイア戦争の時,ギ リシャが計略 と

して用いた木馬に槍を投げつけた。 それで神々はその非礼を債り, 彼が海神ポセイドンに供物

をそなえている際,二匹の大蛇を遣って彼とその 2人の子とを絞殺させた。この伝説を扱った

有名な大理石群像がローマのヴァティカン美術館にある。15“ 年ローマのティトゥス浴場遺跡

付近で発見されたもの。 作者はロドス島の彫刻家アゲサンドロス, ポリュドロス,アテノドロ

スの 3人で, 制作年代は前 50年頃と推測される。 ヴィンケルマンは古典期のものとして誤

る。 動揺と激越とに美を見出したヘレニズム時代の典型的な作品の一つである。 後世の誤った

修復によって部分的に原作の姿がゆがめられる。

13. Polykleibs 前 5世紀の大彫刻家で人体の均衡を研究した。

14. Diagorぉ 。Pindaros(前 22-前 48)の 『オリンピア頌詩 VII』 に歌われたロドス島出身の

角技優勝者。
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鑑識家は思考することを得て,趣味の愛好家はそれを学ぶだろう。

Der Pinsel, den der Kiinstler ftihrt, soll im Verstand getunkt sein, wie jemand von dem

SchКibegrirel des Aristoteles gesagt hat:Er mll mehrこ 三二enken hi■erlぉsen,als wぉ er

dem Auge gezeigE, und dieses wird der Kdnstler-erhalten, wenn er seine Gedanken in

AllegOrlen.nicm zu verstecken,sondern einzukleiden gelernet hat.Htt er einen Vorwurf,

den er selbst gewahlt, Oder der ihnl gegeben wOrden, welcher dichterisch genlacht, Oder

zu machen ist,so wird ihn樫 三里堕 Kun雙_12egel"ern,und wird das 191墨 二,Welches E=Q里壁

theus den 《3)Ottern raubte, in ihm erwecken. Der Kenner wird zu denken haben, und der

blo8e Liebhaber wird es lernen.an

以上が作品の主な内容である。たしかに内容に対して,不十分さ,意を尽くさないところや美術史上の

誤謬もあったが,あ くまでもこの作品はヴィンケルマンにとって最初の作であったのである。 ドイツに

おいてはじめて,一つのまとまった形で,開かれた美の古典の窓となったものである。それに対する評

価は,ゲーテやヘルダーが認めてくれた。 最後にまた深田氏の言葉を引用する。40「マダム・ド・スタ

エル (Mme de Staё l 1766-1817)が 已に評した様に『キンケルマンの云ふ如く,ギ リシャには気高い単

純があったであろう。然 し単純を吾々近代人が真似るならば,夫れは単純ではなくして偽善である。』こ

れは言ふまでもない。唯私はキンタルマンの功績は猿の様にギリシャを模倣せよと云うた点にはなくし

て,ギ リシャ精神を吾々の物としたいと考へた点にあると思ふ。歴史は実は過去ではない。ギリシャ美

術は過去の一時代一国民の残 して置いた遺物ではない。さう考へた所にキンケルマンの事業の意義があ

る。」この深田氏の評はこの作品とヴィンケルマンに対して,最も適切な,至当な表現ではなかろうか。

それ以上,今のところ追筆 しようとは思わない。唯ヴィンケルマン生誕 2"年 そして死 して 200年の

記念の年を想起しながら,彼の現在的意義を,改めて間うていきたいものである。 (1976.3。 )

IV. Anmerkungen(注 )

1.テ キストに次の原書を用いる。

Wickellnann:(Gedanken iber die Nachahnlung der griechischen マVerke in der

Marelei und Bildhauerkunst(Philipp Reclanl Juno Stuttgart l〔 69),Winckelmann

lヽrerke in einelm Band(Aufbau‐ Verlag Berlin und Weilnal l(冶 9),JOhann Joachiln

Winckellnann: Kleine Schriften Vorreden u. Entwirfe(Herausgegeben vOn マValter

Rehm de Gruyter Berhn l%8)こ の著書はヴィンケルマン生誕 250年の記念出版で,小論

文と序文を集めて編集された。なお沢柳大五郎訳『ギ リシャ芸術模倣論 (訳注)』 (座右宝刊行会

昭和 18年版)を参照する。この沢柳氏の訳書は,当時 3500部 しか出版されていなく,文体は

古いが,非常に美しく簡潔である。 また恐らくそれ以外に訳されていない点で, 写真入りの貴

重な研究資料でもある。

2。 この二つの著書の題名は,
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日まで彼の後継者がいない。彼はギリシャ以後の最大の彫刻家である。彼は原型のすべての感覚的部分

とその美しさとを彫像そのものにして表現 していくのである。 16世紀のイタリアの美術家 ヴァサリ

(GlorgioコVasari 1511-1574)は ミケランジェロの創案を記述している。 ミケランジェロの手法は,水

容器に原型を入れて,はじめる。そのわきで像を彫っていく。その水そうの水量と目盛とクボミ,水と

高低と輪郭そして彫り去るべき分量,原型と水の描く線と形といった関係がはっきりして,原型と彫像

との正 しい比例関係を把握する。そして水によって何回も操作 して,像の細部をとらえる。もはや原型

が古代趣味にあって,すばらしく作られていればよい。この方法で ミケランジェロは完全に成功した。

現代の美術家はこの手法を認めているが,生活のために手なれた目測でやってしまう。従って像は不正

確を免れない。初心の美術家が長い研究の後, ミケランジェロの手法に導かれれば,彼と同じく,ギ リ

シャ人に近づくだろう。ギリシャ人の彫刻の讃辞はまた絵画にも言える。 しかしローマなどでの発掘に

より,作品の数は少ない,モザイクもわずかである。 しかしプーサンなどが模写して,研究したものも

ある。そうしたものから,決定的なことはいえないが,ギ リシャ彫刻家の美しい均衡,身体の輪郭,及

び表情の知識は当然当時の画家にもあった。この音代画家の認めていた美術の部分を,ま た近代の画家

にも多く影響を与えている。 しかし遠近法,色彩,絵画の主題や種類などは勿論近代人は優越 している。

また古代人は馬の四脚の交叉運動をあやまってとらえている。現代風景オランダ画家達は油絵,色彩,

自然に於いても美しさを加えた。芸術の発展のために前進する人は常に危険と孤独に会う。しかしそれ

を要求する。聖者,神話,転生を取り扱った画題を, 2,3世紀この方繰り返してきたが, もううんざ

りする。賢明な美術家は神話などにかかわらず,詩人として想像した画に努める。絵画は題材を求めて

非感覚的なものへ進んでいくことである。それはギリシャ人も追求した最高の目標である。今や画家達

は事物を感覚的にする学識的図像集を要望している。 リパ38の「図像集」や ドウ・ホオゲ33の「古代民

族図像」 などは美術家に喜ばれている。 ドンスデン王室画像はたしかに世界一流の宝庫ではあるが,

歴史画,寓意画,詩的画が少ないのである。大画家ルーベンスは新 しい詩人としての画道を開拓した。

特に「 リュクサンプウル宮の壁画」34は銅版家によって一般に知られている。 ルーベンス以後はダニユ

ル・グラン85やルモワヌ80の作品などがあげられる。すべての神話集,古今の優れた詩人の著作,諸民

族の英知,古代の遺物などの集大成した物が,美術家のために要求されるのである。このようにして古

代人の模倣への偉大なる領域と古代の高筒な趣味を我々の作品に与えることが出来るだろう。今日の装

飾趣味の堕落とそれからの脱却は室童:」1塾:塾1墾i堅lisLII壼 i塑1整錘i墜IL7か ら始まる。 寓意による英知から

小さい飾りも,その場にふさわしいものにする。どの画をどこにどのように置くか徒労することがある。

またその場所にふさわしくない絵を描かせたりして,絵の価値をおとさせたりする。そういったことに

対して,寓意は意味を持ち,英知によって趣味を高めるのである。また建築の装飾も考えなおさねばな

らない。結局,芸術は二重2目 的を持っているものである。それは基上豊至整:■

`2里

:塑ユ :」:塾立生△:笙

塾ヱゑ登三二2■と登。(Alle Kimste habell dnen gedoppelten Endzw∝ k:sie sollen Кrgnigen

und ZugleiCh unterriChten・ )38今や芸術家は自分の筆に知性を注がねばならない。自分の思想に寓意

の衣を着せることにより,自分の芸術に生命が吹きこまれて,神々から奪った火は燃え上がるだろう。
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我々はこの偉大な人間と同様にその悲痛を耐え得ることを望む。その偉大な魂の表現は美しい自然の造

形をはるかにしのいでいる。そして作家が感じる, die Starke des Geistesを 大理石に彫 りこむの

である。この点でギ リシャは芸術家と哲学者をかねてい上p英知は芸術に手をさしのべ,その立像に平

俗な魂以上のものを吹きこんだのであろう。その英知の性格を持たない作品は確かに激情過ぎて誇張に

なる。静と動の統一美の点でラオコーン像は素晴しく,静かであると同時に動であるには,_魂の独自性

が要求される。またこの対立と統一の手法が十分に生かされている。今 日の作家は, これとは反対のも

のを求めていないだろうか。対照の過大さを主張する嫌いがある。美術もまた人間と同じように青年期

があるように,誇張や人目をひくことを好む時期がある。最初のギリシャ画家も恐らくそうであったろ

う。やは り秀作は時を必要とする。弟子には激しいものや一時的なものが見られるが,巨匠には節度と

堅実さがある。 芸術の大家はこれを獲得する難 しさをよく知っている。 ギリシャ像の高貴な単純 と静

かな偉大さは,同時に全盛時代のギリシャの著作家やソクラテス派の作家達のシンポルでもあった。それ

ではこうしたギリシャ芸術の真髄を受けとったラファエルロについて述べよう。彼の秀れた偉大さは,

古代人の模倣から勝ちとったところである。彼は古代人の真の性格を鋭く感じ,と らえる素質と才能を

もっていた。また我々はそのような美的眼と古代人の趣味で,ラ ファェルロの作品を鑑賞しなければな

らない。その時彼の作品の崇高さが我々に開かれるのである。ヴェルギリウスの歌う,『アエネイス I』 80

のように「美なるもの, 静寂そして威厳は我々をただ沈黙させる。」]グ ィド作の聖 ミカエルなどにも,

そのような深い感動と沈黙をおこさせるものがある。また ドレスデンのラファエロの絵シス トオのマ ド

ンナは有名である。そのマ ドンナは無垢で,母性の崇高さを聖なる静かな姿の中にたたえている。また

あの古代人の神々の像の静寂を保っている。その全体像が偉大で高貴なのである。その幼児は無邪気で,

神の光を受けて気高い。そのわきの聖女は魂の敬虔な静かさに満ちている。その顔は優しい魅力をふく

んでいる。その反対の聖者は威厳を保っている。聖女と聖者の手の対位美,静と動の美がある。時はた

しかに生々した光と色を奪うが,作者が生命を注いだ魂は作品になおも輝いている。オランダ派の絵を

見るようにしては, ラファエルロの美はわからない。

美術家はギリシャ作品の模倣について,美 しい自然 (人体),輪郭,衣文や高貴な単純さと静かな偉大

さを研究した後,い よいよその制作きを探究するだろう。ギリシャ人は作品の原型をロウで作ったが,近

代人は粘土とそれに似た物質で作った。粘土では湿りと乾きで像の各部をこわす。ロウではそれがない。

粘土の原型を作り,それを石膏にとり, ロウの中に入れる。ギリシャ人の大理石像を彫る手法は近代人

より正確で微細であった。現代では普通の操作は原型を完全にしてから始める。これでは原型のデコポ

コを正確に彫ることは難しい。内部と外部の輪郭の表現も不可能である。これでは独力では出来ない。

大きな制作でも彫りの深さの限度が定められない以上難しい。最初に完成への深さまで彫ってしまうと

誤る。原型の線は消えて,その度に引きなおして,正確さがなくなるからである。この誤りを知った美

術家は古代彫刻に応用 した方法を用いた。それは糸による方法であった。この方法も像の輪郭を不正確

にする。像の正しい比例を見出しえない。確かにこの方法は今日まで価値を持っているが,自作の原型

による制作は不十分である。 ミケランジェロはその前に誰も知らなかった 方法を発見した。 しかも今
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へ発展させるという一つの美的規準を持つ。このような規準をものにして,プーサンのように自由にふ

