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『閑
吟
集
』
の
起
首
と
巻
末
歌

―

そ
の
編
纂
意
図
を
め
ぐ

っ
て

木

村

重

利

『
閑
吟
集
』

の
編
者
は
不
明
で
あ
る
。　
し
か
し
、
編
者
が

『詩
経
』

に
な
ら

い
、
三

一
一
首
の
小
歌
を
集
め
て

一
つ
の
歌
謡
集
を
成
そ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の

配
列
に
何
ら
か
の
基
準
を
設
け
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
早
く
に
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
し
か
も
そ
の
基
準
が
何
で
あ

っ
た
か
も
ほ
ぼ
説
き
尽
く
さ
れ
て
い
る

が
如
く
で
あ
る
。
あ
る
物
を
蒐
集
し
て
そ
れ
を
整
理
し
て

一
つ
の
体
裁
を
与
え
よ

う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
基
準
を
設
け
て
順
序
立
て
よ
う
と
考
え
る
の

は
、
人
の
心
と
し
て
自
然
で
あ
る
。

『閑
吟
集
』
の
編
者
が
い
か
な
る
人
物
で
あ

っ
た
か
、
後
世
の
我
々
に
そ
の
具

体
的
な
人
物
像
を
結
ば
せ
る
こ
と
を
い
ま
だ
に
拒
否
し
た
ま
ま
で
あ

る
。　
し

か

し
、
彼
の
残
し
た
こ
の
歌
謡
集
が
そ
の
成
立
年
時
の
明
確
で
あ
る
こ
と
で
、
彼
の

生
き
た
時
代
は
ほ
ぼ
知
り
得
る
し
、
こ
う
し
た
歌
謡
に
親
し
ん
で
い
た
人
物
と
い

う
こ
と
か
ら
、
漠
然
と
な
が
ら
そ
の
人
と
な
り
、
生
活
形
態
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
も
そ
の
序
文
は
彼
自
身
の
日
か
ら
語
ら
れ
た
具
体
的
な
資
料
と
し

て
そ
の
人
物
像
を
想
像
さ
せ
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

『
閑
吟
集
』
が
成
立
し
た
の
は
永
正

一
五
年

（
一
五

一
八
）
で
あ
る
。
そ
れ
は

序
文
に
よ
れ
ば

「桑
門
」
の
身
で
あ
る
編
者
が

「
ふ
じ
の
遠
望
を
た
よ
り
に
庵
を

む
す
」
ん
で
十
有
余
年
の
月
日
を
重
ね
て
の
時
点
で
あ
る
。
隠
遁
的
な
生
活
形
態

に
入
っ
て
十
年
余
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
素
直
に
考
え
て
こ
の
集
の
編
纂
は

編
者
晩
年
期
に
属
す
る
こ
と
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
る
と
、
編
者
が
生
き
た
時

代
は
、
中
世
も
後
半
期
の
室
町
時
代
、
そ
れ
も
近
世
の
あ
け
ぼ
の
と
い
わ
れ
る
織

豊
時
代
に
接
続
す
る
前
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
こ

こ
に
収
め
ら
れ
た
数
々
の
小
歌
の
盛
行
し
て
い
た
時
代
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

序
文
に
よ
っ
て
知
り
得
る
編
者
の
経
歴
が
後
世
の
我
々
が
さ
ぐ
り
得
る
す
べ
て

の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
断
片
的
な
編
者
自
身
が
語
る
経
歴
を
整
理
要
約

し
て
お
く
方
が
論
の
展
開
上
都
合
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
は
次
の
三
点

と
な

る

。Ｉ
　
富
士
の
遠
望
を
た
よ
り
に
草
庵
を
結
ん
だ

一
桑
門
（真
名
序
に
よ
れ
ば
狂
客
）

で
あ
る
こ
と
。

Ⅱ
　
十
有
余
年
に
わ
た
る
遁
世
者
と
し
て
の
生
活
の
間
、
琴
の
音
や
尺
八
の
楽

　

一

を
伴
侶
と
し
、
か
つ
小
歌
を
慰
み
草
と
し
て
暮
ら
し
て
き
た
こ
と
。
　
　
　
　
１

Ⅲ
　
そ
の
小
歌
に
つ
い
て
は
、
往
時
、
都
部
遠
境
の
折
々
の
宴
席
に
交
遊
し
た
　

｝

日
々
の
忘
れ
難
い
記
念
で
あ
る
こ
と
。

以
上
の
如
く
で
あ

っ
て
、
残
念
な
が
ら
そ
の
生
没
年
や
経
歴
、
氏
素
性
な
ど
は

全
く
不
明
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
と
い
う
立
場
を
離
れ
た
、　
一
鑑
賞
者
の

側
に
立
て
ば
、
こ
れ
だ
け
の
記
載
に
と
ど
め
て
多
く
を
語
ら
な
か

っ
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
む
し
ろ
小
歌
に
絶
ち
難
い
愛
着
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
編
者
の
姿
を
自

由
に
想
像
す
る
楽
し
さ
が
生
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
い
か
に
も
こ
う
し
た
歌
謡
集

に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
歌
謡
集
か
ら
は
具
体
的
な
編
者
の
経
歴
は
窺
い
得
な
い
の
で

あ
る
が
、

真
名
序

・
仮
名
序
の
両
序
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
、　
し
か
も
そ

の
内

容
、
特
に
真
名
序
に
は
そ
れ
相
当
の
教
養
人
ぶ
り
が
披
歴
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

み
ら
れ
る
中
国
詩
論
に
基
づ
く
謳
歌
論
は

『
古
今
和
歌
集
』
以
後

の
勅
撰
和
歌
集



や
歌
謡
書
目
の
真
名
序
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
中
国
に
お
い

て
民
間
に
喧
伝
さ
れ
た
謳
歌
の
事
例
を
列
挙
し
、
本
邦
の
歌
謡
の
変
遷
に
つ
い
て

概
説
し
、
さ
ら
に
は
和
歌
本
質
論
を
踏
ま
え
た
小
歌
論
を
展
開
す
る
と
い
っ
た
大

部
な
も
の
で
あ
る
。

編
纂
意
識
の
根
本
と
な

っ
て
い
る
詩
経
精
神
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
当
時
の
一

（
注
↓

般
文
芸
思
潮
、
特
に
室
町
歌
壇
の
風
潮
で
あ

っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
な
り

の
消
化
が
な
け
れ
ば
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
や
は
り
、
編
者
は
当
代

の
一
流
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
か
な
り
の
教
養
人
と
し
て
歌
壇
や
連
歌
の
会

な
ど
に
た
ち
交
わ
り
、
そ
れ
な
り
の
評
価
を
得
て
い
た
人
物
と
考
え
て
い
い
の
だ

ろ
う
。

そ
う
し
た
教
養
人
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
三

一
一
首
の
歌
の
配
列
に
あ
た
っ
て
何

ら
か
の
基
準
を
立
て
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
用
意
の
第

一
点
が
真
名
と
仮
名
の
両
序
を
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
伝
統
的
と
い
う
か
、
本
筋
の
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で
の
和
歌
や
連
歌
の
勅
撰

集
の
体
裁
の
踏
襲
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
編
者
に
と

っ
て
の

小
歌
に
対
す
る
気
負
い
が
あ
る
。
次
に
、
個
々
の
歌
の
並
べ
方
に
も
や
は
り
勅
撰

集
の
部
立
が

一
つ
の
基
準
と
し
て
編
者
の
編
纂
意
識
に
規
範
を
与
え
た
ら
し
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
よ
う
だ
。

つ
ま
り
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
追

っ
て
の
配
列
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

春
の
部
に
重
ね
て
は
そ
の
冠
頭
部
分
に
賀
の
歌
、
つ
ま
り
祝
い
歌
を
据
え
て
い
る

（
注
２
）

の
も
や
は
り
先
行
文
芸
の
編
纂
意
識
が
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
四
季
の
歌
と
は
言
っ
て
も
歌
全
体
が
春
な
ら
春
、
夏
な
ら
夏
と
い
っ
た

季
節
感
を
持

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
主
題
に
季
節
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば

「人
の
姿
は
花
う
つ
ぽ
や
さ
し
、
さ
し
て
お
ふ
た
り

や
、
う
そ
の
皮
う
つ
ぼ
」
（１６
）
と
い
っ
た
も
の
も

「花
の
歌
」
の
中
に
入
っ
て
い

る
よ
う
に
、
季
節
の
歌
と
い
う
意
識
の
配
列
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
単
な
る
言
葉

と
し
て
季
語
を
基
準
に
立
て
な
が
ら
配
列
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
歌
全
体

と
し
て
の
季
節
の
歌
と
い
う
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
季
節
感
と
は
無
縁
の
も
の
す

ら
そ
の
方
法
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
枠
を
広
げ

て
の
四
季
を
追

っ
た
後
に
、
季
語
を
全
く
含
ま
な
い
歌
が
続
い
て
い
る

の
で
あ

る
。
従
来
は
そ
れ
を

「恋
」
と
か

「雑
」
と
か
呼
ん
で
、
編
者
は
や
は
り
勅
撰
集

の
部
立
の
そ
れ
を
適
応
し
た
の
だ
と
説
か
れ
て
き
た
。

果
た
し
て
そ
う

だ

ろ
う

か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、　
一
応
、
賀

・

春

。
夏

・
秋

・
冬
そ
し
て
雑

（あ
る
い
は
恋
）
と
い
う
順
序
で
歌
が
並
べ
ら
れ
て

い
る
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
勅
撰
集
の
部
立
の
踏
襲
と
い
う
こ
と
で
、
閑
吟
集

編
者
の
工
夫
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
編
者
の
面
目
は
そ
れ
以
上
の
綿
密
な

配
列
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

そ
れ
は
、　
一
つ
一
つ
の
歌
を
目
で
追

っ
て
い
く
だ
け
で
容
易
に
気
付
く
こ
と
の
　
２

で
き
る
も
の
で
、　
一
つ
の
歌
か
ら
次
の
歌
に
移
る
と
き
に
は
、
歌
詞
中
の
用
語
な
　

¨

り
歌
の
気
分
の
上
で
非
常
に
細
か
な
用
意
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉

に
つ
い
て
言
え
ば
、
次
の
歌
へ
の
移
り
を
、
前
の
歌
の
中
の
あ
る

一
つ
の
語

（
二

つ
以
上
の
場
合
も
）
縁
に
し
て
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
例
え
ば
、

「松
」
の

語
を
含
ん
だ
歌
を
次
々
と
並
べ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
三
首
、
（
５
２
７
）
、
以
下

梅
の
歌
四
首

（
８
２
１１
）
、
そ
し
て
桜

（花
）
の
歌
が
続
く
と
い
う
具
合
に
、
同
じ

語
を
詞
句
中
に
持
つ
歌
を
続
け
て
い
る
。
し
か
も
必
ず
し
も
そ
う
し
た
物
の
名
ば

か
り
で
な
く
、
「思
ふ
」
（
７９
２
８８
）
、
「忍
ぶ
」
（
２５８
２
２６６
）
、
「
い
と
お
し
い
」
（盤

２
２８７
２８９
）

と
い
っ
た
も
の
も
鎖
目
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

「橋

の
歌
」
「川
の
歌
」
「身
投
げ
の
歌
」
と
い
っ
た
も
の
が
ひ
と
つ
な
が
り
（が
２
２１９
）

に
な
っ
て
い
た
り
、
「袖
が
濡
れ
る
」
（
３０２
２
３０６
）
と
あ
る
と
、
「涙
」
（
３０７
）
を
謡

う
歌
が
続
く
と
い
っ
た
例
も
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
縁
語
に
ま
で
そ
の

「言
葉



の
縁
」
を
広
げ
て
い
く
。
し
か
も
あ
る
語
に
よ
る
連
鎖
が
切
れ
て
次
の
語
に
よ
る

連
鎖
に
移
る
前
に
は
、
こ
れ
ま
で
連
鎖
を
続
け
て
き
た
語
と
、
こ
れ
か
ら
連
鎖
を

続
け
て
い
く
語
を
両
方
含
む
歌
を
配
し
て
い
る
と
い
っ
た
念
の
入
れ

よ
う

で
あ

る
。

た
だ
し
、　
こ
の

「言
葉
の
縁
」

の
枠
を
縁
語

・
類
語
に
ま
で
広
げ
て
も
な

お
、
ど
う
し
て
も
次
の
歌
と
の
関
連
が
感
得
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
前
後
両

方
か
ら
縁
を
断
た
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
歌
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
も
必
ず
や
何
ら
か
の
編
者
の
配
列
意
図
が
作
用
し
て
い
て
、
お
の
お
の
妥
当
性

の
あ
る
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

「言
葉
の
縁
」
と
い
っ
た
、
具
体
的
に
後
代
の
我
々
が
歌
を
追

っ
て
い

く
中
で
、
す
ぐ
に
感
得
で
き
る

「言
葉
」
の
つ
な
が
り
と
い
う
程
度
の
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
と
当
時
の
、
あ
る
い
は
編
者
の
教
養
な
り
常
識

（む
ろ
ん
編
者
と
同

等
の
知
的
水
準
に
お
い
て
）
が
生
ん
だ
知
的
遊
戯
と
し
て
の
位
置
付
け
、
前
後
歌

の
関
連
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
言
葉
に
よ
る
縁
を
持

っ
て
い
る
歌
と
歌
の
場
合
で
も
言
え
る
こ
と
で

あ
る
が
、
主
題
的
に
同

一
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
主
題
的
な
発
展
で
あ

る
と

か
、
あ
た
か
も
間
答
歌
と
し
て

一
対
で
あ
る
か
に
見
え
る
よ
う
に
と
か
、
さ
ら
に

は
物
語
的
な
筋
の
展
開
を
見
せ
る
よ
う
に
と
か
い
っ
た
細
か
な
心
配
り
が
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
そ
う
し
た
微
に
入
り
細
に
渡
る
編
者
の
用
意
に
対
し
て
、

「連
俳
的
変

（注
３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（注
４
）

移
に
よ
る
編
纂
法
」
と
か

「連
歌
的
編
纂
方
法
」
と
か
言
わ
れ
て
き
た
。
な
る
は

ど
、
当
時
盛
ん
で
あ

っ
た
連
歌
は
当
然
編
者
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
し
、　
こ
の
集
の
編
者
に
連
歌
師
の
柴
屋
軒
宗
長
を
当
て
る
説
も
あ

る

ご
と

く
、
む
し
ろ
小
歌
の
享
受
者
と
し
て
い
か
に
も
連
歌
師
な
ど
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え

る
。
仮
名
序
に
見
え
る

「と
ひ
え
ん
き
や
う
の
花
の
も
と
、
月
の
ま
へ
の
宴
席
」

と
い
う
の
も
、
連
歌
の
会
の
後
に
引
き
続
い
て
の
小
歌
の
宴
遊
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
も
か
く
当
時
、
教
養
人
と
し
て
生
き
た
編
者
に
連
歌
は
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
付
句
的
手
法
を
こ
の
歌
謡
集
編
纂
に
適
応
し
よ
う

と
試
み
た
と
い
う
こ
と
も
か
な
り
の
説
得
力
の
あ
る
興
味
深
い
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、　
四
季
を
立
て
、
同
じ
言
葉
に
よ
っ
て
移
す
手
法
に
加
え
て
、
細
か

い

「言
葉
」
に
よ
る
関
連
を
求
め
て
い
く
方
法
と
連
歌
の
対
句
的
手
法
と
は
重
な
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
閑
吟
集
』