るまえるようになる。そ うして始めて自然の模倣にまかせることが出来る。そのことについて ミケラン

ジェロは言っている。
"Derienige,welcher besttndig andern nachgeht,wird nieinals VorauS

komコnen, und welcher aus sich selbst nichts Gutes zuコ nachen wei3, wird sich auch der

sachen vOn anderen nicht gut bedienen。 `` Seelen, denen die Natur hold gewesen, haben

hier den Weg vor sich offen, Originale Zu Werden・25 こうして独創出来るようになる。ラファ

エルロは古代美の模倣から出発 して自然を追求することになった。彼の描く人物は自然模倣の中にも,

ギリシャ的手法の高貴な輪郭と崇高な魂が表現されて,その価値を得た。確かに自然模倣だけでは,輸

郭の正確さは学ぶことが 出来ない。 それはギリシャ人からのみ学ぶことが 出来る。 その高貴生__堕郭

(der edelste Kontur)が ギリシャ像の中に最美の自然と理想美を統一させるのである。 ルーベンス

(Peter Paul Rubens 157卜1640)で さえ,そ のギリシャ理想美には,及ばなかった。特にギリシャ美

術を研究する以前は著しくよくなかった。なおさら近世作家は問題にならない。この点で ミケランジェ

ロは古代美術に近づいた人であった。確かにギリシャ手法 (輪郭)が筋肉と人体に於いて成功したが,

しかし女性のギリシャ的表現は十分ではなかった。ギ リシャの芸術家はどんな像をも,その輪郭を的確

にとらえた。ディオスクリデス作のディオメデスやベルセウスまたテウクロス20作 のヘラクレスやイオ

ンはその良い手本である。パルラシオス87は この面の優秀な作家であった。ギリシャ彫刻では, また肉

体の美しい骨格をいかんなく表現 している。 そしてその例として ドレスデンにある作 品 アグリッピナ

(Agrippina)ゃヴェスタンス (VeStaleS)をあげることが出来る。

特に衣茎 (die Draperie)23 の美が古代作品に於いて美しい人体と高貴な輪郭に次いで (naCh der

sc“nen Natur Шld dem edlen Kontur)長所になっている。そして近代人と古代人の衣文の表現方

法はかなり異なり,古代人はその衣文を非常に柔かく流れるようにとらえている。ここでヴィンケルマ

ンのギリシャ芸術を決定づけた美しい言葉を ドイツ語で引用 したい。この言葉について,多 くの学者が

注目し,また問題にしてきた。

1)as allgerrleine vorzagliche lKennzeichen der griechischen Meisterstacke ist endlich eille

edle lEinfalt,und eine stille(Gro3e,sOwOhl in der Stellung als im Ausdruckeo So wie die

Tiefe des Meers allezeit ruhig bleibt, die Oberfliche mag noch so wtiten, ebenso zeigt der

Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine groBe und gesetzte

Seele.:s

「ギリシャ芸術品一般に卓越した特徴は, 結局 その姿勢と表情とに於ける, 高貴な単純 と静かな 偉大

さとである。あたかも海の表面は荒れ狂 うとも,常に海の底は静かであるようにギリシャ人の像の表情

は如何なる激情の時でも, 偉大な,落着いた魂を示すのである。」 そしてその例として彼はラオコーン

像をとらえる。これを課題にして, ンッシングは論文を書いた。更に内容を進めていくことにする。

この魂が,激 しい苦痛の時にも,ラ オコーンの顔のみならず,その全身に肉体の苦痛と魂の偉大さが,

全体を通して均衡ある力強さで分けられている。一方ラオコーンの悲痛は我々をひきさくようであるが,
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純粋で正確を要する, しかも物への親 しさが前提になる。この眼で現実の諸物をしっか りと観察し,沢

山の良い物との出合いをして,その理想美を,新 しく創造するのである。このような高い理念の形式と

方法によって,ギ リシャの神々は制作されてきた。特にギリシャ人の鼻の直線や日の大きさは,その理

想形式にほかならないのである。そのような理念と同時にギ リシャ美術家の間では,,,die Nttur bei

Straた auお bette nachzuahmen“ 10と いう Gesetzが尊重された。彼らは,完全に模倣せよという

自然の真実性を重視 したのである。しかしなによりもギ リシャ美術家の最高規範 (dお hёchtte Cesetz)

は die PerSOnen ahnliCh und Zu gleiCher Zeit SChё ner Zu maChenloで あった。それ故美術家は

その像に於いて美と完全な自然を意図した。美 しい自然は官能美を,崇高な容貌は理想美を与えた。美

術家は前者から人間的な物を,後者から神的な物を享受した。

I)ie sinnliche Schё nheit gab dem Ktinstler die schdne Natur; die idealische Schcjnheit die

erhabenen zuge: vOn iener nahm er das R4enschliche, von dieser das Gcittliche.ro 近代作品,

つまり古代趣味のない唯自然追求のみの作品と比較すると,ギ リシャ彫像は,はるかにその美の点で優

れている。近代作品は,自然が故意すぎ,極端である。古代作品は,た とえばその像の肌が波のように

あふれ,その流れるようなくぼみなどは全く自然である。そして全体としてまとまっている。その数の

部分は高貴さへ感じられる。

Ein sanfter Schwung eine aus der andern wellenfdrmig erhebt, dergestalt, daB diese

Falten nur ein Ganzes, und zusammen nur einen edlen Druck zu machen SCheinen・ 21 近代

の作品とギ リシャの作品を区別するのに, 洗練された感覚を通してでないとその節度の あ る英 知 で

(mit einer SparSamen ⅥreiSheit)さ わやかに表現したものはわからないのである。 美しいギ リシャ

人の体格は,全体の構造統一 (mehr Einheit d∝ ganzen Baues),各 部分の結合の高雅 (eine edlere

Verbindung der Teile),充 実した豊かな均整 (ein reicheres Ma3 der Fulle)を 示 している。こ

の上記のギリシャ作品の真実性に美術家や批評家は留意して,古代の模倣についても,い ろいろな偏見

を取 り除くことである。

完全な美を知る道は古代作品の研究である。そして自然研究はそれに追従する。これに対して 17世

紀のイタリアの彫刻家ベルニイニ22は ,自然研究を重視 して,自 然の中の最も美しいものを若い芸術家

たちに教えた。自然美の模倣に於いて,近代オランダ派は模写や肖像画を主とした。またそれに対 して

ギリシャ人は普遍的美や理想像を追求した。勿論彼らはいつも人体の美を観察する機会にめぐまれ,そ

れを作品の素材にすることは出来た。しかし近代では,そんなことは宗教上の問題で不可能であった。

例えばアンテイノオス・アドミランドウス83の完全な裸体やヴァチカンのアポロン24の美しい神性と均

衡の像は我々の手では制作することは出来ない。ここには,Natur,Geitt und Kun"が 創造し得る

ものがある。美術家はそのような立派な彫刻を模倣することにより賢明になり,新 しく自然を見出す。

そしてその自然美をよリー層高めていく,人間的なものと神的な美の限界を的確に思考し,構想するよ

うになる。従って美術家はギリシャの美の法則に従ってはじめて,完全な生きた人体の美や自然美を最

高にまで完成 し得る。つまり彼は人体の分散 したものを醇化し,感覚的にし,完全な美へ,高貴な形式
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的美 (die schёnste Nttur,mehr」 s NatШ「lmd gewis∞ idealische schё nheiten derselben)二を認

めてきた。

それでは,その特色でもある,主たるギリシャ古代美とは一体何かである。それは,まず美しい身体

の形姿である。ギリシャ人はその温和な風土に恵まれて,少年期から青年期にかけて厳 しい身体訓練と

教育によって die edle Formを作ったのである。特にスパルタ人の教育にその良い例を見ることが出

来る。オリンピア大会にのぞむためにギリシャ全上の青年たちの厳 しい肉体鍛練に於いて,彼らは神の

如きディアゴラス14に なることが最高の願いであった (Dem gё ttliぬen Diagoras gleich zu werden,

War der hё ChSte WlmSCh der Jugend。 )。 ホメロスはギリシャ人の肉体構造とその機能の美を,英雄物

語に於いて描写している。あのアキンスの疾走場面はそうである。彼等は肉体訓練だけでなく,素晴し

い,生々した,力のある肉体美を保持するために,身体の欠陥に非常に気を使って節制もした。従って

巨匠や彫刻家は,こ れを題材にして作品を制作することが出来た。またギリシャ人の着物は最も自然に

出来ていた。常に肉体の健康は自然美をそこなわないことであった。特に女性のうす着は das sc“ ne

CeSChleCht美 しい形体を保持する上で最も自然であった。若いスパルタの女たちは軽い, 短いものを

着た (die jungen Spa■ anerinnen waК n so leicht und kurz bekleid∝ 。)。 それから美しい子ど

もを如何に育てるか,それはギリシャ人の課題であったし,ま たそれに細心の努力をはらったばか りか,

島々の祖先からの美しい男女の血統 (das schё ne Gebl競)の維持にも努めた。肉体美や訓育をそこな

うような病気も彼らには見られなかった。我々はその事をホメロスの物語で認めるだろう。

Die VeneriSChen tbel,und die TOChter derSelben,die englische Krankheit,wateten auch