歌
謡
の
三
一
一
首
を
連
歌
的
手
法
で
す
べ
て
つ

な
げ
て
い
く
と
い
う
の
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
部
分
的
に
は
そ
れ
も
確
か
に

採
り
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
の
歌
を
配
列
す
る
仕
事
が
短
期
間
に

完
了
し
た
は
ず
も
な
か
ろ
う
。
と
な
る
と
、
そ
の
時
そ
の
時
に
か
な
り
恣
意
的
な

関
連
付
け
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
全
歌
の
配
列

に
連
歌
の
手
法
を
適
応
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
る
理
由
の
一
つ

は
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
も
の
が
編
者
個
人
の
創
作
歌
で
は
な
く
、
既
製
の
歌
謡
　
一

（流
行
小
歌
）

で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
う
そ
う
都
合
よ
く
い
く
は
ず
が
　
３

な
い
か
ら
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

四
季
を
追
う
こ
と
、

「言
葉
の
縁
」

を
求
め
る
こ
と
が
そ
の
大
筋
の
基
準
に
あ

っ
た
と
は
思
う
が
、
必
ず
し
も
統

一
さ
れ
た
も
の
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、

編
者
の
側
に
働
い
た
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の

「遊
び
」
の
心
が
大
き
く
関
与
し
て

い
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の

「遊
び
」
の
一
つ
に
連
歌
の
付
句
的
手
法
も

あ

っ
た
と
理
解
す
る
の
が
実
際
に
近
か
ろ
う
。
む
し
ろ
編
者
の
機
知
、
洒
落
に
裏

打
ち
さ
れ
た
気
儘
な
遊
び
の
精
神
と
い
っ
た
も
の
が
大
き
く
作
用
し
て
い
て
、
そ

の
結
果
、
編
者
の
主
観
や
時
々
の
興
趣
に
よ
る
新
し
い
意
味
賦
与
も
あ

っ
た
か
に

思
わ
れ
る
。

当
代
に
行
な
わ
れ
た
流
行
小
歌
と
し
て
の
個
々
の
意
味
と

は
別

に

『
閑
吟
集
』
中
に
お
け
る
各
歌
の
意
味
が
新
し
く
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た

一
つ
の
例
と
し
て
、

「言
葉
の
縁
」

を
失

っ
て
い
る
歌
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。



『
閑
吟
集
』

の
歌
謡
を

一
つ
一
つ
味
わ
う
楽
し
み
の
ほ
か
に
、
前
後
歌
と
の
関

連
な
り
何
首
か
の
歌
の
ま
と
ま
り
で
味
わ
う
方
法
も

一
面
の
こ
の
集
の
楽
し
み
方

で
あ
り
、
そ
れ
も
加
え
て

『
閑
吟
集
』
の
文
芸
性
は
導
き
出
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

か
と
思
う
。
つ
ま
り
、

『
閑
吟
集
』

の
歌
謡
を
そ
の
配
列
の
中
で
味
わ
う
こ
と
に

は
、
そ
こ
に
働
い
た
編
者
の
風
流
心

・
洒
落
心
と
い
っ
た
も
の
を
探
り
出
す
楽
し

さ
が
当
初
か
ら
付
随
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
を
発
見
し
得
て
こ
そ

各
歌
謡
の
位
置
は
妥
当
性
を
得
て
定
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

『
閑
吟
集
』
中
に
占
め
る
各
歌
の
位
置
と
編
者
の
編
纂
意
図
な
り
意
味
賦
与
を

考
え
る
場
合
、

も

っ
と
も
そ
れ
が
色
濃
く
出
る
の
は
巻
頭
歌
と
巻
末
歌
で
あ
ろ

う
。
何
に
よ
ら
ず
、
始
め
と
終
り
に
は
そ
れ
な
り
の
心
を
く
だ
く
の
が
常
で
あ
る

か
ら
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
巻
頭
歌
と
巻
末
歌
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思

う

の
で
あ

る
。巻

頭
歌
に
編
者
が
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
た
ら
し
い
こ
と
は
第
二
歌
と

「言
葉

の
縁
」
を
失

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
春
の
歌

・
柳
の

歌
と
し
て
四
季
に
よ
る
配
列
と
い
う
上
か
ら
は
妥
当
性
を
得
て
据
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、春
の
柳
の
歌
は
後
に
（三
九
番
以
下
）
に
ま
と
め
て
並
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
二
番
以
下
に
賀
の
歌
、
祝
い
歌
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も

一

番
の
歌
は
重
な
ら
な
い
。
編
者
が
冠
頭
部
に

「賀
」
の
歌
を
据
え
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
は
明
確
な
の
に
、
第

一
歌
に
祝
意
が
こ
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
民
俗
的

に
柳
そ
の
も
の
は
祝
福
性
を
持

っ
て
い
て
も
、
第

一
歌
の
主
題
に
は
全
く
関
わ
り

な
く
、

「乱
れ
心
」
を
起
こ
す
序
歌
と
し
て
の

「柳
の
糸
」
で
あ
り
、　
こ
の
歌
は

明
ら
か
に
恋
の
歌
で
あ
る
。

次
歌
と
の

「言
葉
の
縁
」
を
求
め
る
こ
と
も
あ
き
ら
め
、
賀
の
歌
か
ら
始
め
る

と
い
う
全
体
を
貫
く
配
列
基
準
を
は
ず
れ
て
も
、
何
よ
り
も
先
行
し
て
こ
の
歌
を

第

一
歌
と
す
る
必
然
性
と
い
う
か
事
情
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
む
ろ
ん
、
編
者
に
と

っ
て
の
必
然
性
で
あ
り
事
情
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
で
あ

っ
た
か
。
具
体
的
に
こ
の
歌
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

花
の
錦
の
下
ひ
も
は
、
と
け
て
中
／
ヽ
よ
し
な
や
、
柳
の
い
と
の
み
だ
れ
ご

ゝ
ろ
、
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
　
ね
み
だ
れ
が
み
の
お
も
か
げ

「思
い
が
か
な

っ
て
、

一
度
は
相
逢
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
ま
じ

そ
れ
が
か
え

っ
て
忘
れ
難
い
も
の
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

女
の
歌
と
解
す
る
か
、
男
の
歌
と
解
す
る
か
で
そ
の
味
わ
い
が
違

っ
て
く
る
。

わ
が
下
裳
の
紐
も
解
け
が
ち
で
、
あ
の
御
方
ゆ
え
に
身
も
心
も
許
し
て
し
ま
　

・

っ
た
が
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
今
と
な

っ
て
は
詮
な
い
悩
み
の
種
Ｌ
な

っ
た
こ
と
　
４

よ
。
柳
の
糸
が
風
に
吹
き
乱
れ
る
よ
う
に
思
い
な
や
む
ば
か
り
。
ほ
ん
に
い
つ
　

］

に
な

っ
た
ら
忘
れ
る
こ
と
か
し
ら
、
あ
の
寝
乱
れ
髪
の
愛
し
い
面
ざ
し
を
。

（浅
野
建
二
『閑
吟
集
研
究
大
成
』）

と
解
す
る
の
は
、
男
に
許
し
て
し
ま

っ
た
女
が
そ
の
男
の
面
影
を
忘
れ
か
ね
て
い

る
と
嘆
く
歌
と
と

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

春
の
花
の
よ
う
に
美
し
く
あ
で
や
か
な
彼
女
と

「相
逢
お
う
と
願

っ
た
思
い

が
よ
う
や
く
か
な

っ
て
」
、　
つ
い
に

一
夜
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

に
、

（相
逢
う
て
恋
し
さ
は
増
す
ば
か
り
で
）
、
今
は
か
え

っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い

や
る
せ
な
い
思
い
に
せ
め
ら
れ
る
こ
と
よ
。

（私
の
心
は
彼
女
ゆ
え
に
）

青
柳

の
枝
が
風
に
な
ぶ
ら
れ
る
よ
う
に
か
く
も
乱
れ
る
よ
。
あ
あ
、
彼
女
の
寝
乱
れ

髪
の
面
影
を
、　
い
つ
忘
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。

（あ
の
時
か
ら
と
い
う

も
の
は
、
私
の
心
に
焼
き
付
い
て
離
れ
る
時
と
て
な
い
の
だ
。）
（志
田
延
義
『
歌



謡
Π
閑
吟
集
』）

と
、
や
っ
と
念
願
か
な
っ
た
男
が
、
か
え
っ
て

一
層
恋
心
が
募

っ
て
忘
れ
難
い
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
歌
と
も
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
歌
の
場
に
お
い
て
は
、男
が
謡
い
手
と
な
っ
た
り
、女
が
謡
い
手
に
な

っ

た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
両
様
の
解
釈
も
成
り
た

ち
得
る
。

さ
ら
に
は
、

「花
の
錦
の
下
ひ
も
は
と
け
て
な
か
な
か
よ
し
な
や
」
と

女
が
つ
ぶ
や
い
た
の
に
対
し
て
男
が

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
ね
み
だ
れ
髪
の
お
も
か

げ
」
と
謡
い
返
し
た
も
の
と
み
て
、
そ
の
二
つ
の
心
の
共
通
さ
を

「や
な
ぎ
の
糸

の
乱
れ
心
」
を
間
に
入
れ
る
こ
と
で
仕
立
て
た
技
巧
的
な
歌
と
解
し
て
み
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

歌
謡
の
流
動
性
と
し
て
、
発
生
的
機
能
と
は
別
に
歌
の
場
に
お
け
る
そ
の
都
度

そ
の
都
度
に
与
え
ら
れ
る
機
能
も
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
歌
謡
の
流
動

性
と
し
て
、
謡
う
人
、
謡
う
場
、
時
に
よ
っ
て
男
の
歌
と
も
女
の
歌
と
も
、
あ
る

い
は
老
若
い
ず
れ
の
歌
と
も
な
り
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
歌
謡
の
根
強
い
伝
承
性

が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
伝
承
を
唯

一
生
き
長
ら
え
る
力
と
し
て

い
る
歌
謡
の
歌
謡
た
る
ゆ
え
ん
も
そ
の
拡
大
さ
れ
て
い
く
機
能
面
に
あ
ろ
う
。
た

だ
そ
う
し
た
享
受
の
面
に
お
け
る
解
釈
の
幅
と
い
う
か
、
自
由
さ
は
認
め
な
が
ら

も
、
な
お
厳
密
な
語
釈

・
発
想
等
の
検
討
の
上
か
ら
、
最
も
妥
当
性
の
高
い
解
釈

を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第

一
歌
に
関
し
て
は
、
歌
全
体
の
雰
囲
気
や
発
想
か
ら
は
ど
う
も
女
の
歌
と
解

す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「花
の
錦
の
下
紐
が
と
け
て
、　
つ
ま
り
あ
の
方
に

身
を
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
よ
。
柳
の
糸
が
風
に
乱
れ
る
ご
と
く
、
心
が
乱
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
っ

に
な
っ
た
ら
あ
の
方
の
あ
の
寝
乱
れ
髪
の
面
ざ
し
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
や

ら
」
と
、
な
ま
じ
通
じ
て
し
ま
っ
た
故
に
、
か
え
っ
て
愛
し
さ
恋
し
さ
が
心
に
刻

み
込
ま
れ
て
忘
れ
難
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
の
で
あ
る
。

「な
か
な

か
よ
し
な
や
」
は
軽
々
し
か
っ
た
わ
が
身

へ
の
後
悔
の
念
で
あ
る
。
「
よ
し
な
し
」

に
つ
い
て
は
他
に
集
中
、
五
八

。
九
二
。
一
〇
九
番
に
も
見
え
て
い
る
。
も
う

一

つ
、
こ
の
歌
の
中
で
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が

「寝
乱
れ
髪
の
お
も
か
げ
」

で
あ
る
が
、
語
感
か
ら
し
て
女
性
の
姿
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の

歌
全
体
を
女
性
の
歌
と
し
て
統

一
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
多
少
の
抵
抗
と
な
る
。

し
か
し
、
男
女
の
姿
の
形
容
と
し
て
と
も
に
使

っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
女
性
の

歌
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
そ
れ
は
ど
無
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
歌
の
主
題
は

「逢
う
て
い
や
増
す
恋
」
で
あ
る
。
な
ま
じ
逢

う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
こ
れ
ほ
ど
焦
が
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
和
歌
の
世
界
か
ら
引
き
続
い
た
恋
歌
の
一
つ
の
主
題
で
あ
る
。
恋

歌
の
主
題
と
し
て
は

「
一
日
見
て
の
恋
」
も
こ
れ
と

一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。　

　
・

集
中
、
主
題
的
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
拾
い
出
し
て
み
よ
う
。
　

５

０
さ
て
何
と
せ
う
ぞ
、　
一
め
み
し
お
も
か
げ
が
、
身
を
は
な
れ
ぬ

（
３６
）
　
　

　

．

○
見
ず
は
た
ゞ
よ
か
ら
う
、
見
た
り
や
こ
そ
物
を
思

へ
た
ゞ

（４４
）

○
う
や
な
つ
ら
や
な
ふ
、
な
さ
け
は
身
の
あ
た
と
な
る

（
‐１６
）

○
た
ゞ
人
に
は
、
馴
れ
ま
じ
物
ぢ
や
、
な
れ
て
の
後
に
、
は
な
る
ゝ
る
る
る
る

る
る
が
、
大
事
ぢ
や
る
物

（
１１９
）

○
そ
ふ
て
も
こ
そ
ま
よ
へ
、
′
ヽ
、

た
れ
も
な
う
、
た
れ
に
な
り
と
も
そ
ふ
て

み
よ

（
１４５
）

や
や
枠
を
は
ず
れ
た
か
に
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
げ
て
み
た
。
な
ま
じ
逢
う
た
り
添

う
た
り
見
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
心
に
焼
き
つ
い
て
忘
れ
難
く
思

い
の
種
と
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
ろ
う
。
た
だ
あ
げ
た
最
後
の

歌
は

「添
は
ず
」
に
い
て
の
迷
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
添
う
て
後
、
な
お
さ
ら
思
い

が
増
し
、
せ
つ
な
く
な
る
の
に
そ
れ
を
思
わ
ず
に
添
う
て
み
る
こ
と
を
第

一
に
あ



げ
る
の
は
、
恋
の
経
験
者
と
し
て
は
未
熟
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
巻
頭
歌
は
恋
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
も
王
朝
和
歌
的
な
恋
歌
の
主
題
で

あ
る

「逢
う
て
後
の
恋
」
「逢
う
て
い
や
増
す
恋
」

を
謡
っ
た
も
の
で
あ
る
。
多

少
、
解
釈
的
な
ず
れ
が
あ

っ
て
も
こ
の
主
題
は
動
く
ま
い
。
そ
こ
に
歌
謡
と
し
て

の
広
が
り
も
味
わ
い
も
充
分
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
主
題
が
発
展