nOCh niCht wider die schёne Natur der(Griechen・ 15

それ故に彼らは die sch`)ne Naturの 所有者であり, また美しい人体とその効用に力を注いで,現代

にまさっていた。ギリシャの豊かな自然と芸術の国に於いてはじめて,自 由も美も存在し得る。自然美

の世界を,芸術家はギムナジウムに求めて,研究することが出来た。そこでは,肉体の種々の美の標本

があり,自然の自由なポーズのモデルがあった。なんと我々の学校と違 うことだろう。我々は不自然と

人為さに満ちている。素描家は素材に対 して,深 く鋭く感じることが出来るし,その性格の真実さを創

作 し得る。プラトンの対話篇はギムナジウムの体育訓練を描いて,ein Blld von den edlen Seelen

der Jugendを 示 している。10古代人の男女は絵画や彫刻に表現されているように,日祭の時には裸で踊

った。また初代キリス ト教徒たちも,洗礼の際,裸であったことなど,最も自然な,美 しい人間の姿で

はなかったろうか。そのような祭の裸体踊りを通 して美しい人体を表現する機会は,その当時いくらで

もあったのである。この人間性と自由の豊かな時代には美をけがすような血胆ぐさい見せものはなかっ

たが,段々美術家たちは人体の観察よリー歩進めて,その美の理念を精神的に創造 しだした。ルネサン

スの偉大なラファエルロはそのような見方で描いた。 美は現実にはまれなので, 理想美を求めた。 Da
die SChOnheiten mter delm Frauenzinlrner sO selten sind, so bediene ich nlich einer gewis・

sen ldee in meiner Einbildlmg。 17 たしかに現実に見る物は失望させられるものが多い。 従って自

分の内面的,理想美を探究しなければならない。 しかしその理想美を把握するには,ま ず物を見る眼が

一‐20-



良い趣味はギリシャを母なる大地とする。それは古代芸術と自然の豊かな地に於いて,健康な人間像

を生み出すという,古代への憧憬と帰依を意味 し,示唆する。彼は, ここでは芸術において人間を豊か

にする,深い意味を含んだ美的教養を趣味 (G∝chmack)と 呼んでいる。我々が俗に云う趣味 (HObbつ

とは全く異なる。この言葉は,勿論カント,ゲーテそしてシラーの美的教育に受け入れられている。 ド

イツ古典主義の調べをもった言葉であろう。その良い趣味を如何にして共有物にするかが,ま た彼の課

題でもあった。またこの言葉は, ドレスデンの美術界の趣味の堕落, ロココ趣味やバロックの形骸化を

暗に批判している。1当然この書の主旨は美術家を相手に7,1ギ リシャ芸術の真髄を喚起させていくので

ある。この言葉をもって,美 しいギリシャの自然と芸術の偉大さに着目して,その作品を理想的なもの

としてとらえていくのである。北方の ドイツに於いて,や っとギリシャの音代芸術品が良い趣味として

取 り扱われるようになったのはザクセンの地アヴグス ト大公8の治世から始まった。 大公によってギ リ

シャ,イ タリアの芸術品が収集されて,保護されるようになった。美術家はその作品を模倣することに

よりまた良い趣味を学ぶことになる。そして今や ドンスデンは豊かな芸術品と良い趣味のアテネになっ

てきた。彼は云う,芸術の純粋な源泉を見出し,味 う者は幸いであると。

Die Кmsten Qttnen dtt KШsl sind geё lnet:glucklich i飢 ,wer sie塾墾eL Шd schmeCh.

Dieま〕Quellen suchen,hei3t nach.Athen reisen.。

そ して良き趣味を獲得する方法,即ち我々を偉大にして,他の模倣を許さない唯一の道は古代人の模倣

であると。Der einzige Weg ftr uns, groB, ja, wenn es mOglich ist, unnachahmlich zu werden,

ist die Nachahmung der Alten,そ の模倣の方法は友人のように親 しく交ることである。 (Wie mit

seinern Freunde, bekannt geworden sein。 )

彼はその模倣の一例 として次の事をあげる。ニコマコスはヘ ンナの像を愚弄 した男に言った。 ,,Nimm

meine Augen, so wird sie dir eine Gё ttin scheinen.“11 このような眼で,私心のない眼で見る

時に, 美の女神はやってくる。 この眼は親 しい友情のようなものである。 ミケランジェロ,(Michel“

angelo Buonarroti 147卜1“4), ラファエルロ (Rarae■ o Sanzlo 1483-1520)そ してプーサン

(Nicolas Poussin 1593-1665)も , このようにして古代人の作品を見て,良い趣味を得た (Sie haben

den guten Geschmack aus seiner Quelle geSChOp■ )。 またローマの最大の詩人ヴェルギ リウス

(Publius Vergmus Maro前 70-19)も , ホメロス三(HOmerOS)の ナウシカ (Nausikaa)を その眼

で模倣 した。即ちローマ人がギリシャ芸術を学んだことの良い例である。あの有名なラオコーン像18に

対しての芸術鑑賞はローマ人も今日の我々とも同じである。その中に我々は芸術の最高法則や価値基準

を見出すことが出来る。 ギリシャ時代の彫刻家ポリクントス (BC・ 5)13は ラォコーン像を eine vol‐

lkOmmene Regel der KШ lst としてみていた。ギリシャの偉大な芸術家たちは作品のちょっとした

誤 りやなおざりになった点でも慎重にな り,賢明に努めた。また彼等はどんな失敗に於いても,そ こか

ら学びとっていくのである。我々はそのような芸術家の姿勢を古代ギリシャの作品に見るのである。そ

して過去へのギリシャ美術研究者や模倣者はその個々の作品に最美の自然,自然以上のものそして理想
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IV。 「ギリシヤ美術模倣論」の内容について:

ヴィンケルマンは 1955年 の秋,ロ ーマヘ出発する前に,こ の「『古代美術模倣論』 のために『寄書』

を,そ してローマにて『解説』ぉを書いた。その『解説』に於いてこの作品の内容を 4項目にわけてい

るo3

1)Von der vollkommenen Natur der Griechen

2) Von denl 170rzug ihrer Werke

3)Von der NachahmШ ■g derselben

4)Von der Griechen Art zu del量 en in lW′erken der Kunst,sonderlich von der Allegorie.

また 1宵5年 6月 4日 に ドレスデンより友人ペレンディスにあてた手紙の中にこの著書の価値につ

いて 5項目の内容分析を している。
`

1)In der ZuerSt aufS hё ChSte getriebenen Wahrscheinlichkeit vOn der Vorziglicltte■ der

Natur unter den cFieChen

2) I)ie Widerlegung des Bernini

3)Die zuerst ins Licht gesetzte Vorzuglichkeit der Antiquen umd des Raphaels,den■ och

niemand bisher gekannt hat

4) I)ie Bekanntinachung unseres Schatzes von htiquen

5) ]Der neue lⅣ
・
eg, in Marlnor zu arbeten

このような項 目に対 して,美学者深田康算氏は『 キンタルマン論』の中でやは り最も明解に整理 して

いるので参考にする。5

1)ギ リシャ人が美 しい人間であ り,其住んでいた土地が美 しかったこと。

2)ギ リシャ彫刻の形が,非常に美 しいこと。

め 彫刻於て取扱われた衣服の美。

の 表情の点に於て調和を得ている,中庸は得ていること。

5)彫刻の技術の進歩しておったこと。

6)絵画に就て。

7)ア ンゴリー即ち,概念的なるものを如何にして美術は現わ し得べきかを,ギ リシャの絵画及彫刻

に依って学ぶ事が出来る。

以上の観点から,ヴ ィンケルマンの作品内容を観ていきたい。作品の冒頭から,も う彼の古代への美的

趣味とギリシャの理想的世界がはじまっていくのである。

Der g墜e Geschmack,welcher sich mehr und mehr durchldた Ⅵrelt ausbreitet,hat sich

zuerst unter dem griechischen Himmel zu bilden.cangefangen
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彼が出発点とした,ギ リシャ人の芸術に於ける美なるものへの愛と,彼が目標とした点,即ち彼が生き

ていた時代に彼等の自然的なそして美はしく造成された考へ方を再び復興せんとする念願とを共に観取

することが出来る。寓喩こそ本著の最終目的であり,ま た彼の一生の最後の ドイッ語書でもあった。又

この未完成の小著こそ彼に最大の名声を得 しめたものであった。故国に於てはこれを彗星的現象と持て

噺し,詩人も哲学者も文人も芸術家もこぞってその出現を喜んだ。それは逸早くイタリア語やフランス

語に移されて愛読された。」5これらの言葉を通してヴィンケルマンの『古代美術模倣論』の時代的意義

と反響を十分感じることが出来る。

III. 輸 erkungen (1生 :)

1.  :題名 『 Gedanken iber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und

BildhauerkunSt』 (絵画と彫刻に於けるギ リシャ美術品の模倣についての考察)を 「ギ リシャ

(古代)美術模倣論」と略 した。ヴィンケルマンはこの処女作を,ポ ーランド王,ザ クセン選帝

侯フリドリヒ大公 (16%-1%3)に捧げた。この序文については,大公への言葉なので,触れな

い。その序文の前のホラチィウスの美学の言葉を引用する。 VOS eXemplaria Graeca Noct‐

urna versate manu,versate diurna.HORAT.ART.POET。 (御身等夜となく昼となく

ギ リシャの手本を繰返 し翻読せよ。 沢柳大五郎訳),初版は
"部

に限定された。それにはエー

ゼルの手になった三葉の銅版画がついている。

① イフィゲネイアの犠牲を描 く図。

② 供物を持たないシネタス Sinad器 が自分を通 りすぎられる王に両手で汲んだ水を捧げる。

③ 制作中のツクラテス (前 47卜399)。 沢柳大五郎訳 ,『ギリシャ芸術模倣論』 とその解説を

参考にする。

2.ェ ッヵ―マン著『ゲーテとの対話』 山下肇訳 (岩波文庫)1827年 2月 6日 の対話, 306頁

3.ゲーテ全集 11巻『ヴィンケルマン』菊池栄一訳 (人文書院)"頁
4.           ″          ″            51頁

5。 ヘルデル著『民族詩論』中野康存訳 (桜井書店)224～225頁
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くまで,正 しく精神的にも生活にも苦悩し,奮闘して自分の道を勝ちとらねばならなかったからである。