的
に
採
用
さ
れ
て

『
閑
吟
集
』
の
第

一
歌
に
据
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

『
閑
吟
集
』

全
体
の
歌
の
据
え
方
を
み
て
も
、

前
述
の
通
り
、
編
者
が
相
当
細

心
の
注
意
を
払

っ
て
歌
の
配
列
作
業
を
進
め
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
中
で

次
々
に
歌
を
何
ら
か
の
縁
で
関
連
さ
せ
て
つ
な
い
で
い
く
全
体
の
運
び
と
は
別
に

第

一
歌
と
最
終
歌
に
ど
の
歌
を
据
え
る
か
は
、
ま
た
別
の
意
味
で
最
も
心
を
砕
い

た
は
ず
で
あ
る
。

春
の
歌
で
は
あ

っ
て
も
、
以
下
の
年
頭
の
祝
賀
的
春
歌
と
は
重
な
ら
な
い
第

一

歌
と
し
て
、　
こ
の
恋
の
歌
を
巻
頭
に
据
え
た
編
者
の
納
得
は
何
で
あ

っ
た

ろ
う

か
。
当
時
は
連
歌
の
隆
盛
期
で
あ
る
。
編
者
は
こ
の
集
に
こ
れ
ら
の
歌
を
収
録
す

る
に
あ
た
っ
て
、　
一
応
四
季
の
部
立
を
し
な
が
ら
、
連
歌
趣
味
を
発
揮
し
て
連
歌

の
付
け
進
み
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
配
列
の
方
法
を
考
案
し
た
の
だ
と
し
、
そ
う
し

た
連
歌
的
手
法
に
よ
る
編
纂
と
い
う
こ
と
で
第

一
歌
と
最
終
歌
の
位
置
な
り
、
編

者
の
意
図
な
り
を
解
釈
し
て
い
る
見
方
も
あ
る
。

起
首
の

「花
の
錦
の
下
紐
は
」

の
小
歌
を
発
句
に
見
立
て
て
据
え
、
二
首
目
、

三
首
目
を
脇
、
第
二
の
趣
に
仕
立
て
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
挙
旬
に
相

当
す
る
巻
軸
三

一
一
番
の
小
歌
の
直
前
に

「花
籠
に
身
を
入
れ
て
」
の
小
歌
を

（
注
６
）

置
い
て
い
る
の
も
、
花
の
座
を
充
た
す
心
組
み
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
も
の
で
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
で
一
応
、

『
閑
吟
集
』

の
起
首
及
び
巻
軸
の
歌

の
占
め
る
位
置
は
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

連
歌
的
手
法
に
よ
っ
て
第

一
歌
は
初
旬
と
し
て
考
え
、
初
旬
に
は
主
催
者
側
の

挨
拶
を
こ
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
重
な
る
の
で
あ
る
が
、
連
歌
の
初
旬
を
持

ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
編
者
は
当
然
、
こ
の
歌
謡
集
を
編
む
に
あ
た
っ
て
の
心
境

を
代
弁
し
得
る
も
の
と
し
て
第

一
歌
に
据
え
る
べ
き
歌
の
選
択
を
し
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
結
果
が

「花
の
錦
の
下
紐
は
」
の
歌
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
歌
に
編
者
が
代
弁
さ
せ
よ
う
と
し
た

「思
い
」
は
何
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
浅
野
建
二
氏
が

「
こ
の
起
首
の
歌
詞
に
特
に
懐
旧
の
思
い
を
託
し

（
注
７
）

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
積
極
的
な
も
の
を
考
え
て
い
い
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
第

一
歌
に
こ
め
ら
れ
た
も
の
は
、
な
る
ほ
ど

「懐
旧
の
思
い
」
と

一
口
に

言
い
得
る
も
の
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
そ
こ
に
は
も

っ
と
具
体
的
に
こ
の
歌
謡
集

の
編
纂
動
機
の
表
明
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
序
文
に
　

一

お
い
て
編
者
が
述
べ
て
い
る
小
歌
に
寄
せ
る
感
慨
で
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
６

仮
名
序
に
は
、
こ
こ
に
盛

っ
た
歌
の
数
々
が
編
者
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
　

．

持

っ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
心
境
で
こ
の
集
を
成
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ふ
じ
の
遠
望
を
た
よ
り
に
庵
を
む
す
び
て
、十

余
歳
の
雪
を
窓
に
つ
」

ん
だ
年
月
、

「隙
ゅ
く
駒
に
任
す
る
年
月
の
さ
き
ざ
き
都

部
遠
境
の
花
の
下
、
月
の
前
の
宴
席
に
立
ち
交
は
り
、
声
を
諸
共
に
せ
し
老
若
、

半
ば
故
人
と
な
り
ぬ
る
懐
旧
の
催
し
に
、

柳
の
糸
の
乱
れ
心
と
打
ち
上
ぐ

る

よ

り
」
、
種
々
の
歌
謡
の

「数
々
を
、
忘
れ
形
見
に
も
と
、　
思
ひ
出
づ
る
に
し
た
が

ひ
て
、
閑
居
の
座
右
に
記
し
置
く
」
と
綴

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
開
陳
さ

れ
て
い
る
編
者
の
心
境
を
代
弁
し
て
い
る
の
が
第

一
歌
で
あ

っ
た
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
編
者
と
声
も
ろ
と
も
に
謡

っ
た
人
々
も
半
ば
故
人
と
な

っ

て
し
ま
っ
た
今
、
そ
う
し
た
人
々
を
偲
び
懐
し
む
思
い
で
あ
り
、
そ
う
し
た
懐
旧

の
念
に
占
め
ら
れ
た
編
者
の
心
が

「柳
の
糸
の
乱
れ
心
」
な
の
で
あ

っ
た
。



第

一
歌
、
巻
頭
歌
と
し
て
の
採
択
は
、
こ
の
歌
が

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
、
お
も

か
げ
」
の
一
句
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
懐
し
い
人
々
を
い
つ
い
つ
ま
で
も

忘
れ
な
い
と
い
う
叫
び
な
の
で
あ
る
。
忘
れ
得
な
い
、
懐
し
い
人
々
と
共
に
あ

っ

た

（共
に
小
歌
を
楽
し
ん
だ
）
日
々
の
思
い
出
、
そ
れ
を
形
あ
る
も
の
に
し
て
と

ど
め
置
こ
う
と
思

っ
た
こ
と
が
こ
の

『
閑
吟
集
』
編
纂
の
動
機
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
、　
お
も
か
げ
」
は
編
者
自
身
の

過
ぎ
た
日
々
の
姿
で
あ

っ
た
こ
と
に
も
な
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
編
者
が
こ
の
歌
に
第

一
歌
と
し
て
の
地
位

・
資
格
を
与

え
た
の
は
、　
こ
の
歌
の
中
の

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
」

に
寄
せ
る
感
慨
で
あ

り
、

「
い
つ
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
い
つ
い
つ
ま
で
も
決

し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
、
激
し
い
過
去

へ
の
未
練

・
愛
着
で
あ

っ
た
の
で

あ
る
。そ
う
し
た
編
者
の
断
ち
難
い
懐
旧
の
念
を
代
弁
し
て
の
第

一
歌
で
あ

っ
た
。

男
か
ら
女
を
、
あ
る
い
は
女
か
ら
男
を
思
う
激
し
い
恋
の
想
い
を
陳
述
し
た
こ
の

歌
が
、
編
者
に
よ
っ
て
仲
間
、
そ
れ
も
す
で
に
故
人
と
な
り
果
て
て
し
ま
っ
た
同

朋

・
先
輩
に
対
す
る
懐
し
さ
を
吐
露
す
る
歌
と
し
て
、
あ
る
い
は
編
者
自
身
の
過

ぎ
た
日
々
へ
の
執
着
を
託
し
た
歌
と
し
て
転
化
さ
れ
て
こ
こ
に
巻
頭
歌
と
し
て
の

位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「恋
う
る
歌
」
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
な
が
ら
、
主
題
の
見
事
な
転
換

が
編
者
の
編
纂
意
図
の
中
で
完
了
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

歌
の
転
用
と
か
、
替
え
歌
と
い
っ
た
も
の
が
行
な
わ
れ
て
い
く
過
程
を

「歌
の

中
の
重
要
な

一
句
」

と
い
う
こ
と
で
説
い
た
の
は
柳
田
国
男
博
士
で
あ

っ
た
。

確
か
に
一
つ
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
歌
の
場
な
り
果
た
す
べ
き
機
能
の
上
か
ら

し
て
、
あ
る
詞
章
の
中
の
一
句
だ
け
が
必
要
で
、
あ
と
は
日
か
ら
出
ま
か
せ
で
も

ょ
か
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ

っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

『
閑
吟
集
』

の
巻
頭
歌
の
場
合
、
歌
の
場
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
編
者
に

と

っ
て
こ
の
歌
謡
集
の
持
つ
意
味
の
上
か
ら
、
や
は
り
こ
の
歌
の
特
に
重
要
な
る

一
句
と
し
て

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
」
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
切
な
い
恋
慕
の
嘆
き

を
伝
え
る
こ
の
歌
が
そ
の
ま
ま
、
編
者
の
編
纂
動
機
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
巻
頭

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

「
一
桑
門
」

と
の
み
し
か
伝
え
な
い
編
者

に
対
す
る
心
憎
さ
が
い
や
増
す
の
で
あ
る
。

第

一
歌
を
そ
の
よ
う
に
捕
え
て
、
さ
て
閑
吟
集
は
第
二
歌
の
祝
い
歌
を
も

っ
て

開
始
す
る
。
そ
こ
に
も
日
本
の
芸
能
、

舞
い

（踊
り
）
・
謡
い
の
場
の
伝
統
を
意

識
し
て
の
配
慮
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
第

一
歌
と
第
二
歌
と
の
間
に
も

「言
葉
の

縁
」
で
は
な
い
関
係
付
け
が
あ

っ
た
か
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
歌
は
、

い
く
た
び
も
つ
め
、
い
く
た
の
わ
か
な
、
き
み
も
千
代
を
つ
む
べ
し

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
つ
む
」
に
菜
を
摘
む
、
齢
を
積
む
を
重
ね
、
あ
る
い
は

「若
菜
」
に

「若
い
汝
」
の
気
分
も
重
ね
、
あ
と
は

「幾
度
」
「生
田
」

と
続
く

同
音
発
声
が
こ
の
歌
の
興
味
の
第

一
点
で
あ
ろ
う
し
、
和
歌
の
世
界
か
ら
歌
謡
に

展
開
す
る
要
因
も
そ
の
辺
の
技
巧
の
面
白
さ
が
も
て
は
や
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
、
相
手
の
長
寿
を
祝
い
寿
ぐ
と
い
う
主
題
は
明

っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
の
歌
が
主
ぼ
め
、
主
上
ぼ
め
で
あ
る
こ
と
で
、
歌
の
場
な
ど
に
お
い
て
も
ま
っ

さ
き
に
謡
い
出
さ
れ
た
ろ
う
か
ら
、
集
中
の
祝
い
歌
の
先
頭
を
飾
る
も
の
と
し
て

も
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
も
そ
れ
以
前
に
、
初
春
の
若
菜
摘
み
の
行
事
を

謡

っ
て
い
る
と
い
う
季
節
を
順
序
立
て
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
も
、
そ
の
位
置
は

妥
当
性
を
得
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
第

一
歌
と
の
関
連
、
つ
ま
り

『
閑
吟
集
』
の
第
二
歌
と
し
て
の
位
置
か
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ら
し
て
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
連
歌
の
付
句
的
手
法
に
よ
る

配
列
を
説
く
立
場
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

連
歌
の
脇
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
小
歌
は
、
季
は
若
莱
摘
み
の
新

春
で
、
祝
言
を
こ
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
起
首
を
、
男
性
か
ら
高
貴
な
愛
人
の

美
し
さ
に
心
惹
か
れ
る
心
を
表
す
る
も
の
と
見
れ
ば
、
こ
れ
は
、
そ
の
女
性
か

ら
男
性

（男
君
）
の
齢
の
幾
久
し
か
る
べ
き
を
祝
う
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
。
と
も
か
く
脇
的
な
効
果
は
十
分
に
考
慮
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

（
注
９
）

思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
見
方
な
り
解
釈

（あ
く
ま
で
も

『
閑
吟
集
』
と
い
う
歌
謡
集
の
中
で
の

味
わ
い
方
を
め
ぐ

っ
て
）
も
確
か
に
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
も
う
少
し
重
味
あ
る
主
題
な
り
、
編
者
の
意
図
を

考
え
た
い
よ
う
に
思
う
。

第

一
歌

を
、
半
ば
は
故
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

「
こ
ゑ
を
も
ろ
と
も
に
せ
し

老
若
」

へ
の
懐
旧
の
思
い
を
か
み
し
め
て
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
こ
の
集
を
編
ん

だ
と
し
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
の
第

一
歌
を
考
え
る
と
す
る
と
、
第
二

歌
に
も
そ
れ
な
り
の
編
者
の
編
纂
意
図
か
ら
出
た
思
い
を
考
え
な
い
と
片
手
落
ち

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
題
的
に
女
か
ら
男

（あ
る
い
は
男
か
ら
女
）
へ
の

「恋
」

（恋
い
慕
う
）
か
ら
、
後
人

（編
者
）
か
ら
先
人

（故
人
と
な
っ
た
同
朋

・
先
輩
）

へ
の

「恋
」

へ
と
転
換
さ
れ
た
第

一
歌
と
の
関
連
か
ら
第
二
歌
を
捕
え
て
み
る
こ

と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第

一
歌
に
つ
い
て
、
編
者
が
採
択
し
た

「歌
詞
中
の
特
に
重
要
な
る

一
句
」
が

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ

（
お
も
か
げ
）」
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
歌
は

「き
み

も
千
代
を
つ
む
べ
し
」
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
歌
全
体
か
ら
し
て
も
、
主
題
を

支
え
る
重
要
な

一
句
で
あ
る
。

「
い
く
た
び
も
つ
め
」

以
下
の
前
半
は
序
歌
的
役

割
で
据
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

問
題
は

「き
み
も
千
代
を
つ
む
べ
し
」
に
こ
め
た
編
者
の
心
情
で
あ
る
。
も
っ

と
言
え
ば
、

「き
み
」

と
は
具
体
的
に
誰
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
実
際
の
歌
の
場
で
は
、
単
数
、
複
数
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
歌
を
謡
い
か
け

ら
れ
た
人
達
が
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の

「き
み
」
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
た
だ

『
閑
吟
集
』
の
第
二
歌
と
し
て
み
た
場
合
の

「き
み
」

に
は
も
う
少
し
限
定
さ
れ
た
対
象
を
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

結
論
的

に
言
え
ば
、
第

一
歌
が
先
人

・
先
輩
を
懐
し
む
歌
で
あ

っ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の

で
、
こ
の
第
二
歌
は
編
者
の
あ
と
に
続
く
後
人

。
後
輩
に
向
け
て
、
彼
等
の
長
寿

を
祝
い
寿
ぐ
意
図
か
ら
据
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
閑
吟
集
』

の
編
纂
動
機
が

忘
れ
得
な
い
人
々
へ
の
追
懐
で
あ

っ
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、も
う

一
つ
の
編
纂
動
機
が
あ

っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
仮

名
序
に
、さ
ま
ざ
ま
な
歌
謡
を

「忘
れ
形
見
に
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
編

　
一

者
自
身
の
小
歌
と
と
も
に
あ

っ
た
日
々
へ
の
懐
し
さ
と
合
わ
せ
て
、
小
歌
そ
の
も
　
８

の
へ
の
愛
着
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
を
も
う

一
度
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
。　
　
一

む
ろ
ん
、
先
人
へ
の
懐
旧
の
思
い
も
小
歌
へ
の
執
着
か
ら
発
し
て
い
る
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
謡
集
編
纂
の
第