彼の古代ギリシャヘの関心と知識は,確かに彼のラテン語学校時代に芽をふき,かきたてられたが,大

学時代の不満足な講義と苦しい生活,家庭教師時代,ゼーハウゼンの厳 しい教師時代,そ してピュナウ

伯家の図書整理で,そ の学究は中断され,思 うようにいかなかったことを考えれば, この著書の欠陥も無

理はない。 ドレスデンでの滞在期間のわずかな中に,友人‐―ゼルの指導や ドンスデンの美術家達の交

流や美術館や図書文献等によって書き進められたのだから,学問的に十分さを欠くのは当然だろう。 し

かし彼の意図した所は全く成功したのである。その一は,ロ ーマ旅行が決定し,ザ クセン侯から給費を受

ける以上,それに値する論文を書いておく必要があった。その二は, ドレスデン美術界に悪趣味が流れ

ていたことに対して論駁しようとしたことである。こういったヴィンケルマンの動機や ドレスデンの美

術界の状況や反応,ヴ ィンケルマンの参考文献等について, 井島勉著『キンケルマン』, 沢柳大五郎訳

『ギリシャ芸術模倣論』,滝沢寿一著『 ヴィンケルマンとフランス古典主義』で十分取 り扱われているの

で詳 述 を避ける。 またゲーテは, この著書について『ヴィンケルマンとその世紀』 で言っている。

「ヴィンケルマンはこの著述に於いても, 正 しい道にたっています。 この著述はたしかにみごとな基本

的な言葉を含んでいますし,美術の究極の目標はすでに発見されています。 しかしこの著述は,素材か

らいっても,パ ロック的で奇怪です。ですから当時ザクセンに集まっていた知識人や美術批評家たちの

人格や彼らの才能や意見や傾向や妄念などについて識るところがないと,彼のこの著述から一つの意味

をとりだそうとしても無益です。」3「社会を喜ばせるのではなく, 社会を教育しようとするのが, ヴィ

ンケルマンの意図でした。こんな要素からあの処女作ができあが りました。やがて彼はこんな著述の不

十分なことに気がつきました。彼は友人たちにそのことを隠さずに語 りました。」̀ゲ
ーテが, この処女

作について感想をもらしているのは以上だけである。それでは,ヘルダーはこれについて, どんな感想

をもち, どんなことを書いていたか,それによってこの評価もはっきりしてくるし,その内容の見方を

豊かにするだろう。「これこそ著作家としてヴィンケルマンが出発点とし, そして幾度となく生涯の最

後に至るまで其処に戻ってきた点である, 即ち『その完全なる天性と, その作物が麗はし形体, 自然

的な思想,穏和な,崇高な単純さの点で優越せる事とから見てギリシャ人だけが芸術のあらゆる美なる

ものの亀鑑である。』 ここで彼はギリシャ人の洗練性と芸術家の簡潔さを以てこの命題を説いている。

彼の全著書中でも此書は感激性と撥刺たる青春精神の点で少なくとも私にとって永遠に第一の著書たる

ことを失わぬであろうが,一 其処では彼の生心は未だ,芳香,盛華,成樹,果実の総てを中に包蔵す

る萌芽の域を脱しない。初めの間は未だ囚われずに,自 ら詩作する世界の楽園内にあって仕事をし,恰

も幼児の如く総てを一度に語りたがる。この未完成の小著はそうだ。一
イタリア旅行前に書いたが,

羅馬とギリシャとは彼の心中に生きていて,美術及び古代に関する理想はすでに出来上 りそして唯適用

され,個々の実物について解説され確かめられる許 りになっていた。ギ リシャ国土, この民族の教養と

教育,その生きる自由と喜び,それらから芸術のために生じて来るあらゆる物に捧げられた讃歌,彼の全

著作を通じて流れている此の讃歌が此処では澄んだ,銀色の,演々と逆る泉を成 している。恐らく友人

エーゼルもいくらか関与 していた,寓喩に対する彼の熱狂と偏愛すらもここではすでに予示されている。
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III.そ の時代と『ギリシヤ美術模倣論』1

この処女作によって,無名のヴィンケルマンは ドレスデンを越えてヨーロッパ中にその名を知られる

ようになる。まず ドイツアカデミー (芸術協会)に論争の種をまき散らすことにより, ドイツ全上に新

しい芸術思潮の萌芽が誕生する。今までフランスよりの文化的装飾に毒されていた ドイツは,ロ ココ的

亜流とバロックの形骸からの解放と理性の光を見出す。それは静かにゆっくりと始まっていくのである。

フランスの啓蒙主義では市民的自由が問われるのに対して, ドイツは,国家内の不統一で,国家と民族

意識が問われていくのである。勿論文学や芸術の中にそういった要素を持つのである。そのような精神

的意味を有 した時代状況の中に,またそれに呼応 して,それは,ゲーテやシラーのルネサンス的 ドイッ

古典主義を作り出していくのである。こうした時代的重荷と背景を,ゲーテの少年時代や青年時代に見

ることが出来る。彼は,ヴ ィンタルマンの処女作が,公表された 1755年,6歳になったばかりの少年

で,自 由都市フランクフル トの富裕な,平和な家庭で法律家の,教養高い父に恵まれた教育を受けてい

た。一方台頭してきたプロシャはフリー ドリッヒ大三の治世で,大王は従来フランスが帝国に占めてい

た保護者の地位 を得ようと思って, オース トリアやフランスに対抗 しようとした。 こうして七年戦争

(17“

“

3年)が 開始されようとしていた。 フランス国内ではヴォルテールやディドロなどの『百科全

書』派や急進主義者ルソーの自由思想などによって,王侯貴族僧侶のアンシァン・ンジームが揺らぎか

けていた。来るべきブルジョア革命が準備されつつあった。すでにI章で述べたように,ヴ ィンケルマ

ンが トリエステで死んだ時 (17“ 年)ゲーテは 18歳で, ライプティヒの大学生で恋愛に夢中になっ

た り,詩作 した り, エーゼルの絵画教室で美術を勉強した りしていた。 25歳の時『若きヴェルテルの

悩み』 (17Z年)を発表することにより,文芸思潮のシュトゥルム・ウント・ ドゥランクが到来する。

ゲーテはやがてフイマール公国の大臣に躍進する。37歳の時彼はイタリア旅行 (17“ 年)に出発 し,

人間的成長を得て,古典主義時代を迎えることになる。従ってヴィンケルマン時代は,彼にとっては古

典主義の温床時代でもあった。さてヴィンタルマンのことに論を進めることにしよう。彼は上記の『模

倣論』を書くことにより,有名になったばか りか,はじめて自分というものを見出すことになった。そ

のことに対してエッカーマン著『ゲーテとの対話』に於いてこう述べられている。「私は グーテにヴィ

ンタルマンの『ギリシャ芸術の模倣について』という論文を読んだことを話したが,その際に私はしば

しばヴィンケルマンは当時まだ彼のモティーフについて考えが完全には定まっていなかったように思え

た。『確かに君のいう通りだと』とゲーテはいった。『 ときどき彼が一種の手さぐりをしている個所にぶ

つかるだろう。しかし偉大な点は彼の手さぐりがいつでも何かを暗示していることにあるのだ。彼はち

ょうどまだ新世界を発見してはいないが,すでにその存在を心の中で予感していたところのコロンプス

に似ている。』」2た しかにグーテの言っている通 り,古代芸術への予感である。 というのは. ドレスデ

ンにきて,彼にやっと自由な学究への天地が開かれたからである。彼は,すでに述べたように 38歳近
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11. Adam Friedrich O"er(1717-1799)。 画家,彫刻家でライプツィヒ美術学校長になる。彼と

ゲーテとの交渉について,ゲーテ著『詩と真実』 で取りあげられている通りである。 ヴィンケ

ルマンも 1739年以来 ドレスデンで親交を結び, ビュナウ図書館を去ってローマに出発するま

での 1年間 (1754年 10月 初から 1%5年 9月 24日 まで)彼の家に寄寓している。

12.『画人像』d'Argenvilleの 画人伝の第 1,第 2の両巻 (イ タリア及びスペイン画家)の Volk‐

mamの ドイツ訳が 1%6年に出た。(小牧健夫注)

13. ゲーテ著『詩と真実』第 2部 小牧健夫訳 129頁

14.    ″         ″    130～ 131頁

15。     ″        ″    133頁

16.ヴ ィンケルマンの処女作『絵画と彫刻に於けるギ リシャ美術品の模倣についての考察』 を略 し

て,『古代美術模倣論』としてあげた。

17. エッヵ―マン著『 グーテとの対話』上巻 山下肇訳 (岩波文庫)201頁

B. グ…テ著『 伊太利紀行』上巻 相良守峯訳 (岩波文庫 昭和 17年)2%頁
19. Johann Michael Franke(1717-75)ヴ ィンケルマンと共にドレスデンの近傍ネエ トニツにあ

るピュナウ伯家の司書官であった。

20. ゲーテ著『伊太利紀行』上巻 相良守峯訳 (岩波文庫)277頁

21.MinerVaアテネ市の守護神アテネ。 パルラスアテネ PallaS A.の ラテン名。この像はプァテ

ィカンのプラッチオ・ヌオヴォにある。

22. グーテ著『 伊太利紀行』上巻 相良守峯訳 (岩波文庫)2%頁
23. ゲーテ全集第 11巻『 ヴィンタルマン』菊池栄一訳 (人文書院 昭和 41年)41～42頁

24.          ″                ″        45頁

25。           ″                 ″        60～ 61 頁

%.    ″        ″    64頁

27.    ″        ″    70～ 71頁
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目の前にあらわれて,これをとらえ,これを論ずる。そして日々に進歩する。」80「彼はもう,身も魂も

イタリアの状況に捧げられていました。が,突然の祖国への帰るみちで,・……この世界から消えてゆき

ました。彼を祖国は待っていました。・……彼は男子として生きました。完全な男子としてこの世から消

えました。・……永遠に努力する青年として,私たちの目の前にあります。彼が早死にしたことは私たち

のためにもなります。彼の墓からたちのぼる彼のいぶきが私たちを強壮にし,彼がはじめた仕事を,熱

意と愛をこめていつまでも続けるという衝動を,私たちの中にひきおこすからです。」27こ のようにゲー

テもまた,ヴ ィンケルマンの古典的世界を記念すると同時に,自分の世界として発展させたのである。

II. Anmerkungen(注 )

1.Johann Gottfrbd von Herderl(1744-1803)ド ィッの思想家,文学者。主著,Idee zur

Philosophie der(Geschichte der Menschheit(1784-91),Stilnlnen der Vёlker in]Lieder

(民謡集),PlaStik(彫塑)(17■),Denkmal Johann Winckelmann(ヴ ィンケルマン記念碑)

は 1777年 に於ける最初の懸賞課題として,カ ッセル市王立古代学会への論文である。

2.ヴ ィンケルマンの生涯素描とその書簡,友人たちの論文をまとめて,1805年に『WinCkelmanll

Ш」 Sein Jahrhunde武 』を出版 した。

3.レ ッシング著『 ラオコオン』斎藤栄治訳 (岩波文庫)317頁

4.C.W.ツ ェーラム著『神・墓・学者』村田数之亮訳 (中央公論社 1%2年)18頁

5。  Johann Joachim Winckelmann:Gedanken iber die Nachahn■ lmg der griechお chen

Werke in der Malerei und iBildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung (lPhilipp