一
の
動
機
は

こ
れ
ら
の
歌
謡
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し

て
ま
と
め
た
歌
謡
を
編
者
の
後
に
続
く
小
歌
愛
好
者
に
受
け
継
い
で
も
ら
い
た
い

と
い
う
願
い
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
編
者
が
真
名
序
を
、

寅

穐

八

月
、
青

灯

夜

雨

之

窓
、
述

而

作
、
以

胎
二
　

同

志
一

千
レ叱
、永

正

成

云

か
。

と
結
ん
で
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
編
者
は
こ
の

歌
謡
集
を

「同
志
」
に
残
そ
う
と
書
き
と
め
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
い
う

「同

志
」
は
編
者
と
同
じ
く
小
歌
を
慰
み
物
に
す
る
人
々
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

編
纂
の
時
点
に
お
け
る
当
代
か
ら
将
来
に
渡

っ
て
、
小
歌
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
く



人
々
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
小
歌
を
媒
介
に
考
え
る
と
、
編
者
に
と

っ
て
同
輩
な
り
後
輩
に
当
た
る
人
々
で
あ
る
。

そ
う
し
た
人
々
に
対
す
る
思
い
入
れ
も
、
編
纂
の
時
点
で
編
者
の
念
頭
に
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
第
二
歌
で
い
う

「き
み
」
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
こ
そ
は
じ
め
て
編
者
の
用
意
と
し
て
、

起
首
に
亡
き
同
志
へ
の
追
慕
を
、
第
二
歌
に
自
分
の
後
に
続
く
同
志

へ
の
祝
福
を

こ
め
た
と
い
う
点
で
、
第

一
。
第
二
歌
と
も
に
編
者
の
挨
拶
の
歌
で
あ

っ
た
と
い

う
編
纂
意
図
か
ら
出
た
意
味
賦
与
の
作
業
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ

ろ

う
。
こ
う
し
た
意
味
で
第

一
歌

。
第
二
歌
を
捕
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が

『
閑

吟
集
』
の
中
で
落
ち
着
い
た
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
編
纂
時
に
編
者
の
念
頭
に
あ

っ
た
は
ず
は
な
か
ろ
う
が
、
現

代
こ
の
歌
謡
集
を
目
に
す
る
我
々
も
、
第
二
歌
の

「き
み
」
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
、

遠
い
編
者
に
よ
っ
て
祝
福
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
う

と
心
楽
し
い
。

四

第

一
。
二
歌
に
そ
う
し
た
編
者
の
思
い
入
れ
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
巻
末
歌
に

つ
い
て
も
そ
れ
な
り
の
重
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

か
ご
が
な
ノ
ヽ
う
き
名
も
ら
さ
ぬ
か
ご
が
な
な
ふ

「言
葉
の
縁
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
前
々
歌
の
三
〇
九
番
以
降

「
か
ご
」

を
縁
に
し
て
の
第
三
首
で
あ
る
。

○
よ
べ
の
よ
ば
ひ
男
、
た
そ
れ
た
も
れ
、
ご
き
か
ご
に
け
つ
ま
づ
ゐ
て
、
太
黒

ふ
み
の
く
ノ
ヽ

（
３０９
）

○
花
か
げ
に
月
を
入
れ
て
、
も
ら
さ
じ
こ
れ
を
、
く
も
ら
さ
じ
と
、
も
つ
が
大

事
な

（
３１０
）

に
続
い
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、

「言
葉
の

縁
」
と
い
う
こ
と
で
は
も
う
少
し
密
接
な
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は

「
か

ご
」
ば
か
り
で
な
く
、

「も
ら
す
」
を
も

「言
葉
の
縁
」

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
従

っ
て

『閑
吟
集
』
の
歌
の
配
列
の
上
で
重
要
な
基
準
で
あ

っ
た
か
と
思
わ

れ
る

「言
葉
の
縁
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
立
派
に
連
鎖
を
果
た
し
て
い
て
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
三

一
〇
番
に
続
く

三

一
一
番
の
位
置
は
少
し
も
揺
る
が
な

い
。
し
か
し
、
『
閑
吟
集
』

の
最
終
歌
と
し
て
の
妥
当
性
は
こ
れ
だ
け
で
は
充
分

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

巻
頭
部
分
に
あ
れ
だ
け
の
心
配
り
を
見
せ
、
第

一
歌

。
第
二
歌
に
編
者
の
編
纂

動
機
に
か
ら
ま
る
挨
拶
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
巻
末
歌
に
も
そ
れ
な
り

の
意
図
、
も
っ
と
言
え
ば
こ
の
歌
謡
集
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
挨
拶
な
り
感
慨

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
思
う
。

「言
葉
の
縁
」
か
ら
し
て
も
わ
ず
か
三
首
続
く
の
み
で
あ
る
。
そ
の
わ
ず
か
三

首
の
中
で
も
三

一
〇
番
は

「花
」
（
一
三
番
以
降
）
な
り

「月
」
（九
八
番
以
降
）
の

歌
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て
も
よ
か
っ
た
し
、
三

一
一
番
に
し
て
も

「浮
名
」
を
縁
に

す
れ
ば
、そ
れ
な
り
に
収
め
る
場
合
は
あ

っ
た
は
ず
だ
。
二
六

一
番
以
降
に

「名
」

（あ
だ
名

・
う
き
名
）
の
歌
が
並
ん
で
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
〓
〓

〇

・
〓
〓

一
番
の
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ

「言
葉
の
縁
」
に
す
が

っ
て
、も
っ
と
早
く
に
配
置
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
三
〇
九
番
を
最
終
歌
に
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が

「
か
ご
」
を
縁
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
配
列
を
し
て
、
最
終
歌
を

「
か
ご

が
な
′
ヽ
．」
の
歌
に
し
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
編
者
の
心
づ
も
り
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
も
や
は
り
編
者
の
心
を
代
弁

す
る
も
の
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。そ

れ
を
詮
索
す
る
に
、
編
者
が
こ
の
歌
を
巻
軸
に
据
え
た
の
は
、
そ
こ
に

「う

-9-



き
な
も
ら
さ
ぬ
」
の
一
句
が
含
ま
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
む
ろ
ん

歌
の
表
面
は
、　
恋
の
歌
で
あ
り
、

「
二
人
の
愛
を
他
人
に
気
づ
か
せ
て
漏
ら
す
こ

と
の
な
い
籠
が
あ

っ
た
ら
」
と
い
う
、
世
間
に
憚
る
恋
、
忍
ぶ
恋
の
歌
で
あ
る
。

第

一
歌
を
連
歌
の
発
句
に
見
立
て
、
そ
れ
に
照
応
さ
せ
て
、
挙
句
と
し
て
の
結

ぶ
の
小
歌
に
こ
の
歌
を
選
ん
だ
と
し
、
前
歌
の

「花
か
ご
に
月
を
入
れ
て
」
の
小

歌
を
、
花
の
座
を
充
た
す
心
組
み
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
連
歌
的
手
法
を

配
列
に
求
め
る
立
場
で
の
捕
え
方
、
最
終
歌
の
位
置
付
け
も
可
能
か
も

し
れ
な

い
。
前
歌
三

一
〇
番
の

「花
籠
に
月
を
入
れ
て
、
漏
ら
さ
じ
」
を
承
け
て
の
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
巻
頭
の

「
い
つ
忘
れ
う
ぞ
」
を
現
在
も
続
い
て
い
る
こ
と
の
よ

う
に
、
連
歌
の
挙
句
ら
し
く
明
る
く
結
び
あ
げ
た
も
の
と
、
そ
れ
な
り
の
編
者
の

心
配
り
を
推
定
し
て
も
な
か
な
か
心
憎
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
も
う

一
歩
踏
み
込
ん

で
考
え
て
み
た
い
。

歌
中
の

「う
き
名
」
は
、
小
歌
に
つ
な
が
る
同
輩

。
先
輩
が
多
く
故
人
と
な
っ

た
今
な
お
、
こ
の
憂
き
世

（浮
き
世
）
に
生
き
長
ら
え
て
い
る
編
者
自
身
の
名
で

あ
ろ
う
。
ど
う
い
う
経
歴
を
持
つ
人
な
の
か
、　
一
切
告
げ
て
く
れ
な
い
こ
の
歌
謡

集
の
編
者
が
、
自
ら
そ
の
名
は
記
さ
ず
に
置
く
と
宣
言
し
て
い
る
の
が

「う
き
名

も
ら
さ
ぬ
」
と
い
う
こ
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

編
者
は
、
小
歌
に
並
々
な
ら
ぬ
愛
着
を
注
い
で
こ
の
集
を
残
そ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

真
名
序
に
開
陳
さ
れ
て
い
る
小
歌
論
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
物

語

っ
て

い

る
。
さ
ら
に
は
、
和
歌
や
連
歌
と
違

っ
て
、
確
固
た
る
伝
統
や
格
式
も
な
く
、
た

だ
口
か
ら
耳
、
耳
か
ら
口
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
が
宿
命
の
謡
い
物
に
、
真

名

・
仮
名
の
両
序
ま
で
添
え
て
こ
こ
に
収
録
し
て
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
点
に
、

編
者
の
大
き
な
自
負
と
気
負
い
す
ら
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
自
負
や

気
負
い
を
生
ん
だ
風
流
士
と
し
て
の
反
面
、　
こ
う
し
た
小
歌
三
味
に
明
け
暮

れ

て
、
今
は
隠
棲
の
身
と
な
り
、
音
を
懐
し
ん
で
暮
ら
す
我
が
身
へ
の
い
と
お
し
さ

と
、
そ
ん
な
自
分
に
対
す
る
い
く
ら
か
の
悔
い
と
恥
じ
ら
い
、
そ
れ
に
導
か
れ
た

世
間
へ
の
憚
り
な
り
照
れ
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
思
い
が
、
こ
れ
だ
け

周
到
に
体
裁
を
整
え
た
歌
謡
集
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
の
名
は
も
ち
ろ
ん
、
具
体

的
に
編
者
を
さ
ぐ
り
出
す
手
掛
か
り
の
一
切
を
書
き
じ
る
さ
な
か
っ
た
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

「う
き
名
も
ら
さ
ぬ
か
ご
が
な
な
ふ
」

と
い
う
詠

嘆
的
な
謡
い
ぶ
り
が
、
整
然
と
い
か
な
い
編
者
の
心
境
と
い
か
に
も
ぴ
っ
た
り
重

な
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
編
者
に
と

っ
て
、
小
歌
を
軸
に
し
て
、
先
人
を
偲
び
、

自
分
自
身
、
そ
れ
も
小
歌
に
明
け
暮
れ
た
お
の
れ
へ
の
懐
古
、
さ
ら
に
は
忘
れ
が

た
い
数
々
の
歌
謡
を
後
輩
に
受
け
継
い
で
欲
し
い
と
い
う
願
望
が
、
こ
の
歌
の
集

を
形
あ
る
も
の
と
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
め
め
し
さ
が
第

一
の
動
機
と

な
っ
て
い
る
こ
の
歌
謡
集
の
編
者
と
し
て
の
自
分
の
名
は
世
間
に
知
れ
ず
に
お
く

方
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
ん
な
名
は
後
世
に
知
ら
せ
ま
い
と
い
う
宣
　
一

言
が

「う
き
な
も
ら
さ
ぬ
か
ご
が
な
な
ふ
」
と
い
う
最
終
歌
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
　
・０

と
考
え
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

た
だ
、
　
一
層
う
が

っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
こ
と
も
編
者

に
と

っ
て

は
、
計
算
さ
れ
た

「遊
び
」
で
あ

っ
た
ら
し
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

全
体
に
渡

っ
て
施
さ
れ
て
い
る

「言
葉
の
遊
び
」
と
も
言
え
る
配
列
の
仕
方
に

も
こ
れ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、

「
か
ご
が
な
′
ｔ
、
、

う
き
名
も
ら
さ
ぬ
か
ご
が

な
な
ふ
」
の
歌
の
も

っ
た
い
ぶ
っ
た
反
復
と

一
面
の
明
る
さ
が
そ
ん
な
編
者
の
余

裕
と
い
う
か
、
中
世
の
あ
の
時
代
を
生
き
た
隠
者
の
し
た
た
か
さ
、
も
っ
と
言
え

ば
、
近
世
期
の
風
流
人
士
の
し
た
た
か
さ
に
も
通
じ
る
酒
落
心
を
思
わ
せ
る
の
で

あ

る

。
そ
れ
は
恋
歌
と
し
て
の
こ
の
歌
の
解
釈
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る

。よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、　
一
切
を
も
ら
さ
ぬ

「
か
ご
」
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が



な
い
。
男
女
の
仲
ら
い
を
謡
う
歌
と
し
て
、
こ
う
し
た
発
想
を
と
る
面
白
味
も
そ

こ
に
あ
る
。
恋
の
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
二
人
の
仲
を
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
と

い
う

一
面
、
世
間
に
知

っ
て
も
ら
い
た
い
、
む
し
ろ
知
ら
せ
た
い
、
知
ら
せ
て
羨

し
が
ら
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
働
く
。

「う
き
名
も
ら
さ
ぬ
か
ご
が
な
な
ふ
」

は
も
と
も
と

「漏
ら
し
た
い
思
い
」
が
下
地
に
あ

っ
て
の
戯
れ
で
あ
る
。

そ
ん
な
歌
を
借
用
し
た
編
者
は
、
今
は
自
分
の
名
を
秘
め
て
お
く
が
、
い
つ
か

は
漏
れ
る
も
の
だ
、
い
ず
れ
漏
れ
る
だ
ろ
う
が
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
と
、
そ

の
気
儘
さ
を
楽
し
ん
で
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
を
最
後
に

『
閑
吟
集
』
を

し
め
く
く
る
編
者
の
風
流
心
な
り
洒
落
心
な
り
が
そ
こ
に
息
付
い
て
い
る
と
考
え

る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

一
体
に
、

『
閑
吟
集
』

の
歌
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
編
者
を
強
く
意
識
し
て
し

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
多
少
の
反
省
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
起
首
か
ら
は
じ
め

て
次
々
に
並
ぶ
歌
の
連
鎖
の
か
ら
み
を
追
い
か
け
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
編
者

の
姿
が
黒
々
と
ふ
く
ら
ん
で
き
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
収
録
さ
れ
た

一
つ
一
つ
つ
の
歌
謡
は
、
も
ち
ろ
ん

一
つ
一
つ
が
独
立
し

て
そ
れ
な
り
の
場
を
も
っ
て
謡
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
歌

謡
集
と
い
う
体
裁
を
も
っ
た
、
編
者
の
為
事
と
し
て
全
体
を
考
え
る
と
き
、

『閑

吟
集
』
と
い
う

一
個
の
作
品
と
し
て
、
そ
こ
に
編
者
の
文
芸
性
の
投
影
を
考
え
て

も
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
盛
ら
れ
た
小
歌
の
享
受
者
の
代
表

が
編
者
の
よ
う
な
階
層

（教
養
な
り
生
活
形
態
の
上
で
）
の
人
々
で
あ

っ
た
ろ
う

と
考
え
得
る
な
ら
ば
、
同
時
に
そ
れ
は
中
世
小
歌
の
文
芸
性
で
も
あ
り
、
中
世
の

あ
の
時
代
の
一
つ
の
文
芸
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
か
し
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

注
１
　
浅
野
建
二

『
閑
吟
集
研
究
大
成
』

注
２
　
か
つ
て

『
閑
吟
集
』
中
の
祝
い
歌
を
め
ぐ

っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
「閑
吟
集
祝
い
歌
の
民
謡
性
」
日
本
歌
謡
研
究
第
十
三
号
）