Reclam Juno Stuttgart N・ r8338/391969)S.20

Eine edle Einfalt und eine stme gr03eに ギリシャ文化の象徴を想定 して,パロックの誇

張や敬虔主義の密教的憧憬に対 して現世に於いて完成された人間の理想像を古代芸術に見出

す。

6. 世界の名著『ヘルダー,ゲーテ』 (中央公論社 昭和 50年)登張正美訳『彫塑』 a。 229頁

b. 231 頁  c.237頁  d. 253頁

7.ヘルデル著『民族詩論』中野康存訳 (桜井書店 昭和 20年
"∞

部)ヴ ィンケルマン記念碑

の章,209頁

8。 小野浩著『 ゲェテの古代的転回』(三修社 1970年)第 3章 ゲェテのヴィンケルマン像。第 4

章 ゲェテとヴィンケルマン
ー 古代的使命――で取り扱っている。

9. ただし, ンッシング著『 ラオコオン』 (岩波文庫)の訳者斎藤栄治氏は解説でレッシングとヴィ

ンケルマンのことに触れている。なお高橋義孝・呉茂一両氏共訳 (昭和 17年, 筑摩書房)や
桜井和市氏編『 ラオコオン』(昭和 2年 , 研究社), それに HOr"Althaus:LAOK00N

(Francke Verlag Bern Ш週 Munchen,1968)に注目すべきである。

10。  ゲーテ著『詩と真実』第 2部 (岩波文庫)小牧健夫訳 1″ 頁
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てすべての事物を幾分の鈍重さを以て集めなければならない。さもないと,吾々は仏蘭西人だと考へら

れる。 いかに羅馬はすべての世界に対する最高学府であり, 私もそこで浄化され試練を受けた者であ

る。』 ここで云はれた処は,こ の地で事物の探究に従ふ私の態度に全く相応している。」80その翌年 1月…

13日 に「ブィンケルマンがギリシャ人のかの高貴な様式について述べている所を読んで戴きたい。 た

だ彼がそこで ミネルヴア31に論及 していないのは幾重にも残念である。‐一―ヴィンケルマンの業績は随

分大きなものではあるが,なほ彼は吾々の希望に添はない点も多々残して行っている。そして彼は手に

入れた材料を余 りに早計に自己の所説の完成のために用ひ過ぎた嫌ひがないでもない。もし今なほ彼が

生きていたら, まだまだ元気でいられたらうし, 誰よりも先に自分の著述の改訂を行っていたであら

う。」"ゲ
ーテはヴィンケルマンの音代的世界を憧憬しながら,彼の著書を手にして,イ タリアの町々の

音い建築物や遺品などを,自分の眼で,正 しく確認し,ヴ ィンケルマンの誤謬を訂正 し,その上に新し

く書き加えるように,こ の旅行は運んではいないだろうか。 1“5年に

“

歳のグーテは『 ヴィンケル

マンとその世紀』を出版 した。この論文に於いて,熱情をもって,明確にヴィンケルマン像を描写 して

いる。勿論この年に友人のシラー (SChmer 1759-1805)が

“

歳の若さで死んだ。大きな時代の転換

期を意識したかどうかわからないけれど, 18世紀の文化史の中に, ヴィンケルマンの役割と歴史的意

義を位置づけることにより,その恩恵に浴した古典主義者の精神的地盤を,はっきりと確証 した記念碑

である。 その冒頭の一部に「著名な人々,す ぐれた美術品一―.こ の 2つの存在はどんな世代にとって

も遺産であります。・……ヴィンケルマンについて,その性格と業績とについて考えなおしてみることは,

今が適当な時かと思います。と云うのは,今公刊された『 ヴィンケルマン書簡集』が,彼の考え方や状

況のうえへ,今までにない強い照明を与えるようになったからです。」23そ してゲ~テ はヴィンケルマン

を古代人と呼び,古代的性情や古代精神を彼の中に見出す,ゲーテにとって古代入とは,性格と機能が

均等がとれて,調和しあい,一つの全体をなして,自然と幸福に融合しているとみている。詩人も歴史

家も科学者も,みな一ような生き方をした。健全な,大らかな,分裂のない心があり,人間と人間的な

ものが尊重された。幸福を楽しむだけでなく,ま た不幸にも耐える力を持っていた。近代人は,力 と性

能を,ば らばらにして,危険をまねいた。自分自身をかき散らし,関連のないことで自分を見失 う事か

ら,古代人は全く完全なのである。「ヴィンケルマンは,おそかれ早かれ,古代文化へ, ことにギリシ

ャ文化へもどってきました。」3.30歳になるまで,悲惨な境遇の中に耐えしのんだ彼は,やがて幸運の

星に恵まれて,その壮年期にギツシャ文化と融和する道が開いた。そこに一生を捧げたのである。この

ような美 しい古代への彼を,調子よい,軽快な言葉でゲーテは書いていく。この論文の最後の部分の二,

三個所から,ゲーテのヴィンケルマン像を終結することにする。「彼は発案 し,執筆 しながら学んだ。

彼は始終活動しています。瞬間をつかまえ,にぎってはなしません。確かな知識をききいれ,すぐにす

べてを利用し,消費するのです。・̈ …彼が私たちのために残 したものはどれもこれも,生きている人た

ちのために,生きものとして書かれた。彼の著述は彼の書簡と約えあわされて,一つの生命の表現です。

……これらの著述は希望や願望や予感をうながします。」86「ヴィングルマンは自著の誤謬に対して盲目

でありません。というより,著者自身がその欠陥をいちはやくみとめました。日ごとに新 しい美術品が
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くれて,それで私たちを美術史へ導いた。■8「二~ゼルの生活 していた芸術及び趣味の世界には,彼を

しばしば訪問した人も引き入れられたのであるが,エーゼルは自分と親 しい関係に立っていた故人やま

たは今もその関係を持続していた遠地の人 (ヴ ィンケルマン)の ことを好んで追懐したので,こ の世界に

いっそう品位のある,好ましいものになった。一体彼は或る人に一旦尊敬を捧げると,その人に対する

態度を変へることなく,いつも同じように好意を示していたのである。」「ヴィンケルマンのイタリアに

於ける高向な芸術生活について教えられ,彼の初期の著作を敬虔の念をもって手に取った。何故かといえ

ば,エーゼルは彼に対して熱情的な尊敬をいだいていて,それをまた私たちの心に容易に吹き込むこと

が出来たからである。ヴィンケルマンの多くの小論文で問題の多い点は……私たちには解決できなかっ

たのである。しかしエーゼルが多くの影響をそれに与えていたし,また彼は美の福音,否,それよりも

なほ趣味及び快感の福音をたえず私たちにも伝へていたので,私たちは大体にエーゼルと同じ精神を再

びそこに見いだした。そうしてヴィンケルマンが彼の最初の渇を癒したその同じ泉から汲むことを一方

ならぬ幸福と考へたので,彼のこうした解釈によって,い っそう安心して行けると思った。」
“

このよう

にゲーテにヴィンケルマンとその芸術が入 りこんでいく以上,それは強烈なものがあったばか りか,血

肉化せずにはいられなかったであろう。そして間もなくすると,彼に,ヴ ィンケルマンの芸術論に刺激

されたレッシングの『 ラオコーン』が手に入った。「この書物が, どんな影響を吾々に与えたかを眼前

に憶ひ浮べることは,青年にして始めてよくするところである。即ちこの作は吾々を貧しい直観の世界

から,思想の広潤な野に引き入れたのである。」
“
芸術の世界への関心と知識が豊かになるにつれて,ゲ

ーテもまた北 ドイッのフィレンッェに値いするドレスデンの重要な美術品を見たいために,胸にあまる

憧れの心をいだいて ドレスデンに向った。 ドレスデンこそ,ヴ ィンケルマンの古代芸術への出発点でも

あった。彼はそこで,後で触れることになる『 古代美術模倣論』
“

を書きあげた。

エーゼルとの出合いも,そ こであった。ヴィンケルマンにとって, ドレスデンは母なるアテネであっ

た。そして今,青年ゲーテ, 18歳 に達 しない青年,彼が, ヴィンケルマンの青年時代に比べて, どん

なに恵まれていたか測 り知れない。彼は ドレスデンの滞在の数日を,画廊の見物にのみ捧げた。1825年

5月 12日 ,『ゲーテとの対話』の中で「我々が人生のどんな時期に,ほかの立派な人物の影響を受ける

か, ということは決して無視できない問題だ。レッシングにせよ,ヴ ィンタルマンにせよ,カ ントにせ

よ,みんな私より年長で,前の 2人からは青年時代,後の 1人からは老年時代に影響を受けることが

できたのは大変ありがたいことだった。」
"ま

たゲーテ壮年の『 イタリア紀行』に於いて,彼の古典期の

人間的成長と作品の成熟に関連 していることも,ヴ ィルケルマンの世界を感受している個所を見のがす

ことは出来なぃ。 17“ 年 12月 13日 の 日記に「今朝ヴィンケルマンがかつて伊太利から書き送った

書簡集が,私の手に入った。 私は何という感動を以てそれを読み始めたことか。 31年前のきっと同じ

季節に私よりももっと哀れな痴者として,彼はここへやって来た。彼にとって古代の遺物や美術に関す

る徹底的な,而も堅実な研究をすることは,実に真剣な仕事であった。そして。彼はいかに立派にその研

究を仕遂げたことであろう。この地にあって自分の手に入ったこの人の記念は私にとって実に至極のも

のである。」
“
「フランケ10に宛てたヴィンケルマンの手紙の一節は格別私を喜ばせた,『吾々は羅馬に於
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辛い地上生活の夢を呼びこんでいるというのが,ヴィンケルマンの夢想にすぎないとしても,これは美