注
３
　
藤
田
徳
太
郎

「室
町
小
歌
の
形
成
」
『古
代
歌
謡
乃
研
究
』

注
４
　
志
田
延
義

「小
歌
集
と
小
歌
時
代
の
研
究
」
『
日
本
歌
謡
圏
史
』

注
５
　
「閑
吟
集
歌
謡
の
解
釈
―
―
十
二
番
の
小
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（解
釈

一
八

ノ
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

注
６
　
志
田
延
義

「閑
吟
集
解
説
」
（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
歌
謡
Ⅱ
』）
　

　

　

ｎ

注
７
　
注
１
同
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

注
８
　
『民
謡
覚
書
』
０

注
９
　
注
６
同
書

注
１〇
　
一
体
に
、
四
季
を
立
て
た
あ
と
、季
語
ら
し
き
も
の
を
含
ま
な
い

「雑
」

と
か

「恋
」
と
い
わ
れ
て
い
る
後
半
部
に
な
る
と

「言
葉
の
縁
」
に
よ
る

鎖
目
が
小
さ
く
な
る
。





縁
起
・説
話
・物
語

（
一
）

―
―
想
像
力
の
展
開
を
め
ぐ

っ
て
―
―

山

田

直

巳

は
じ
め
に

文
学
の
形
態
や
様
式
に
は
実
に
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら

の
根
本
的
あ
り
方
や
な
ぜ
文
学
か
を
考
察
し
て
行
く
場
合
に
は
常
に
一
定
の
視
点

が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
は
種
々
の
態
度
が
取

り
得
る
と
思
う
が
、
今
し
ば
ら
く
の
間
想
像
力
と
い
う
立
場
を
設
定
し
て

「縁

起

・
説
話

・
物
語
」
に
底
流
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
そ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
を
そ
れ

足
ら
し
め
て
い
る
も
の
を
彫
琢
し
て
み
た
い
。

文
学
作
品
の
一
節
を
書
く
こ
と
と
は
、
そ
こ
に
想
像
力
を
喚
起
す
る
あ
る

媒
体
を
つ
く
り
だ
し
て
置
く
行
為
で
あ
る
。
文
学
の
実
質
と
は
、
そ
こ
に
書

き
つ
け
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
言
葉
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
、
想
像
力
を
喚
起
し
、
想
像
力
的
な
動
き
を
読
み
手
の
意
識
と
肉

体
に
呼
び
お
こ
す
、
あ
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
書
き
手
の
想
像
力
の
機

能
の
働
き
か
た
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
言
葉
で
書
き
し
る
さ
れ
る
。
そ
の
想

像
力
の
機
能
の
働
き
か
た
そ
の
も
の
が
、
読
み
手
の
想
像
力
に
喚
起
作
用
を

お
こ
し
て
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
生
き
て
動
く
想
像
力
的
な
る
も
の
が
実
現
す

る
の
で
あ
る
。

（岩
波
講
座

「文
学
」

第
二
巻
、
大
江
健
三
郎

『創
造
の
原
理
と
し
て
の

想
像
力
』）

実
作
者
の
立
場
か
ら
の
こ
の
様
な
発
言
を
聞
く
時
、
文
学
作
品
を
考
察
す
る
こ

と
の
意
味
、
享
受
す
る
こ
と
等
々
を
含
み
持

っ
た

「作
品
論
」
（作
者
論
を
含
む
）

と

「読
者
論
」

の
双
方
に
視
線
を
向
け
た
視
座
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
．
＜

そ
し

て
、
そ
こ
で
重
要
な
働
き
を
す
る
想
像
力
の
あ
り
方
に
就
い
て
の
論
議
も

一
層
重

さ
を
増
し
て
来
よ
う
。

亦
文
学
と
い
う
狭
い
範
囲
に
限
ら
ず

「人
間
行
為
の
全
体
像
」
を
解
明
す
る
と

い
う
広
範
な
作
業
に
対
し
て
も
よ
り
有
効
な
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
想
像
力
論
の
明
日
は
次
の
様
に
言
い
得
る
だ
ろ

う

。

今
日
の
世
界
と
人
間
の
全
体
を
捉
え
、
危
機
を
照
ら
す
力
と
し
て
の
想
像

力
を
、
人
間
の
行
為
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
サ
ル
　

一

ト
ル
以
後
の
想
像
力
論
の
中
心
動
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
営
み
は
　
１３

す
で
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
下
進
行
中
な
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
想

　
］

像
力
論
の
価
値
を
決
め
る
の
は
、
単
に
理
論
の
整
備
の
度
合
で
な
く
、
想
像

力
が
世
界
の
現
実
的
な
危
機
に
打
ち
克
つ
よ
う
に
導
く
こ
と
に
は
か
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

（岩
波
講
座

「文
学
」
第
二
巻
、
渡
辺
広
士

『想
像
力
論
の
歴
史
』）

・

さ
て
想
像
力
と
は
、
「意
識
の

《
非
現
実
化
》

す
る
偉
大
な
機
能
」

あ
る
い

注
０

は
、
う
つ
く
し
い
と
形
容
す
る
時
の

「非
現
実
的
対
称
物
の
総
体
」
あ
る
い
は
、

注
０

「物
質
的
類
同
代
理
物
」
の
も
た
ら
す
も
の
、
等
々
と
い
う
具
合
に
サ
ル
ト
ル
に

よ
っ
て
定
義
が
な
さ
れ
た
が
、
要
す
る
に

「非
現
実
的
意
識
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
非
現
実
的
意
識
と
は

「実
現
す
る
の
を
待

っ
て
い
る
世
界
」
と
関
り
を
持
つ

も
の
で
、
現
実
の
世
界

（意
識
）
と
常
に
対
立

（比
）
的
に
存
在
す
る
。
亦
こ
れ

は
我
々
の
内
面
を
極
め
て
強
く
活
性
化
す
る
力
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
。
非
現
実



的
意
識
と
現
実
的
意
識
と
は
幼
少
期
を
除
い
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
通

常
人
に
あ

っ
て
も
、

非
現
実
界
と
関
わ
る
非
現
実
意
識
を
、
現
実
界
に
関
わ
る
現
実
的
意
識
と

密
着
し
た
形
で
要
請
す
る
い
く
つ
か
の
体
験
が
存
在
す
る
。
芸
術
体
験
、
宗

教
体
験
、
性
的
体
験
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
現
実
的
意
識
は
容
易

に
非
現
実
的
意
識
へ
と
移
行
し
、
非
現
実
的
世
界
を
構
成
し
、
ま
た
非
現
実

的
意
識
は
現
実
的
意
識
に
よ
っ
て
よ
り
豊
か
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
時
人
は

意
識
の
硬
直
が
は
ぐ
れ
、
か
つ
て
の
蜜
月
時
代
が
、

「完
璧
な
瞬
間
」

が
、

一
瞬
顔
を
出
す
の
を
感
じ
る
。

（岩
波
講
座

「文
学
」
月
報
２

山
縣
熙

『
な
ぜ
想
像
力
か
』）

と
捉
え
る
形
に
於
い
て
こ
の
混
同
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
必
然
と
有
効

と
を
右
の
文
脈
に
於
い
て
、
期
待
し
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

こ
の
様
に
想
像
力
を
考
え
て
来
た
時
、
当
面
の

「縁
起

・
説
話

・
物
語
」
の
中

に
看
て
取
れ
る
も
の
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る

場
合
、
想
像
力
を
仮
に
二
方
向
に
別
っ
て
そ
の
各
々
を
次
の
様
に
仮
定
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
様
に
思
う
。

そ
の
一
つ
は
、
日
常
性
に
特
に
強
く
規
制
さ
れ
た
想
像
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

有
り
得
べ
き
地
平
に
物
語
な
り
、
話
の
筋
な
り
を
展
開
し
て
享
受
者
に
リ
ア
リ
テ

ィ
を
与
え
る
想
像
力
の
方
向
で
、

「褻
の
想
像
力
」

と
言
っ
て
も
良
い
。
そ
こ
に

構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
実
在
し
て
い
る
敦
れ
で
も
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
い
か
に
も
現
実
の
世
界
に
起
こ
り
得
そ
う
と
い
っ
た
感
じ
を
与
え
、
時
間
空

間
と
も
に
日
常
感
覚
に
彩
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

芸
と
い
ふ
も
の
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
に
あ
る
も
の
也
。
成
程
今
の
世

実
事
に
よ
く
う
つ
す
を
こ
の
む
故
、
家
老
は
真
の
家
老
の
身
ぶ
リ
ロ
上
を
う

つ
す
と
は
い
へ
ど
も
、
さ
ら
ば
と
て
真
の
大
名
の
家
老
な
ど
が
立
役
の
ご
と

く
顔
に
紅
脂
白
粉
を
ぬ
る
事
あ
り
や
。

又
真
の
家
老
は
顔
を
か
ざ
ら
ぬ
と

て
、
立
役
が
む
し
や
む
し
や
と
髭
は
生
な
り
、
あ
た
ま
は
剥
な
り
に
舞
台

へ

出
て
芸
を
せ
ば
、
慰
に
な
る
べ
き
や
。
皮
膜
の
間
と
い
ふ
が
此
也
。
虚
に
し

て
虚
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て
実
に
あ
ら
ず
、
こ
の
間
に
慰
が
有
た
も
の
也
。

（中
略
）
趣
向
も
此
ご
と
く
、
本
の
事
に
似
る
内
に
又
大
ま
か
な
る
所
あ
る

が
、
結
句
芸
に
な
り
て
人
の
心
の
な
ぐ
さ
み
と
な
る
。
文
句
の
せ
り
ふ
な
ど

補
注
①

も
、
此
こ
こ
ろ
入
れ
に
て
見
る
べ
き
事
お
ほ
し
。

「難
波
み
や
げ
」
の
大
変
有
名
な
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
近
松

の
言
葉
そ
の
も
の
が
、
「褻
の
想
像
力
」

だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

大
久
保
忠

国
氏
が
、
こ
の
部
分
に
注
し
て

「真
実
を
写
す
こ
と
は
大
切
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に

終
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
美
化
し
理
想
化
す
る
と
こ
ろ
に

「芸
」
　

一

も
し
く
は
芸
術
が
生
ま
れ
る
と
い
う
思
想
で
、
写
実
主
義
と
理
想
主
義
と
の
微
妙
　
１４

な
パ
ラ
ン
ス
に
芸
術
の
存
在
を
か
け
る
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
ら
れ
た
の
は
こ
の
　

¨

間
の
経
緯
を
説
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
縁
起

・
説
教

。
仏
教
説
話
と
い
っ
た
宗
教
的
色
彩
の
も
の
、
亦
御
伽

草
子
に
代
表
さ
れ
る
中
世

。
近
世
説
話
世
界
に
強
く
看
取
さ
れ
る
も
の
で
、
非
日

常

（反
日
常
）
の
想
像
力
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
有
り
得

べ
か
ら
ざ
る
地
平
に
話
の
筋
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え

っ
て
享
受
者

に
一
層
深
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
る
想
像
力
の
こ
と
で
あ

る
。
想
像
力
は
元
来

「実
現
さ
れ
る
の
を
待

っ
て
い
る
非
現
実
の
世
界
」
に
働
く

意
識
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
如
何
に
も
荒
唐
無
稽
な
方
向
に
展
じ
て
行
く
の
を

目
途
し
て
い
る
。
右
の
荒
唐
無
稽
性
は
特
異
性

・
非
日
常
性
と
置
き
替
わ
る
も
の

で

「晴
の
想
像
力
」
と
も
称
せ
ら
れ
よ
う
が
、
異
常
に
根
ざ
し
た
時
間
空
間
を
持

す
る
。
こ
れ
を
今
仮
に

「霊
異
の
想
像
力
」
と
呼
ん
で
置
く
が
、
こ
の
想
像
力
の



行
方
は
、
異
常
志
向
、
乃
至
奇
跡
志
向
と
評
せ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
第
二
の
想
像
力
の
在
り
方
を
徹
底
し
て
進
め
て
行
け
ば
、
怪
奇
諄

。
怪
談

物
と
い
う
文
学
形
態
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
要
素
を

一
部
に
用
い

る
こ
と
は
よ
っ
て
文
学
に
深
い
味
わ
い
や
人
間
的
真
実
を
美
事
に
彫
琢
し
た
高
い

文
学
的
達
成
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
於
け

る
物
の
怪
、
御
霊
、　
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
於
け
る
幽
霊
等
に
見
ら
れ
る
如
し
。

以
上
二
つ
の
方
向
性
を
持

っ
た
想
像
力
を
物
指
に
し
て
、

「縁
起

。
説
話

・
物

語
」
の
存
り
方
を
計
測
し
て
み
た
い
と
思
う
。
亦
そ
の
様
に
観
た
場
合
、
文
学
ジ

ャ
ン
ル
の
交
流
、
相
互
の
影
響
関
係
が
ど
の
様
に
な

っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
宗
教

的
要
素
と

「霊
異
の
想
像
力
」
と
の
関
係
等
々
に
も
言
及
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　

寺
社
縁
起
の
荒
唐
性

寺
社
縁
起
と
い
う
と
、　
一
般
的
に
荒
唐
無
稽
な
虚
妄
の
言
説
を
連
ね
た
も
の
、

或
い
は
自
分
の
寺
や
神
社
の
格
式
の
高
さ
、
古
式
で
あ
る
こ
と
を
牽
強
付
会
す
る

も
の
と
の
み
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
理
由
の
な
い

注
０

こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
様
に
理
解
で
き
た
と
し
て
、
牽
強

付
会

・
荒
唐
無
稽
の
由
っ
て
来
た
る
所
以
や
縁
起
類
が
元
来
担

っ
て
来
た
真
の
宗

教
的
意
義

（性
格
）
或
い
は
唱
導
文
学
に
果
た
し
た
役
割
等
々
を
言
い
尽
し
た
こ

注
０

と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
虚
妄
か
、
な
ぜ
荒
唐
無
稽
か
を
。

現
代
人
の
所
謂
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
観
れ
ば
或
い
は
虚
妄
に
相
違
な
か
ろ
う
が
、

そ
れ
を
享
受
し
た
時
代
や
場
を
想
定
し
た
時
、
つ
ま
り
こ
れ
等
縁
起
を
当
代
、
当

の
場
で
機
能
さ
せ
て
み
た
時
、
こ
れ
を
同
時
代
人
は
ど
う
判
定
し
て
い
た
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
現
代
人
の
リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
味
気
な
き
も
の
、
亦
或
る
虚
妄
と
映

り
は
す
ま
い
か
。

亦
、
寺
社
縁
起
を
考
え
て
行
く
場
合
特
に
重
要
な
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
に

も
述
べ
、
亦
当
然
と
も
言
え
る
が
、
様
々
な
宗
教
性
に
彩
ら
れ
て
成
立
し
て
来
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
他
の
物
語

・
和
歌
等
を
扱

っ
て
行
く
の
と
同
じ
態
度
で
近

づ
く
こ
と
は
必
ず
し
も
至
当
と
な
ら
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
或
る
秘
儀
的
、
秘
跡
的
要
素
に
裏
付
け
ら
れ
た

「奇
跡

・

霊
異
の
想
像
力
」
を
介
在
さ
せ
な
け
れ
ば
説
き
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る