しい夢想である。」Od等のヴィンケルマンとのかかわ りに於いて, 古代芸術の道を展開している。 また

『 ヴィンケルマン記念碑』 では,ヘルダーはヴィンケルマンの使徒と呼んでも過言ではない。 この著書

はヴィンケルマン研究資料としても,ゲーテのヴィンタルマン論と並んで,最も優れた論文でもある。

特にヴィンケルマンの全体像と学問的業績を的確にとらえている。ここでは冒頭の一部を抜粋するだけ

にとどめる。「ヴィンタルマンは一 ドイッ人であり,ロ ーマにあっても, なおも依然としてドイツ人た

ることに変 りはなかった。夢はイタリアに於てもドイツ語で而もドイッのために著書を物 し,かの遠地

にあっても己が同国人と己が祖国に対する愛情を養っていたのであり,終には彼の事など余り念頭にお

いていなかった己が同国人にもう一度会うまでは死んでも死に切れないとさえ思っていた。・“̈ 。ドイツ

語が存続する限り,彼の著書の文体は残るであろうし,その内容の大部分とその精神はそれよりも永く

残るであろう。然らば何故にヴィンケルマンは生前と同じく死後に於いても,なお追放の厄にあわねば

ならないのか,そ して又荀もドイッの王侯の前で,彼の祖国の真只中で,而もドイツ国内に彼の研究の

ため設けられた最初の学会内で賞讃演説を行 うのに,何故に態々外国語や,彼が生前好まなかった方法

を以てすべきであろうか ?一私はドイツ語で書く。私の文がもしそれに値するなら, 翻訳されてもよ

いが,も しそれに値 しないなら,永遠にこのままにドイツ語の一記念碑として,ヴィンケルマンの名を

記 した,選を加えぬ自然石のままに,恰も英雄の思い出を聖持する寂しい墓陵の如くそのままにしてお

いてもらいたい。」7こ の書き出しから,ヘルダーはヴィンケルマンの魂に触れて,師の音代的真髄への

道を激しく白熱の弁をふるって,上記の『記念碑』を 1777年 ,カ ッセル市王立古代学会の懸賞論文に

応募した。

では最後にゲーテに於いては, ヴィンケルマンは一体どのように反映していたのか,彼の作品から,

十分とは云えないが,紹介してみる。すでにゲーテとヴィンケルマンの研究は, 日本では,それに関係

した論文として,小野浩著の『 ゲェテの古代的転回』8でかなりまとめられている。 しかしゲーテの『 ヴ

ィンケルマンとその世紀』とその他の芸術論をテーマにした論文は見られない。またヴィンタルマンの

ラオコーン像の美意識,それに対してのンッシング,ヘルダーそしてゲーテに至るラォコーン像観の比

較考察なども研究尽くされてはいない。9

さて, ゲーテは『詩と真実』 にライプチッヒ修学時代の頃にヴィンケルマンのことを書いている。

「芸術や古代学に関する一切の努力に於いては誰しもヴィンケルマンを思い浮べるのが常であった。 彼

のオ幹は祖国に於いて熱烈な賞讃を受けた。私たちは熱心に彼の著作を読み,彼が初期の著述を書いた

ときの事情を知ろうと努めた。」
=。

しかもゲーテはヴィンケルマンの ドレスデンの師でもあり,友人でも

あったエーゼル
“

の絵画教室で美術を勉強していた。従ってエーゼルは,有名になったヴィンケルマン

の事をグーテにいろいろと話 していたに違いない。恐らく彼はヴィンケルマンを芸術上の事で指導 した

ように, グーテを指導 したであろう。 この事を確かに裏書きし, 示唆に富んだ部分を, また『詩と真

実』に書いてくれている。「私はグルジャンヴィルの『画人伝』
“

を早速求め,非常に熱心に勉強した。

エーゼルはそれを喜んだらしく, ライプチッヒの大きな蒐集のうちから沢山の画帖を見る機会を作って
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前章に於いてヴィンケルマンの生涯と評価をかなり具体的に 18世紀という時代的転換の中に同時代

人とのかかわ りで観てきた。また現在の文筆家などより,彼の業績の歴史的意義と遺産を意味づけるこ

とが出来た。この章では,すでにその名に触れてきた同時代の代表的作家とその著書の中に, ヴィンケ

ルマン像を見て, 少 し補足することにし, 今後の研究の出発にしたい。 レッシング (レ∬ing 129-

1781),ヘ ルダー (Herder 1744-1803),ゲーテ (Goethe 1749-1832)の 3人を取 り上げるが,特にこ

こではゲーテのヴィンケルマン像に注目したい。 ドイッの啓蒙主義者とも呼ばれるレッシングは,ヴ ィ

ンケルマンによって,芸術論『 ラオコーン』(1766)を ,文明評論家として活躍したヘルダーは『彫塑』

(1778)『 ヴィンケルマン記念碑』1を, そして古典主義者,詩人の王者たるグーテは『ヴィンケルマン

とその世紀』2(1805)を著述した。

まずレッシングは,その著『 ラオコーン』 の中で 「ヴィンケルマン氏の『古代美術史』(1%4)が出

版された。私はこの著書を読んでしまわないうちは,一歩もさきに進むことができない。」「私の好奇心は
,

何よりもまず,ラ オコーンについてのヴィンケルマン氏の意見を知ることにあった。」3 と述べている。

つまリヴィンケルマンの作品を考察することにより,『 ラオコーン』を完成 した。この著書の中に彼はい

かに多くヴィンケルマンの名前を書きとどめていることか,そ してヴィンケルマンの芸術観とその本質

を明察し, またヴィンケルマンの年代資料の誤謬を指摘しながら,近代芸術論をものにしたのである。

この著書の反響は大きく,ゲーテもその事に触れている。ンッシングは,ヴ ィンケルマンの計報に接 し

て, こんなふうに書いた。「彼は近来,わたしが自分の寿命から喜んで 2,3年の時間をさいてあげたか

った第二の文筆家である。」41963年に亡くなった,ヴ ィンケルマン研究家 Walter Rehmは 1941年

に『WinCkelmann und Lessing』 といぅ論文を発表して以来,なおも今日まで出版されていること

を銘記しておきたい。

次にヘルダーは,ヴ ィンケルマンの芸術論に最大の敬意を示 している。彼の有名な金言「高貴な単純

と静かな偉大さ」3と いうギリシャ芸術の理想を讃美 しながら,上記の『彫塑』の芸術論を書きあげてい

る。 この著書にも同様にヴィンケルマンとの対話が見られる。「美しいギリシャの空のもと,子供のと

きから屈託のない,楽 しい気持に包まれて,身に何もまとわぬ踊りや闘技や競技のときに,芸術家の目

は何をかち得たか,ヴ ィンケルマンはそれを語って申し分がない。」
“

「ヴィンタルマンが言っている,

おだやかな流れのように注がれる神々しい精神が姿のひろがりを満たしていると。つまりいっさいが生

きてお り, 日を閉じて暗闇に包まれたような静かな感覚は,手ざわ りを得ることが少なければ少ない程,

それだけ多く大きな全体を感知できるのだ。」Ob「いかに古代人が情緒においても,苦悩においても,不

調和においても,できるだけ形の醜さを避けたかということを, ンッシングとヴィンケルマンが十分に

証明している。」cc「ヘラクレスの美しい トルソーが彼の根棒の上に身をかがめ,はれやかな面持の額に
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12.

13.

14.

15。

16.

17.

18.

19.

がら,懸命にこQ道をたどらなければならなかった。そこでは何事においても私を導いてくれ

るものは常に私自身であった。私を動かすことができるものは,唯学問への愛のみである。・……

かつて神と自然とは私から優れた画家を作らうとしたが, 私はそれに逆って牧師になることに

した。 しかし今ではどちらもものになってはいない。 私は胸一杯に絵画と古美術品の研究のこ

とを想っている。』

Anton Raphael Mengs(1728-1779)ド ィツの画家。父と共にローマに行き,勉強する。帰国

してドレスデン宮廷画家になる。再びローマに行き,1754年ローマ絵画アカデミー長。晩年マ

ドリードの宮廷画家としてまぬかれた。 ローマで歿した。 パロックから出発 したが, ドレスデ

ンの古典主義的雰囲気や ヴィンケルマンとの交友や古代美術の直接の影響などがきっかけにな

って古典主義に転じた。

井島勉著『キンケルマン』 117頁から,その頃の書簡より「私は貧乏で何の財産も持たない。

然し私は何物にもかへ難い崇高な自由を味っている。もはやこれ以上何の欲もない。」更に「私

は野蛮と貧窮との中に失っていた青春を再びこの地に取 りもどした。 かつての望みをとげ得た

私は少なくとも満足 して死んで行こう。」このようにして 45歳頃にはローマ永住を決意してい

まこ。

彼の死についての報告が一冊の本に なってまとめられている。 Winckelmanns Tod,Die
Originalberichte(Herausgegeben von Hortt Rudiger im lnsel‐ Verlag 1959)

グーテ著『詩と真実』第 2部 小牧健夫訳 (岩波文庫)1“ 頁

ヘルデル著『民族詩論』中野康存訳 (桜井書店 昭和 20年)2“ 頁

ヘーグル著『美学』第 3巻上 竹内敏雄訳 (岩波書店)“1頁

『深田康算全集』第 3巻 (玉川大学出版 昭和 48年)44頁
Walter Eckehart Spengler: Der Begrir des Schて ,nen bei Winckelmannの 中の

「Winckelmantt Leb∝ shtm」 から私訳した。
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I. Anmerkungem(注 )

略伝に関して,次の参考文献に従 う。

1。  Winckelm■ m vOn lV01fgang I£ ppmam (Propyaen Verlag 1971)

Der Begrir des SchOnen bei Winckellnann‐ Ein Beitrag zur deutschen Klassik von

Walter Eckehatt Spengler(Verlag AIred K血 nlmerle Gёppingen 1970)

Grねchentum und Goethezeit von Walter Rehm (Vierte Aunage Framcke Verlag

Bern und Minchen),井 島勉著『キンケルマン』弘文堂書房 (昭和 13年版)

2.Co W.ツ ェーラム著『神・墓・学者』中央公論社 村田数之亮訳 (昭和

“

年版)24頁

3.フ ランスの文学や戯由に対して, レッシング, ヘルダー,ゲーテそしてスイスのポードマーに

現れるシェイクスピア論。

4.ル ッター派が権力と結んで俗化したのに対して宗教と社会を清浄化しようとする,秘密的な結

社が起ってきた。 あらゆる階層が集ってきた。 フリー 。メーソンリー運動といわれ, レッシン

グ,ヘルダー,ゲーテそして音楽家ではモーツアル ト,ベートーヴェンなど関心をよせた。

5。 Wol“,Christian(1679-17譴 )ドィッ啓蒙期の代表的哲学者。ライプニッを継承する。ヵント

(1724-1804)は 彼の哲学を批判する。 3aumgarten,Alexander Gottlieb(171462)ド ィッ

の哲学者。 ライプニッ・ヴォルフ学派にぞくして, 感性的認識から美の理論を展開する。美学

の創始者になる。

6。 グロルマンシェン夫人の感化。近代文学やフランス文学 (ラ スィーヌ)への関心を示し,近代語

(英語=フ ランス語,イ タリア語)の修得に努める。 ヘルダーやシュレーグル等が彼の視学的美

文体を絶讃 したことは,ヴ ィンケルマンが, 少年時代からラテン語やギリシャ語をものにして,

その文学に深く親 しんだからであろう。ヴィンケルマンの文章について,氷上英広氏が『形成』

第 12号 (1959年,三修社)で触れている。

7.教ぇ子 Friedrich Wilhelm Peter Lamprechtと の友情は彼の生涯にとって,最も美しいも

のであった。彼は一生独身で通した。恋愛や結婚に触れる機会は,研究と勤勉で奪われていた。

彼の節制的生活から異性との一切の交渉は許されなかった。

8.  ]Brief Winckelmanns in Verbindung iHlit Haus]Diep01der herausgegeben von Walter

Rchm(Druck von Walter de Gruyter,Berlin 1952)書簡第 1。 133頁 An Uden(彼
C)厖気|ノく)ICh habe VieleS gekOStet: aber aber die Knechtschaft in Seehausen ist nichts

lgegangen.

9。 Graf Heinrich von Bunau(169■ 1%2)ラ イプテッヒ大学出身の歴史家,同時に政治家であ

っまこ。

10.世界の名著『ヘルダー,ゲーテ』小栗浩訳 (中央公論社)435頁

11.井島勉著『 キンケルマン』 引用

“

頁から最初改宗と旅行の勧誘を受けて覚悟を定めた頃の書

簡に『私は一切の快楽からはなれて,も っぱら真理と学問を追ってきた。 貧窮や労苦と闘ひな
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身はギリシャの英雄の如く仮借なき運命の下に,御身の愛する,高貴な,そ して恐らくは唯一の過失と

も言ふべき二つの過失 (名誉心 〔金メダル〕と信頼 してしまう友情)の差招きの下に倒れた,御身は又

己が祖国でありながら御身を追放 した祖国と,それから御身を喜ばせ,尊敬し,養った祖国との国境上

に倒れ,而も御身はこの両祖国を共に愛 し自ら進んで精神と功績と天賦を以てこれを支持 した。安らか

に憩ひ給へ御身は記念碑もなく横は り,本小文も御身が憩ふ地下で記念碑たるには足らないが,然 し御

身の著書こそは立派な記念碑であり,御身の精神は永遠に我国と伊太利の上にとどまらんことを !」 10な

おもこの章を 2,3の美学者の言葉で意を尽したいと思う。

哲学者ヘーグル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831)は 美学論文の中で 「ヴィンケルマ

ンの逝去以来,古代の彫刻作品に関する知識が数量の点で実質的に増加したばか りでなく, これらの作

品の様式や美の評価に関しても一層 しっか りした拠点に立脚するものとなったことは,否まれない事実

である。」 しかし「この古典的芸術に対する認識, 生きいきとした愛や洞察という点では, だれよりも

ヴィンケルマンが,感激をもって作品を内面的に再生産する直観と,冷静な理解力や思慮を兼備した資

質をもって,彫像の諸部分の形式を一つ一つ明確に特徴づけ,か くしてギリシャ的な美の理想に関する

曖味な俗説を駆逐したのであって, これは実に唯一無比の有益な企図であった。」17彼もまたこの論文

の中でヴィンケルマンを高く評価 しているだけでなく,自 己の美学思想に取 り入れている。ところで日

本では,我国の美学研究のパイオニアであった京都大学教授故深田康算氏が,明治 45年に『キンケル

マンに就て』を講演している。その冒頭に「ヨ′ヽン・ヨアヒム・キンケルマンは古典的考古学殊にギ リ

シャ美術史の研究には重大なる関係のある人である。ヘーグルは美学の講義の序論の中に彼の功績に関

して『キンケルマンは吾々欧洲人に新しい見方を教へた人である。芸術を観る新しい眼を与へた人であ

る』と言っている。此詞は独 リキンケルマンの学術史上に於ける功績を云ひ表はしているに止まらず,

実に欧洲人文史上に於ける彼の偉大なる地位を最も力強く指摘しているものである。」10深田氏は恐 ら

く日本ではじめてヴィンタルマンを紹介した人ではなかろうか。最後に現在のドイッでヴィンケルマン

に関係した論文を発表した ヴァルター・エッケハルト・シュベングラー氏は『 ドイツ古典主義への寄

与』の中で「ヴィンケルマンは偉大な鼓舞者であり,先駆者であった。たとえ我々に彼の主題が今日歴史

的にしか興味がなくても,確かに彼は近代芸術並びに古典学の父でした。彼は同時代の人々や後継者達に

彼自身の専門領域を越えて,広 く影響を及ぼした。 ドイッの古典主義は彼を除いては考えられません。

即ちゲーテ,シ ラー,ヘルダー,ヘルダーリンは,彼の古典主義的理念をみな同様に受けました。そし

てウイルヘルム・フォン・フンボルト,フ リドリッヒ・アウグス ト・ヴォルフ, シェーリング,更にア

ウグス ト・ヴォエク,カ ール・オットフリード・ ミュラー,ヤ コプ・プルクハル ト,そ してニーチェに

至るまでその理念を受け継いできました。今なおその精神的血脈は絶えることはありません。古典学の

研究者からは決して見過されることはありません。」10今や充分にヴィンケルマンの現在的評価を上記

のシュペングラー氏の言葉で言い尽したのではなかろうか。少なくとも彼の遺産は ドイッの古典主義者

達に継承されていることを認めねばならない。
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この旅行で沢山の報告や論文を公表した。ここでもっとも特記すべきことは,第 1回の旅行中,知られ

ざるパエスチュム寺院を訪ね,その時の印象から 1%1年に『古代建築の注解』を,ナポリでフォン・

カール3世の発掘遺品の整理をして,1762年から 17“ 年にかけてそれの報告を公表した。1764年に

は また ドレスデンで,彼の傑作『古代美術史』(die Geschichte der Kunst des AItertums)が 出版

された。この書の中で,彼が,今まで調査してきた古代遺品に関して芸術史的に美学的に理論づけた。

1%6年にはまた ドレスデンで『ある寓意の試み』, 1%7年から 17“ 年にローマで銅版画作品『知ら

れざる古代遺跡』2巻が出版された。彼はアルバニ枢機卿のもとで,なお休みなく古美術品を修復して

いたが,祖国 ドイッの故郷がしのばれる年令に達 していた。丁度彫刻家のカバケピイ(Cavaceppi)が ザ

クセン選帝侯の古代収集品の仕事のために ドイツに出かけるので, ヴィンケルマンは彼と一緒に 1768

年 4月 に ドイツヘ向って出発 した。ところが,イ タリアを越えて,オース トリアのティロルの山中にや

ってきた時,ヴ ィンケルマンは突然憂うつ症におそわれて, ローマヘの憧憬にかられて, ドイッ旅行を,

少なくともミュンヒヘンまでにすることに決めた。彼等はパッサウを越えて, ウィーンヘ行った。そこ

でカバケピイは別れて ドレスデンヘ向った。ヴィンケルマンはウィーンで女帝マリア・テレジアに紹介

され,女帝は彼の古代芸術研究の業績のために,金メダルを贈った。彼はウィーンを後に, トリエステ

ヘ急いだ。 ドイッの友人たちは,彼を歓迎して待っていたにもかかわらず, もう彼の心はローマでの仕

事のことで一杯であった。彼は トリエステの港から船でヴェネチャヘ行き,ロ ーマヘ帰るつもりであっ

た。 トリエステで船を待っている数日間の滞在中に,彼の運命は決った。出獄したばか りの犯罪者アル

カングリ Arcangeliと親 しくなり, 彼に金メダルを見せたばか りに,彼の宿泊した部屋で刺殺された

のである。1768年 6月 8日 にヴィンケルマンは死んだ。
“

彼の墓所はアドリア海の見えるサン・ジェ

ス トの丘に,今もある。彼の墓をギリシャの女神が守護し,その横の建物は古代美術品を蔵 している。

さてゲーテは,こ のヴィンケルマンの死を,その当時ライプチッヒのエーゼルのもとで,『詩と真実』に

こう書いている。「ヴィンケルマンがイタリアから帰って,友人デッサウ公を訪問し, 途中ニーゼルの

許に立ち寄るので,私たちも彼に逢へるということを聞いて, この報に雀躍した。私たちは彼と話すこ

とを求めはしなかったが,彼を見たいと希望した。この年頃にはあらゆる機会を利用 して行楽したいも

のだから,私たちはデッサウの方へ船車の便を借 りて赴かうと約束をした。芸術によって輝かされた美

しい土地,行政もよく整ひ,同時に景色も美しい国のここかしこに待ち構へて,私たちよりはるかに卓

れた人々の逍進するのをまのあた り見たいと考えた。ところが青天の震震のやうに彼の死が私たちの間

に伝へられた。私は今もなほ初めてこれを聞いた場所を記憶 している。それはプライセンプルクの庭で
,

エーゼルの室へ上って行くところから離れていない所だった。学友の 1人が私に逢って,エーゼルと会

見のできないこと,及びその理由を話した。この異常な出来事は恐ろしい影響を与へた。世人はこぞっ

て嘆き悲しんだ。さうして彼の天死は彼の生涯の価値に対する注意を高めた。おそらく彼の活動の効果

は,それを高令まで続けたにしても,今見るやうな大きいものではなかったであらう。といふのは,彼
も多くの非凡な人々のやうに稀有の,無残の最期によって運命のためにその名をたたへられたのであっ

た。」
“

更にヘルダ"は ヴィンケルマンの死に対して『記念碑』に於いて絶賛の想いで追悼している。「御
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彼はついに今や,見出した。全く偶然にもローマ教皇使節の枢機卿 Archi■0の出合いであった。 ア