と
思
う
の
だ
。
従

っ
て
、
例
え
ば
荒
唐
無
稽
な
世
界
に
話
の
筋
が
展
開
し
て
行
く

時
、
そ
れ
は
日
常
を
外
れ
た
格
別
に
意
義
付
け
ら
れ
た
時
間
や
空
間

（晴
れ
の
時

空
）
を
設
定
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
宗

教
的
要
請
に
応
え
得
る
も
の
が
あ
り
、　
一
層
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
存
在
し
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

宗
教
性
そ
の
も
の
を
前
提
と
す
る
寺
社
縁
起
は
ま
さ
に
そ
こ
に
解
釈
の
起
点
を

求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
に
於
い
て
は
、

「霊
異
の
想
像
力
」

に
沿
う
形
で
　

一

展
開
す
る
こ
と
が
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
そ
の
意

味
で
は
　
１５

「晴
の
時
間
空
間
」
を
認
め
な
い
精
神
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
　

．

否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
常
＝
平
板
の
時
空
と
し
て
の

「褻
の
場
」
の
リ
ア

リ
テ
ィ
は

「晴
の
場
」
の
そ
れ
と
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
　
寺
社
縁
起
に
於
け
る
霊
異
の
想
像
力

宇
宙
万
有
、　
一
切
衆
生
の
生
起
を
す
べ
て
因
と
縁
の
理
法
に
よ
っ
て
説
明

し
よ
う
と
す
る
仏
教
の
根
本
義
に
の
っ
と
り
、
神
社
仏
閣
の
草
創

・
沿
革
、

ま
た
は
そ
の
霊
験
な
ど
を
言
い
伝
え
た
文
書
や
詞
章
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を

総
称
し
て
寺
社
縁
起
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

（日
本
思
想
大
系

「寺
社
縁
起
」
桜
井
徳
太
郎
氏
解
説
）

右
の
解
説
に
言
う
と
こ
ろ
の

「霊
験
な
ど
を
言
い
伝
え
た
文
書
や
詞
章
」
に
以

下
の
議
論
は
集
中
し
て
行
く
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
が
、



ほ
か
な
ら
ぬ

「仏
教
の
根
本
義
に
の
っ
と
り
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
更
に
解
説
は
続
け
て
寺
社
縁
起
の
成
立
契
機
を
次
の
三
点
に
集
約
し

て
い
る
。
そ
の
一
は
中
国
、
朝
鮮
で
成
立
し
た
も
の
を
模
倣
し
た
。
第
二
は
、
監

督
官
行
に
提
出
し
た
公
文
書
の
一
部
と
し
て
開
創
の
由
縁
を
述
べ
た
。
第
三
は
、

古
伝
説
を
仏
教
教
説
、
神
道
の
論
理
に
合
わ
せ
て
編
集
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
成
立
契
機
に
応
じ
て
特
徴
も
次
の
様
に
観
察
さ
れ
る
と
い
う
。

第

一
の
場
合

は
、

仏
典
の
解
説

。
本
尊
仏
の
霊
験
功
徳
、

霊
異
を
強
調
す
る
。

第
二
の
場
合

は
、
律
令
国
家
の
宗
教
統
制
が
強
化
さ
れ
る
段
階
で
成
立
し
て
来
た
も
の
と
い
う

歴
史
的
背
景
を
持
ち
、
従

っ
て
由
緒
の
古
さ
、
霊
験
の
実
績
を
誇
示
す
る
の
に
、

歴
史
的
証
拠
や
天
皇
家
と
の
親
縁
性
を
示
す
古
記
、
日
記
な
ど
を
素
材
に
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
見
え
る
。
第
三
は

「神
仏
の
習
合
化
が
進
み
本
地
垂
述
の
原
理
に

合
わ
せ
て
寺
社
の
因
縁
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
時
期
の
も
の
に
多
く

見
ら
れ
」
、

「縁
起
も
の
と
し
て
は
、
も

っ
と
も
そ
の
数
が
多
く
、
ま
た
文
学
化

・
絵
画
化
の

趣
向
と
合
致
し
て
」
、
本
格
縁
起
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
。

以
上
の
解
説
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
縁
起
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た

い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
語
ら
れ
る
霊
異
の
出
来
事
を
詳
細
に
観
察
し
て
み
よ
う
。

先
ず
、
元
興
寺
伽
藍
縁
起
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
式
に
は

「元
興
寺
伽
藍
縁
起
丼

流
記
資
財
帳
」
と
称
す
る
も
の
で
、
初
期
縁
起
類
中
最
古
の
部
類
に
属
し
、
後
世

の
縁
起
と
は
か
な
り
形
態
も
異
な
る
。

元
興
寺
伽
藍
縁
起
に
見
ら
れ
る
霊
異
の
事
件
は
、　
こ
の
縁
起
も
終
わ
り
近
く

で
、
推
古
女
帝
が
仏
教
に
帰
依
し
、　
三
宝
に
奉
仕
申
し
上
げ
ま
す
と

誓
う
と
こ

ろ
。

そ
の
時
、
天
皇
、
即
ち
座
よ
り
起
ち
て
合
掌
し
た
ま
ひ
、
天
を
仰
い
で
至

心
流
涙
し
、
懺
悔
を
発
し
て
言
り
た
ま
は
く
、
「（中
略
）
願
は
く
は
、
後
嗣

を
引
導
し
、
後
嗣
の
類
は
こ
の
法
の
頼

（
ふ
ゆ
）
を
蒙
ふ
り
、
現
在
未
来
に

最
勝
の
安
楽
を
得
さ
し
め
む
こ
と
を
。
信
心
絶
や
さ
ず
こ
の
法
を
修
行
し
、

永
世
窮
ま
り
な
け
れ
ば
、
願
は
く
は
、　
一
切
の
含
識
有
形
と
共
に
、
普
く
こ

の
福
を
同
じ
く
し
、
速
か
に
正
覚
を
成
さ
し
め
む
こ
と
を
」
と
。

か
く
の
ご
と
く
誓
ひ
已
り
た
ま
へ
ば
、
即
ち
大
地
動
揺
し
、
震
雷
、
卒
に

大
雨
を
雨

（
ふ
）
ら
し
、
悉
に
国
内
を
浄
め
た
り
。

（本
文
は
日
本
思
想
大
系

「寺
社
縁
起
」

に
依
る
。　
以
下
本
文
は
全
て
こ

れ
に
依
る
。）

如
何
に
も
縁
起
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
部
分
だ
が
、
三
宝
に
埋
没
し
、
身
も
心
も

御
仏
に
奉
げ
た
、
い
わ
ば
放
心
状
態
で
あ
る
様
が
象
徴
的
に
呈
示
さ
れ
る
。
す
る

と
、
誓
の
心
が
仏
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
応
答
が
天
変
地
異
に

依

っ
て
示
さ
れ
る
。

「天
を
仰
い
で
至
心
流
涙
し
、
懺
悔
を
発
」
す
る
と
い
う
女
帝
の
姿
は
正
に
洸

　
一

惚
状
感
、
忘
我
の
境
で
あ
る
。
巫
女
に
於
け
る
神
憑
り
の
状
態
を
想
起
せ
し
め
、
　

１６

そ
こ
に
こ
そ
仏
の
御
心
の
示
現
は
あ
る
の
だ
と
す
る
。
要
す
る
に
、
特
別
な
状
況

　
．

設
定
の
元
に
特
別
の
応
答
が
生
ず
る
と
す
る
思
考
が
働
い
て
い
る
。

応
答
は
、

「即
ち
大
地
動
揺
し
、
震
雷
、
卒
に
大
雨

（
ひ
さ
め
）
を
雨

（
ふ
）
ら
」
す
と
い

う
形
の
霊
異
に
依

っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
に
も
記
し
た
通
り
、
こ

の
場
面
は
日
常
の
そ
れ
で
な
く
、
そ
こ
に
働
く
想
像
力
も
霊
異
の
そ
れ
と
言
う
べ

き
で
あ

っ
た
。
そ
の
様
な
観
察

・
認
識
を
も

っ
て
し
て
こ
の
場
面
の
理
解
は
正
し

く
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
当
麻
曼
茶
羅
縁
起
を
見
る
。
こ
れ
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
当
麻
町
に
あ
る
当

麻
寺
所
蔵
の
曼
茶
羅
成
立
の
経
緯
を
説
い
た
縁
起
で
、
絵
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
縁
起
の
主
人
公

「横
侃
大
臣
の
娘
」

は
幼
い
時
分
か
ら
信
心
の
厚
い
子
供

で
、
「は
る
の
は
な
に
心
を
そ
め
ず
、
あ
き
の
つ
き
に
お
も
ひ
を
よ
せ
ず
、　
ふ
か

く
仏
の
み
ち
を
た
づ
ね
て
、
法
の
さ
と
り
を
も
と
む
。」
（上
巻
第

一
段
）
と
い
う



態
度
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
の
ち
、
天
平
宝
字
七
年
六
月
十
五
日
、
つ
い
に
は
な
の
か
ざ
り
を
お

と
し
て
、　
こ
け
の
た
も
と
に
な
せ
り
。
す
な
は
ち
、　
ち
か
い
て
い
は
く
、

「わ
れ
も
し
生
身
の
如
来
を
み
た
て
ま
つ
ら
ず
ば
、
こ
の
寺
門
を
い
で
じ
」
。

か
さ
ね
て
ち
か
ふ
。
七
日
の
期
を
か
ぎ
り
て
、　
一
心
の
誠
を
こ
ら
せ
り
。
し

か
る
あ
ひ
だ
、
同
月
廿
日
、　
ひ
と
り
の
比
丘
尼
き
た
り
て
い
は
く
、

「祈
念

の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
見
る
に
、
随
喜
の
お
も
ひ
に
た
え
ず
し
て
、
わ
れ
こ
こ
に

き
た
れ
り
。
九
品
の
教
主
を
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
わ
れ
そ

の
相
を
あ
ら
は
す
べ
し
。す
み
や
か
に
、
は
す
の
く
き
百
駄
を
あ
つ
む
べ
し
。」

と
い
へ
り
。

願
主
の
尼
、
こ
の
事
を
う
け
て
、
天
聴
に
お
よ
ぼ
す
に
、
忍
海
連
に
お
は

せ
て
、
近
江
国
の
課
役
と
し
て
、
た
ち
ま
ち
に
も
よ
を
し
あ
つ
め
た
り
。
こ

ゝ
に
化
尼
、さ
と
り
を
え
て
き
た
れ
り
。
み
づ
か
ら
は
す
の
く
き
を
お
り
て
、

い
と
を
い
だ
す
事
わ
ず
ら
ひ
な
し
。
も
ヽ
わ
く
に
く
り
い
だ
し
、
ち
ゞ
わ
く

に
あ
ま
る
こ
と
を
え
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
巻
、
第
二
段
）

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
念
々
曼
奈
羅
を
作
る
た
め
の
材
料
集
め
が
始
ま
る
。
右
の

縁
起
の
文
脈
を
辿

っ
て
行
く
と

「
つ
い
に
は
な
の
か
ざ
り
を
お
と
し
て
、
こ
け
の

た
も
と
に
な
せ
り
。
す
な
は
ち
、
ち
か
い
て
い
は
く
、」
と
い
う
部
分
に
注
意
が

行
く
。
要
す
る
に
出
家
剃
髪
し
て
、
当
麻
寺
に
籠

っ
て
誓
い
を
立
て
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
参
籠
し
て
、
あ
る
期
間
祈
願
し
続
け
る
こ
と
に
依

っ
て
仏
の
示
現
が

あ
る
わ
け
だ
。
「籠
り
」
と

「祈
念
」

と
を
通
し
て

一
層
深
い
宗
教
的
深
み
へ
と注

③

参
入
し
て
行
き
、
そ
こ
に
遂
に
は
あ
る
種
の
幻
覚
を
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

仏
の
教
え
で
あ
る
と
こ
ろ
の
教
義
の
具
現
化
で
あ
る
。
言
葉
の
層
か
ら
体
験
の
層

へ
と
深
ま
る
中
で
の
法
悦
と
夢
幻
境
が
創
出
し
て
来
る
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
化
、
肉

体
化
に
依
っ
て
、
ま
さ
に

「生
身
の
如
来
」
を
目
前
に
し
な
い
で
は
お
か
な
い
の

だ
。
そ
の
体
験
は

「夢
想
の
つ
げ
」
（上
巻
第

一
段
）
な
ど
で
は
な
く
、
「
し
か
る

あ
ひ
だ
、
同
月
十
日
、
ひ
と
り
の
比
丘
尼
き
た
り
て
い
は
く
」
と
い
う
表
現
に
依

っ
て
し
か
示
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
「知
覚
」
と

「想
像
力
」

と
は
こ
の
場
に

於
い
て
断
絶
は
な
く
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

縁
起
は
更
に
続
け
る
。

は
じ
め
て
井
を
は
る
に
、
み
づ
湛
々
と
し
て
、
な
み
溶
々
た
り
。
い
と
を

ひ
た
し
て
そ
む
る
に
、
そ
の
い
ろ
五
色
を
そ
め
い
だ
せ
り
。
人
力
の
所
為
に

あ
ら
ず
、
神
通
の
方
便
な
り
。
み
る
人
奇
特
の
お
も
ひ
を
な
し
、
願
主
不
覚

の
な
み
だ
に
お
ぼ
る
。

（下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
（上
巻
第
三
段
）

お
な
じ
き
廿
三
日
の
ゆ
ふ
べ
、
化
女

一
人
き
た
れ
り
。
そ
の
か
た
ち
、
み

や
び
か
な
る
事
、

天
女
の
ご
と
し
。
化
尼
に
と
ひ
て
い
は
く
、

「は
す
の
い

と
、
す
で
に
と
と
の
へ
ま
う
け
る
や
」
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
、
い
ろ
い
ろ
の
　

一

い
と
を
さ
さ
げ
さ
づ
く
る
に
、
わ
ら
二
は
を
あ
ぶ
ら
二
升
に
ひ
た
し
て
、
と
　
１７

も
し
び
と
す
。

（中
略
）

と
き
に
化
女
の
は
た
お
り
め
、
五
色
の
く
も
に
の
　

¨

り
て
、
い
な
び
か
り
の
き
ゆ
る
が
ご
と
く
し
て
、
さ
り
ぬ
。

（下
巻
第

一
段
）

化
尼
、
此
像
の
深
義
を
と
き
て
い
は
く
、

「南
の
へ
り
に
は
、
序
分
を
あ

ら
は
し
、
北
の
へ
り
に
は
、
三
味
正
受
の
む
ね
を
の
べ
、
中
台
に
は
、
四
十

八
願
の
浄
土
の
相
を
と
と
の
へ
、
下
方
に
は
、
上
中
下
品
の
来
迎
の
義
を
つ

く
せ
り
と
な
り
。
こ
れ
を
き
く
に
、
な
み
だ
二
つ
の
そ
で
を
し
ぼ
る
と
い
へ

ど
も
、
心
は
九
品
の
土
に
ま
う
づ
る
が
ご
と
し
。
本
願
の
尼
、
つ
ら
つ
ら
こ

の
事
を
お
も
ふ
に
、弥
陀
の
智
願
と
し
て
、大
聖
の
定
通
な
り
と
お
も
へ
り
。

す
な
は
ち
、
こ
れ
生
身
の
如
来
を
お
が
み
た
て
ま
つ
り
て
、
極
楽
の
荘
厳
を

み
る
や
に
あ
ら
ず
や
。
　

（下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（下
巻
第
二
段
）

糸
を
染
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

「人
力
の
所
為
に
あ
ら
ざ
」

る
五
色
に
染
ま
り
、



そ
れ
を
皆
が
奇
特
と
言
い
、
奇
瑞
と
言
っ
た
。
当
時
の
染
色
技
術
を
想
え
ば
、
五

色
に
染
ま
る
な
ど
と
い
う
事
は
想
像
を
絶
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
然
神
仏
の
力