ルキントは選帝侯ザクセンの官廷とイエズス会員との親密な関係を続けていた。ここに彼におとずれた

機会は,ロ ーマの Passionei枢機卿の蔵書の管理上の地位を得て, 彼の憧れの目的地ローマヘ行くこ

とであった。■それには絶対にカトリック教に改宗する必要があった。 この改宗は,彼のプロテスタン

トの立場から,そんなに容易なことではなかった。またそのために彼の主人であるピュナウ伯とも辛い

別れをしなければならない。それは,一つは,宗教上の反対である。もう一つは,伯自身仕事上の都合

で手ばなしたくはなかった。1754年,彼はピュナウ伯のネエ トニツを出て, ドレスデンで, 1年間自

由な時間を持つようになった。彼の将来の人生行路に確かな,明るい見通しが出来て,少年の時から憧

れてやまなかったローマ旅行が,段々具体化することになった。 ドンスデン滞在中,彼は自由と平静さ

をかち得て,選帝侯ザクセン宮廷で, ドレスデンやライプチッヒの芸術アカデミー総監督や会員達と知

りあった。また詩人 Christian LudWig von Hagedorn(1713-1780)ゃ ドレスデン宮廷絵画教師,

後の古美術品管理者の Phmpp Dantl Lippe量 (17∝-1785),そ して特に Adam Frね drich Oser

(1717-1799)と 親しく交際した。エーゼルは ドンスデン芸術学校の教師で,後にはライプチッヒのアカ

デミーの会長になった。また学生時代のグーテも,彼のもとで美術の勉強をした。その彼がヴィンケル

マンに絵画美術鑑賞,美術史,それに関係のある学問を指導したのである。彼の感化のもとで古典古代

への芸術愛が燃えはじめた。親密な師弟関係の中に彼の処女作『絵画と彫刻とのギリシャ美術品の模倣

についての考察』が生れた。これはエーゼルとの共作とも云ってよい程,彼の感化を受けている。エー

ゼルなしでは恐らく,こ の『模倣論』の本質は考えられない。そしてまたゲーテも,こ の師によって古

典芸術の本質とその世界に導かれたことは,実に特記すべき時代の記念でもあり,古典主義への契機で

もあった。この故にエーゼルの存在は大きな意味と価値を持っている。

1755年,ヴ ィンケルマンはザクセン選帝侯宮廷給費生として年金 200タ ーラーを受けることになり,

ローマヘ旅立った。はじめにローマで彼は画家ラファエル 。メングス18と 親密な仲になり,彼のもとに

寄宿した。メングスもまた,彼に古代芸術への案内者として援助を借しまなかった。今やヴィンケルマ

ンは古代の中に,平和と幸福を得て,も うドイツにおいてのように,生活や仕事上の邪魔はなくなった。

そして古代芸術探究の世界へと沈潜することが出来たo13間 もなくして, 彼はアルキント枢機卿の図書

館員として働くことになった。それから自由主義者にして,学者のパッショナイ枢機卿と近づきになっ

た。 卿はローマ随一の立派な図書館を所有していた。 ヴィンケルマンはまた, 当時有名な古代遺品収

集家シュトシュウ男爵とも交際し,後に男爵の収集遺品目録を作成した。ローマ滞在中,も っとも彼の

転機をなしたのは,古代並び近代芸術の博識家であり,また収集家アルバニ (AlesttndЮ  Albani)枢

機卿の家に出入りを許されることになったことである。卿は彼の所有している古代遺品,恐らくローマ

中で随一の立派な収集品をヴィンケルマンに自由に開放した。そしてやがて彼はこの収集品の監督者と

なり,最後にはローマ教皇の古美術品の管理者の仕事を課せられた。これらの数々の古代遺品の整理と

観察を通して,古代への芸術観と知識を一層深めた。こうしていよいよポンペイやヘルクラネウムヘの

計四回の旅行をはじめた (第 1回-17“ 年, 第 2回-1762年,第 3回-1764年, 第4回-1%7年 )。

-4-



イッの人文的ルネサンスが起ったのである。周知の如く, 18世紀後半の ドイッ文芸上の代表者達, ン

ッシング,ヘルダー,ゲーテそしてシラー等は新しい ドイッの建設者でもあった。そして彼等に多くの

遺産を残したヴィンケルマンは,その時この世を去っていた。

その夜明け,18世紀初頭, ドイツでは宗教上, なお敬虔主義4が重んぜられ, 一方フランスでは,

啓蒙主義が,も うすでに始まりかけていた。ヴィンケルマンはフリー ドリヒ大王 (Friedrich II。 1712-

1786)ゃジャン・ジャック・ルソー (Jean JaCqueS Rousseau 1712-1778)に 遅れて 5年, ンッシン

グに先んして 12年 ,1717年 12月 9日 に ドイッのシュテンダール (Stendal)で誕生した。彼の父は靴職

人でシューンジェン(SChleSien)出身で,母はシュテンダール出身であった。両親の苦しい貧乏生活に

もかかわらず,その息子をラテン学校に進学させた。彼は学資金を学生合唱団で働いて得た。そうする

ことにより, 学業を続けられた。17“ 年にベルリンのケルニシェン・ギムナジウムを卒業した。 この

学生の教頭ダム (Damm 1698-1778)は彼に HOmerOS(前 900?)や PindarOS(前 22-前 448)を

教えて,古典芸術へ関心を向けさせた。ここでの彼のギリシャ語勉強や文学知識が,後になって彼の芸

術や人文科学への活動の基礎付けになった。その上に彼は古代知識を築いていくようになった。188年
,

勉学を続けるために,Hane大学の神学部に進んだが,やがて神学の研究から離れた。Chrittian Wolf

の哲学や Baumgartenの美学ぅも興味を惹かなかったばか りか,嫌悪さえ感じた。卒業後, しばらく

宮内官 Von Ludewig(166卜 1743)の もとで ドイツ帝国史編纂の助手をして働いた。 その後 1年間

ばか り,オステルブルクのグロルマンシェン家 (Grolmannschen Haus zu Oゞ erburg)で家庭教師

をしながら,読書に励んだ。61741年, Jena大学に医学と数学を学ぶために入学したが,学資金と生

活費の捻出に困って中断せざるを得なかった。 そしてまたパリヘの旅行計画も途中で失敗に終 った。

1742年, 再び HadmerSlebenの Oberamtmann Lamprecht家 の家庭教師になった。 教 え子

Friedrich Lamprechtと 深い友情7を 結んだ。1743年 より Gymnasium Seehausenの 教頭になり,

4年間余 り働いた。彼にとってこのゼーハウゼンの教師時代は,最も厳しい暗黒時代でもあり,そのこ

とを彼の書簡に述べている。「私は沢山の事を味わってきた。 しかしゼーハウゼンの奴隷のような生活

ほどひどいものはかつてなかった。」(1753年 3月 29日 付).時に彼は 31歳,1748年, ドレスデン

近郊 Nёthnitzの Bunau伯。の図書館へ移った。そこで ドイツ皇帝史編纂と蔵書目録の作成を手伝っ

た。 やっとヴィンケルマンは, ビュナウのもとで, 静かに勉強する時間を持った。 ゲーテが,彼のこ

れまでの生活を次のように簡潔に述べていることは至当である。「幼年期は貧困のうちに暮らし, 少年

時代にはろくな教育も受けられず,青年となっても断片的な勉強しかできず,教職につけば仕事の負担

におしつぶされそうになる。こういう境涯につきものの不安と困音を,彼 も多くの他の人とともに耐え

しのばなければならなかった。もう 30歳になっていたが,運命はまだほほ笑みかけない。しかも彼の

うちには,(将来の)望ましい幸運が開けそうな萌芽がきざしていた。」loそ の望ましい幸運こそ, ドレ

スデンでの新しい仕事と生活であったのである。その研究の世界が,彼にゆっくり開かれ出した。膨大

な蔵書,芸術的に,精神的に豊かな場所,そ して ドンスデンの知識人や芸術家との交流が始まった。長

い耐えがたい音難の中に,ひそかに予感していた天職の道,古代芸術の探究の道を手さぐりしながら,
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I.生 涯 と 評 価 1

ヨーロッパ文芸史上,ゲーテ (Joham W61fgang von Goethe 1749-1832)ゃ シラー (Johann

Chrおtoph Friedrich von Schiner 1759-1805)と ぃう名前は誰でも知らないものはない。しかしこ

こで取 り扱うヴィンケルマン (JOharm Joachim Winckelmanll 1717-1768)と ぃう名前については,

ドイツ文学者,美学者,美術史家そして考古学者を除いて殆んど知られないばか りか,その著作さえ紹

介されない。その彼がンッシング (Gotthold Ephraim]晩ssing 129-1781), ヘルダー (JOha:m

GOtt"ied von Herder 174■ 1803)そ してゲーテなどに影響を与えた文芸上の思想は非常に重要視さ

れている。彼は 18世紀の 60年代に ドイッアカデミーに,― マより古典ギリシャ芸術を学問的に紹介

した。 ドイツに於いて初めてこの分野を体系付け,開拓したので,彼は近代美術学,美術史学の先駆者

と呼ばれている。 グーテもその意味で彼をコロンプスと云っている。 ドイツの文筆家 CoW・ ッェー

ラム氏は,「ヴィンケルマンの功績は,ただ混沌たるところに秩序をもたらしたということ,想像と臆

説だけが支配していたところに知識をもちこんだということである。また古典世界への解明を通して,

ダーテやシラーなどの古典派に尽くしたばか りか,考古学者の研究にも,いつの日かは役立つ道具をあ

たえたということ,そ してもう一つより古い文化を暗い時代から救い出したということである。」「古代

の芸術に対する愛と学問的な研究, 批判の方法とを統一する一人の人間が必要であった。」Bその要求に

答えたのがヴィンケルマンであった。従ってそのために彼は生涯のすべてを捧げねばならなかった。

ヨーロッパの思想の源流を考える時,キ リス ト教とギリシャ思想はヨーロッパ文化史に於いて,大河

であり,山脈であることは云うまでもない。特に 14,15世紀イタリアルネサンスに於いて,ま た中世

の暗黒時代から近代への時代的転換期に於いて,キ リスト教とギリシャ思想の混流,交錯は,新しい文

化的波紋と現象を生み出した。フランスやイギリス等では文芸復興という形をとり,次第に人間の自由

が問われるようになってきたが,ド イツでは,こ のギリシャ的古典復興は見られず,宗教改革への発展と

なった。つまリマルチン・ルッター (Martin Luther 1483-15“ )が 1517年にローマ法王庁にプロテス

トして,カ トリック教からの打破′聖書による新教の自由を打ち建てようとした。そのために ドイツ国

内は,その後,宗教戦争の内乱が続き,三十年戦争 (1618-1648)で は,フ ランスに敗北し,皇帝は無力

化し,領邦制がとられ,ハ ンザ諸都市の没落後,経済は完全に衰退した。このような乱立,混乱,衰退

そして外国の政治的圧力の中に,中世の遺物を残しながら,英仏に遅れて,近代化への道を歩まねばな

らなかった。それはあたかもドイツだけがバロック的暗い森に開ざれているかの如く思われた。そして

近代の光は,皮肉にも政治的圧力のある英仏の啓蒙主義の新思想 (ロ ック, ヒュームの経験主義,ヴ ォ

ルテール,デ ィドロ,ル ソーの理性主義)から射してきた。また一方フランスの華美な装飾的なロココ

主義趣味は ドイツの王侯貴族たちを, 全く毒してしまっていたが, ドイッの近代入への自覚は, 文芸

上のシェイクスピア論3, 古典主義とロマン主義の到来で観ることが出来る。 ここに於いてはじめて ド

ー‐2-



ヴィンケルマンのドイツ古典主義への影響と古代美術模倣論

Winckellnanns Wirkung auf den deutschen Klassizisinus und

scine Gedanken uber die Nachahnlung der Kunst des AltertuΠ ls

前 田 信 輝

I。 生 涯 と 評 価

Winckelmanns Lebensdaten (Werk und Bedeutung)

tr' 9"'t >VtV<2Lv v /2 /,':'tVF'-, F-7

Winckelmann und seine Zeitgenossen (Lessing, Herder und Goethe)

Ⅲ。 その時代 と『ギリシヤ美術模倣論』

Sein Jahrhundert (Goethezeit) und die Erstlingsschrift ,,Gedanken iiber die

Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerei"

Ⅳ.『ギリシヤ美術模倣論』について

Winckelmanns Kunstanschauung in seiner Erstlingsschrift
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