を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
色
自
体
は
天
然
現
象

の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
目
を
奪
う
色
彩
を
人
間
の
手
に
す
る
に
は
、

通
か
年
代
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
奇
瑞
の
想
像
力
が
関
与
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「下
巻
第

一
段
」
に
は
化
女
が
訪
ね
来
て
、
糸
が
で
き
た
か
ど
う
か
尋
ね
て
、

自
ら
織
女
と
な

っ
て

「
一
丈
五
尺
の
曼
茶
羅

一
鋪
」
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
す
ば

ら
し
さ
は

「玉
を
つ
ら
ね
て
み
が
き
た
る
が
ご
と
く
、
金
を
の
べ
て
か
ざ
り
た
る

が
ご
と
し
。
荘
厳
赫
尖
と
し
て
、
光
明
遍
照
せ
り
。」

と
此
の
世
の
も
の
と
は
思

わ
れ
ぬ
と
い
う
形
容
の
さ
れ
方
を
し
た
。
そ
の

「化
女
」
の
織
女
は
、
そ
の
名
の

と
お
り
変
化

（
へ
ん
げ
）
の
者
で
あ
り
、
そ
の
去
り
方
も

「五
色
の
く
も
に
の
り

て
、　
い
な
び
か
り
の
き
ゆ
る
が
ご
と
く
し

て
、　
さ
り
ぬ
。」

と
い
う

具
合

で
あ

る
。
退
去
の
仕
方
が
甚
だ
異
常
な
の
は
、
三
輪
山
神
婚
諄
、
哺
時
臥
山
伝
説
等
を

初
め
と
し
て
、
民
話
の
異
類
婚
姻
諄
等
に
見
ら
れ
る
が
如
く
、
変
化
の
者
の
退
去

の
様
の
特
徴
で
あ
る
。

下
巻
第
二
段
で
は

「像
の
深
義
」
の
語
り
が
入
る
。
化
女
の
織

っ
た
当
麻
曼
茶

羅
の
図
絵
に
は
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
説
け
ば
次
の
様
な
こ
と

だ
と
い
う
。

南
の
へ
り
に
は
、
序
分
を
あ
ら
は
し
、
北
の
へ
り
に
は
、
三
味
正
受
の
む

ね
を
の
べ
、中
台
に
は
、四
十
八
願
の
浄
土
の
相
を
と
と
の
へ
、
下
方
に
は
、

上
中
下
品
の
来
迎
の
義
を
つ
く
せ
り

こ
れ
を
開
く
と
、
横
侃
の
大
臣
の
娘

（本
願
の
尼
）
は
ま
る
で
浄
土
に
や
っ
て

来
た
様
な
気
持
が
す
る
と
化
尼
に
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
は
中
将
姫
が
天
上

界
に
直
接
参
入
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
さ
に
体
験
そ
の
も
の
を
得
た
と
言
っ
て

良
い
。
所
謂
客
観
的
事
実
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
絵
解
き
を
耳
に
し
た
に
過

ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
深
い
宗
教
的
体
験
を
身
に
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
元
来
説
教
や
絵
解
き
と
い
う
も
の
は
そ
の
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想

い
、
曼
茶
羅
図
の
果
す
役
割
の
何
た
る
か
も
自
ず
と
分

っ
て
来
る
と
言
え
よ
う
。

従

っ
て
、
こ
れ
は
夢
の
中
の
出
来
事
な
ど
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
阿
弥
陀
如
来
が

「化
尼
」
に
姿
を
変
え
、
観
音
菩
薩
が

「化
女
」

と
な
り
、
信
心
の
厚
い
横
侃
の
大
臣
の
娘

（中
将
姫
）
の
所
に
実
際
に
や
っ
て
来

た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
証
拠
の
当
麻
曼
茶
羅
を
織

っ
て
、
し
か
も
そ
の
絵
解
き

ま
で
し
て
置
い
て
行

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
実
諄
と
し
て
、
享
受

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。

こ
の
ス
ト
ー
リ
ィ
の
展
開
を
先
に
挙
げ
た
元
興
寺
伽
藍
縁
起
の
場
合
と
比
較
し

て
み
る
と
、
そ
の
構
造
上
の
相
違
に
気
付
か
せ
ら
れ
る
。
当
麻
曼
茶
羅
縁
起
の
場
　
一

合
は
、
前
後
に
僅
か
説
明
を
付
加
し
た
だ
け
で
、
他
は
霊
異
の
出
来
事
の
連
続
で
　
１８

あ
る
。
こ
れ
は
信
仰
の
核
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仏
へ
の
帰
依
と
そ
れ
に
関
る
諸
事

　
「

実
の
霊
験
の
み
で
筋
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
元
興
寺
縁
起
の
様
に
信
仰
ヘ

の
契
機
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を

示
し
て
い
ょ
う
。
二
つ
の
縁
起
を
比
較
し
て
、
成
立
年
代
の
相
違
か
ら
来
る
性
格

の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
常
に
根
本
に
あ
る
の
は
、
仏
教

へ
の
帰
依
が
ど
の
様

な
契
機
を
持

っ
て
行
な
わ
れ
た
か
、
そ
う
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
如
何
に
重
要

か
、
そ
の
途
中
経
過
は
ど
の
様
で
あ

っ
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
即
ち
布
教

を
如
何
に
し
て
進
め
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
る
。
当
麻
曼
茶
羅
縁
起
の

場
合
は
、
芸
術
的
と
も
言
い
得
る
霊
異
の
世
界
を
提
示
し
、
美
々
し
く
飾
ら
れ
、

日
常

（生
活
の
具
体
的
問
題
）
の
解
決
と
い
う
よ
り
も
宗
教
的
功
徳
と
し
て
の
霊

異
の
世
界
を
説
き
、
そ
の
感
動
に
依

っ
て
仏
教

へ
の
帰
依
を
促
そ
う
と
い
う
、
そ

の
様
な
性
格
の
も
の
に
受
け
取
ら
れ
る
。
他
方
成
立
年
代
も
そ
れ
を
取
り
巻
く
時



代
の
様
相
も
異
る
元
興
寺
の
縁
起
の
場
合
は
明
確
に
鎮
護
国
家
を
打
ち
出
し
、

「後
嗣
の
類
は
こ
の
法
の
頼

（
ふ
ゆ
）
を
蒙
り
、
現
在
未
来
に
最
勝
の
安
楽
を
得

さ
し
む
こ
と
を
」
と
言
い
、
「願
は
く
は
、
　
一
切
の
合
識
有
形
と
共
に
、
普
く
こ

の
福
を
同
じ
く
し
、
速
や
か
に
正
覚
を
成
さ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
言

っ
て
い
た
。

三
　
籠
り
と
幻
視

「籠
り
」
と

「幻
視
」
の
関
り
を
詳
細
に
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
関
係
を
理
解

す
る
に
好
都
合
な
資
料
を
数
多
く
載
せ
て
い
る
の
が
粉
河
寺
縁
起
で
あ
る
。
こ
れ

の
検
討
を
通
し
て
、
「籠
り
」
と

「幻
視
」

の
具
体
を
も
観
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。良

心

（沙
門
良
心
）
不
思
儀
の
心
を
成
て
、
参
籠
し
て
因
縁
を
祈
念
す
る

に
、
夢
中
に
前
の
小
僧
来
て
云
、

「我
は
大
悲
大
将
也
。

汝
は
真
言
の
行
者

也
。
故
に
形
を
現
じ
て
顕
れ
、
詞
を
以
て
示
す
。
国
中
の
人
を
は
ぐ
く
む
は

我
也
。
此
寺
に
住
し
て
年
久
し
。
彼
の
田
は
国
の
一
坪
也
。
故
に
上
分
を
苅

召
す
。

戸
立
の
稲
穂
の
珍
し
き
に
は
あ
ら
ず
。

国
中
の
人
民
を
憐
む
が
為

也
。」
良
心
夢
覚
て
、
泣
て
退
出
し
ぬ
。　
こ
れ
よ
り
此
田
は
御
寺

へ
上
分
を

献
つ
る
也
。

（沙
門
良
心
、
粉
川
田
因
縁
　
第
四
）

朝
輔
朝
臣
が
女
は
、
容
儀
人
に
勝
た
り
。
腹
脹
れ
胸
痛
き
病
を
受
け
て
、

医
療
不
レ
及
、
祈
誠
如
レ
空
。
朝
輔
朝
臣
、
康
和
元
年
の
春
、
当
寺
に
参
籠
し

て
、
女
子
の
病
事
を
歎
申
す
。
夢
に
、
本
堂
の
内
陣
よ
り
葦
毛
馬
い
で
て
云

く
、
「（中
略
）」

下
向
し
て
急
ぎ
三
帰
を
病
女
に
授
く
時
に
、
青
斑
に
し
て

目
な
き
毒
蛇
の
六
七
寸
許
な
る
を
、
日
よ
り
吐
出
て
、
宿
病
忽
に
屋
ぬ
。
彼

朝
輔
、
寺
家
の
檀
那
と
成
て
、
同
二
年
に
西
塔
を
建
立
す
。
又
十
月
の
不
断

念
仏
の
荘
厳
頭
の
役
を
勤
め
け
り
。

（紀
伊
守
朝
輔
朝
臣
女
子
、
受
二持
三
帰
一吐
二出
毒
蛇
一　
第
十
二
）

粉
河
寺
縁
起
の
中
か
ら
二
例
を
抜
き
出
し
て
み
た
の
だ
が
、
他
の
章
段
も
略
同

様
の
形
式
で

「参
籠
」
。
「夢
」

は
対
に
な
っ
て
現
れ
、　
ほ
と
ん
ど
の
場
合

「祈

念
」
「祈
請
」
し
て
参
籠
す
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
依

っ
て

「夢
中
の
示
現
」
を

得
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
夢
占
の
一
典
型
で
、
民
俗
学
で
言
う
と
こ

ろ
の

「能
動
的
夢
占
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
柳
田
国
男
翁
の
「夢
と
文
芸
」
「前

兆
予
示
と
卜
占
」
等
の
研
究
を
通
し
て
深
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
民
俗
学
辞
典

は
、
こ
れ
ら
を
経
め
て

「能
動
的
夢
占
」
と

「受
動
的
夢
占
」
に
整
理
し
て
説
い

て
い
る
。
即
ち
、
格
別
に
理
由
も
な
い
の
に
、
或
る
日
先
祖
が
夢
枕
に
立
っ
て
、

祭
り
方
が
足
り
な
い
、

と
告
げ
る
等
と
い
う
類
を

「受
動
的
夢
占
」

と
規
定
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「あ
る
結
果
の
原
因
を
知
る
た
め
に
、　
忌
み
ご
も
っ
て
特

に
神
託
を
乞
う
べ
く
夢
を
見
よ
う
と
す
る
手
段
が
あ

っ
た
。
夢
に
よ
っ
て
自
己
の

将
来
の
運
命
や
寿
命
を
占
お
う
と
す
る
試
み
も
古
来
多
く

行
な
わ
れ
た
。」

と
説

注
０

か
れ
る
の
を

「能
動
的
夢
占
」
と
す
る
。

右
の
分
類
で
観
れ
ば
、
粉
河
寺
縁
起
は

「能
動
的
夢
占
」
に
含
ま
れ
よ
う
。
と

こ
ろ
で
、
夢
が
何
等
か
の
形
で
現
実
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
類
推

は
古
代
人
に
あ

っ
て
も
そ
の
夢
に
結
ば
れ
た
事
実
や
事
件
が
現
実
界
に
裏
打
ち
さ

れ
た
部
分
を
含
み
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
然
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
亦
夢
の
性

格
か
ら
も
そ
の
様
な
想
像
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「夢
」

に
将
来
起
こ
り

得
る
だ
ろ
う
事
態
の
原
拠
な
り
、
判
断
力
な
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
現

実
そ
の
儘
に

「夢
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

「或
る
ネ
ジ
レ
」
を
感
得
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

「
ネ
ジ
レ
」
の
為
に
、
覚
め
た
世
界
と
は
必
ず
し
も
整
合

せ
ず
、
或
る
異
和
を
残
し
続
け
て
い
る
。

（そ
し
て
、　
そ
れ
故
に
こ
そ
こ
れ
は
神

秘
感

。
霊
異
感
を
与
え
る
の
だ
、）

が
何
等
か
の
展
開
の
中
で
、　
こ
れ
ら
の
異
和

は
意
識
の
中
に
顕
在
化
し
、
何
等
か
の
説
明
を
得
な
い
で
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
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或
る
し
こ
り
に
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
多
く
の
人
々
に
理
解
し
得
る
形
の
言
葉
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

記
紀
の
文
献
に
見
え
る

「審
神
者
」

（沙
庭
）

は
ま
さ
に
そ
の
役
割
を
担

っ
た
者

達
で
あ
ろ
う
。
神
の
言
葉
は
、
そ
こ
に
何
等
か
の
暗
示
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
儘

で
は
と
て
も
多
く
の
者
達
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
解
釈
を
す
る
者
の
介

在
を
要
す
る
の
で
あ

っ
た
。　
こ
れ
が

「或
る
ネ
ジ
レ
」

と
現
実
と
の
整
合
を
企

て
、
或
る
発
展
を
描
い
て
、
そ
の
様
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
と
納
得
さ
せ
る
。
記

紀
に
見
ら
れ
る

「童
謡
」
も
そ
の
様
な
意
味
合
の
も
の
と
し
て
解
す
べ
き
で
、
自

己
の
理
解
を
越
え
た
世
界
に
甚
だ
憧
憬
し
な
が
ら
、
そ
こ
へ
の
手
段
を
有
し
な
い

者
の
畏
れ
と
不
安
を
解
消
せ
し
む
る
唯

一
に
し
て
最
大
の
方
法
が

「夢
卜
」
を
初

め
と
す
る

一
連
の
卜
占
な
の
で
あ

っ
た
。
神
事
に
於
け
る
中
心
が
卜
占
で
あ
り
、

そ
の
方
法
が
甚
だ
多
様
多
種
に
渡
る
の
は
右
の
様
な
経
過
の
中
で
観
察
し
て
、
そ

の
意
義
を
正
し
く
解
し
得
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「自
然
」
に
対
す
る

「人
為
」

の
抵
抗
は
こ
の
様
な
形
で
初
め
て
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
の

「能
動
的
夢
卜
」
と

「受
動
的
な
夢
卜
」
と
の
歴
史
的
先
後
関
係

を
調
べ
る
と
、
能
動
的
そ
れ
を
よ
り
古
態
と
す
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

（右
に
も
記
し
た
が
）
万
般
に
渡

っ
て
夢
占
が
支
配
権
を
維
持
し
、
全
て
の
事
件

の
契
機
の
説
明
と
し
て
、
聞
く
者
の
心
理
を
安
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
背

後
か
ら
の
保
証
が
生
き
て
い
て
こ
そ
、
「夢
を
乞
う

（参
籠
に
於
け
る
祈
請
）」
効

果
が
あ
る
か
ら
だ
。
受
動
的
な
夢
占
は
既
に
そ
の
様
な
力
を
失
し
た
時
代
の
産
物

で
、
所
謂

「縁
起
を
か
つ
ぐ
」
場
面
と
な
り
、

「初
夢
」
を
初
め
と
す
る
遊
び
の

世
界
へ
と
入
っ
て
行
く
。　
し
か
し
、　
そ
れ
と
て
深
層
に
古
代
以
来
の

「古
代
心

注
⑩

意
」
が
生
き
て
い
て
こ
そ
可
能
な
話
で
あ

っ
た
の
だ
。

粉
河
寺
縁
起
の
場
合
、
夢
占
は
結
縁
を
勧
め
る
手
段
と
し
て
有
効
に
働
い
て
い

た
と
言
え
る
。
先
に
記
し
た
、
元
興
寺
伽
藍
縁
起
や
当
麻
曼
茶
羅
縁
起
と
比
較
す

る
と
、
説
話
規
模
も
大
き
く
、
内
容
も
豊
富
で
あ
る
。

「夢
の
お
告
げ
」

と
い
う

形
式
で
仏
の
真
意

（そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
真
実
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
）
は

人
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
形
は
同
じ
だ
と
し
て
も

「別
当
の
職
を
放
た
れ
て
そ
の

悲
を
観
音
に
祈
る
者
」
、
「娘
の
生
症
、
盲
目
を
直
し
て
く
れ
る
様
祈
る
者
」
、
亦

あ
ま
つ
さ
え

「栄
達
を
祈
る
者
」
な
ど
実
に
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
大
層
人
間

臭
い
と
い
う
か
、
現
世
利
益
的
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
信
仰
に
縁

な
き
者
は
救
わ
れ
ず
、厚
い
信
仰
心
は
藤
原
奉
成
（藤
原
奉
成
、
現
前
得
二霊
薬
一第

廿
二
）
の
如
く
に
生
命
を
と
り
止
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
粉
河
寺
縁
起
の
全
て
が
、
そ
の
様
な
現
世
利
益
に
終
始
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
「別
当
延
養
、
奉
レ捜
二仏
心
一雖
レ受
レ狭
遂
二往
生
一　
第
廿
三
」
以

下
の
十

一
話
は
、
本
尊
仏
を
拝
し
た
い
と
願
う
別
当
延
養
の
求
道
心
、
来
世
の
得

脱
を
願
う
石
崇
、
自
界
を
厭
て
浄
土
を
欣
う
峯
覚
聖
人
等
々
の
事
跡
が
伝
記
的
に
　

一

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
縁
起
に
あ

っ
て
は
、
霊
異
の
事
件
を
単
に
外
側
か
ら
記
述
　
２ｏ一

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
具
体
的
経
験
と
し
て
の

「霊
験
」
を
重
要
視
し
て
い
　

．

る
。
抽
象
化
さ
れ
た

「霊
異
」
で
は
な
く
、
身
体
的
経
験
と
し
て
の

「霊
験
」
を

説
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
縁
起
の
現
実
性
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
霊
験
を
体
感
す
る

場
所
が
参
籠
し
た
寺
院
内
で
あ
り
、
そ
こ
で
懸
命
の
祈
念
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
は
昼
夜
を
分
た
ぬ
勤
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
籠
居
の
果
て
に
、
夢
と
も

現
と
も
つ
か
ぬ
境
地
が
や

っ
て
来
る
。
そ
の
中
で

「仏
の
導
き
」
が
籠
居
の
者
に

秘
跡
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

粉
河
寺
縁
起
は
、
参
籠
と
い
う
契
機
を
通
し
て
、
日
常
と
い
う
次
元
か
ら
霊
異

の
次
元
へ
と
参
入
す
る
。
想
像
力
の
設
定
も
、
同
様
に

「日
常
」
か
ら

「霊
異
」

へ
と
展
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「導
場
に
脆
て
祈
念
」

す
る
と
い
う
行

為
を
経
て
、
「已
講
の
夢
中
に
、
明
範
来
り
告
云
」
（覚
智
僧
正
、
得
二霊
告
一、
知
ニ

亡
母
往
生
一　
第
十
五
）
と
い
う
状
況
が
招
来
さ
れ
る
。　
し
か
も
、　
こ
こ
で
は
、



「幸
に
生
身
観
音
の
霊
寺
に
詣
で
に
き
。

我
母
死
て
生
所
難
レ知
。

霊
請
を
致
て

告
を
得
ん
と
欲
ふ
。」
と
い
っ
て
い
る
。
「
い
た
こ
」
の

「
口
寄
せ
」
の
如
き
印
象

を
与
え
る
も
の
で
祈
請
す
る
側
の
意
志
が
、

「籠
り
」

に
影
を
落
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
霊
異
の
世
界
は
通
常
人
の
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ

っ
た

が
、
「参
籠
」
を
通
し
て
、
「霊
験
」
を
得
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
か
つ
て

「霊

験
」
は
特
殊
な
人
の
特
殊
な
場
で
の
み
可
能
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を

「仏
の
教

え
に
殉
ず
る
者
」

と
い
う
条
件
は
あ
り
な
が
ら
も
、
参
籠
す
る
者
に
許
し
た
の

は
、
布
教
と
い
う
立
場
か
ら
、

「
は
る
か
な
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
説

く
必
要
か
ら
で
あ

っ
た
。
崇
高
な
仏
教
哲
理
で
は
な
く
し
て
、
現
世
利
益
を
説
か

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
仏
教
の
状
況
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
世
界
に

大
衆
が
己
の
も
の
と
し
て
参
与
し
て
来
る
と
い
う
時
代
の
様
相
を
こ
の
縁
起
は
見

せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
筒
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
行
く
と
、
縁
起
は
恐

注
０

ら
く
「説
教
」
の
台
本
と
し
て
利
用
す
る
に
便
利
な
も
の
と
い
う
こ
と
疑
い
な
い
。

四
　
宗
教
哲
理
よ
り
も
現
報
善
悪

「既
に
明
ら
か
」
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
仏
教
が
哲
学
や
学
問
の
対

象
と
し
て
の
み
存
在
し
、
そ
の
こ
と
に
依

っ
て
宗
教
の
意
義
を
全
う
し
た
も
の
と

す
る
な
ら
話
は
別
に
な
ろ
う
が
、　
一
般
大
衆
に
於
け
る
宗
教
の
在
り
方
を
考
え
る

時
、
何
が
最
重
要
事
項
か
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
崇
高
な
仏
教
哲
理
は
そ

の
原
点
と
し
て
は
厳
然
と
し
て
あ
ろ
う
け
れ
ど
、

「方
便
」

の
緊
要
な
こ
と
亦
お

さ
お
さ
劣
る
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
霊
異
記
の
正
式
名

称
に
、
「日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
」
と
言
わ
れ
る
が
如
く
、
「現
報
を
得
し
縁
」

を
説
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
我
国
最
初
の
仏
教
説
話
集
に
し
て

こ
れ
で
あ
っ
た
。
因
果
応
報
の
論
理
に
乗

っ
て
こ
そ
魂
の
救
済
に
連
な
る
も
の
と

思
え
ば
、
「霊
異
記
」
と
し
て
の
性
格
を
常
に
備
え
て
い
る
縁
起
類
が
ど
の
様
な
形

態
を
採
る
べ
き
か
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
よ
り
大
き
な
説
得
力
を
得
る
為
に
、
日
常
の
想
像
力
を
越
え
た
不

思
議

（あ
や
し
）
の
事
件
を
形
象
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
縁
起
群
は
存

っ
た
。

そ
の
中
で
、
霊
異
へ
の
志
向
は

一
層
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
仏
教
経
典
の
種
々
の
話
題

か
ら
は
多
く
の
刺
激
を
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
造
形
さ
れ
た

「あ
や

し
」
の
出
来
事
は
享
受
者
に
依

っ
て
、
真
実
そ
の
も
の
と
解
さ
れ
続
け
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
更
に
押
し
進
め
ら
れ
て
遂
に
は
怪
異
の
世
界
に
這
入

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

諸
方
に
顕
現
し
て
山
に
登
る
。

荒
塩
か
い
て
祓
を
逆
に
小
川
の
上
に
な

す
。
前
に
牛
馬
の
死
骸
巨
多
な
り
。
食
ら
ふ
老
女
あ
り
。
道
中
に
居
り
て
去

ら
ず
、
立
た
ず
。
行
者
、
「速
か
に
去
れ
」
と
。
女
答

へ
て
曰
く
、
「我
は
老

い
の
腰
居
な
り
。
立
つ
べ
か
ら
ず
。
只
衣
立
て
と
思
し
食
さ
ば
、
児
を
満
て
　

一

て
吾
を
祈
り
給

へ
」
と
云
ふ
。
行
者
祈
り
給
ふ
。
中几
遍
満
た
ざ
る
前
に
飛
行
　
２１

の
光
明
を
放
ち
て
十
方
に
散
り
去
り
了
ん
ぬ
。
行
く
前
に
隠
神
あ
り
。
山
口
　

．

の
大
河
の
渡
し
の
所
在
の
人
な
り
。
角
川
に
四
つ
の
角
を
面
上
に
生
ぜ
る
鬼

形
の
女
あ
り
。
角

（も
ろ
も
ろ
）

の
人
こ
れ
を
見
て
驚
く
。

「汝
は
何
者
な

る
や
」
と
。
答
え
て
日
は
く
、
「我
は
こ
れ
主
な
り
」
と
）
云
は
く

「君
に

教

へ
申
す
事
を
信
じ
御
せ
」
と
。　
日
は
く
、

「
こ
の
川
の
水
に
て
身
を
浴
む

れ
ば
、
必
ず
二
世
の
児
咀
を
離
れ
、
慈
尊
の
三
会
に
値
う
。
末
代
の
行
者
に

必
ず
こ
れ
を
伝
え
賜
へ
。

熊
野
の
御
山
に
参
詣
の
次
で
に
業
を
消
す
水
な

り
」
と
。

即
ち
云
ひ
て
隠
れ
了
ん
ぬ
。

行
く
前
の
塩
屋
在
辺
の
路
に
宿
る

に
、夜
宿
る
人
、
大
魚
来
た
り
て
こ
れ
を
食
せ
ん
と
す
。
行
者
、印
を
以
て
身

を
荘
る
。
魔
魚
の
児
満
ち
て
大
い
に
免
か
る
。
魚
、
里
毒
を
吐
く
事
細
き
雨

の
如
し
。
行
者
、
心
経
を
荒
護
し
て
、
中九
を
放
つ
間
、
大
魚
風
に
随
ひ
て
遠

く
亡
げ
畢
ん
ぬ
。
故
に
祓
を
動
仕
し
て
立
ち
了
ん
ぬ
。



（「諸
山
縁
起
」
の
第
四
項
）

や
や
長
く
引
用
し
た
が
、
右
文
は

「役
行
者
の
熊
野
山
参
詣
の
日
記
」
の
一
部

で
あ
る
。
牛
馬
の
死
骸
を
食
ふ
老
女
、
四
本
の
角
を
持
つ
鬼
女
、
魔
魚
と
参
詣
の

途
路
に
異
形
の
者
ど
も
が
出
現
し
て
、
行
者
を
妨
げ
る
。
こ
こ
に
描
出
さ
れ
た
も

の
は
日
常
の
存
在
に
何
か
を
付
加
し
た
存
在
で
あ
る
。　
こ
れ
は

「霊
異
の
想
像

力
」
が
把
握
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
面
に
は

「怪
異
性
」
が
観
察

さ
れ
る
。
人
に
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
を
願
い
得
る
観
音
や
仏
の
登
場
で
は
な

く
、
人
に
苦
行
を
強
い
る
異
形
の
者
達
の
活
躍
を
描
出
し
て
来
て
い
る
の
だ
。
こ

の
異
形
の
者
達
は
役
の
行
者
の
修
業

（山
行
）
を
妨
げ
る
魃
魅
胆
題
だ
と
い
う
。

霊
異

・
霊
験
の
場
合
が
、
専
ら
受
身
的
に

（そ
れ
な
り
の
努
力
は
あ

っ
た
に
せ

よ
）
最
終
的
に
は
恵
み
教
え
賜
う
神
仏
の
声
を
聞
く
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い

た
の
と
は
甚
だ
対
昧
的
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

異
形
の
者
の
存
り
方
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
極
め
て
心
理
的
実
在
で
あ

る
こ
と
に
気
付
く
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
行
者
の
自
前
に
現
れ
た
異
形
の
者

は
、
「行
者
祈
り
給
ふ
。

”ル
遍
満
た
ざ
る
前
に
、
飛
行
の
光
明
を
放
ち
て
十
方
に

散
り
去
り
了
ん
ぬ
。」
「行
者
、
心
経
を
荒
護
し
て
、
児
を
放
つ
間
、
大
魚
風
に
随

ひ
て
遠
く
亡
げ
畢
ん
ぬ
。」

と
い
う
形
で
退
散
す
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
行
者
の
日
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
実
像
と
し
て
そ
れ
は
映
じ
た
わ
け
で
、

こ
こ
に
問
題
の
焦
点
は
絞
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
こ
の
異
形
の
者
達
と

は
何
か
、
を

一
言
で
述
べ
て
し
ま
え
ば
、

「修
業
者
自
身
の
影
」

だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。　
こ
の
様
な
観
点
を
据
え
て
初
め
て
理
解
が
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う

カ
日
常
感
覚
の
世
界
で
、
意
識
の
底
に
沈
静
さ
せ
ら
れ
て
い
た
想
像
力
は
、
極
限

迄
の
身
体
の
鍛
練
と
精
神
的
練
磨
を
経
て
非
常
に
活
性
化
さ
れ
、
そ
れ
は
遂
に
意

識
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
或
る
自
己
の
姿
を
顕
現
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
我
々
は

種
々
の
制
約
の
中
で
集
団
生
活
を
行
な

っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
制
約
の
根
本
性

は
、
群
れ
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
本
性
と
深
く
関

っ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
。
こ
の

「制
約
」
は
換
言
す
れ
ば

「
日
常
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
無
自
党

の
裡
に
我
々
を
方
向
付
け
て
お
り
、
そ
の
力
は
甚
だ
大
き
い
に
も
拘
ら
ず
、
実
体

を
知
る
こ
と
は
少
な
い
。
日
常
感
覚
の
世
界
に
は
そ
れ
自
体
を
客
体
化
し
て
、
顕

在
化
す
る
方
途
が
な
い
わ
け
で
、
自
覚
化
さ
せ
る
為
に
は
意
図
的
に
非
日
常
の
時

空
に
自
己
を
追
い
や
り
押
し
込
め
る
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
依

っ
て

，
鏡

の
反
対
側
に
自
己
を
立
た
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
は
自
己
の
徹
底

し
た
解
放
に
連
な
っ
て
行
く
。
こ
ち
ら
側

（日
常
）
に
立

っ
て
い
た
時
の
規
制
は

外
れ
、
「意
識
の
下
」

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
真
の
自
己
の
姿
が

顕
現
し
て
来

る
。
そ
の
自
己
は
、
異
形
の
者
を
感
得
す
る
感
性
の
解
放
を
招
来
し
、
そ
こ
に
感

得
さ
れ
た
も
の
は
、
外
な
ら
ぬ

「自
己
の
影
」
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
修
業
者
の
　

一

前
に
現
れ
た
異
形
の
者
達
は
、
「児
を
満
て
て
祈
」
り
、
「心
経
を
荒
護
し
て
、
児
　
２２一

を
放
」
て
ば
忽
焉
と
し
て
、
消
え
去
る
筈
の
者
達
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

「祈
り
」

を
行
お
う
と
い
う
自
覚
に
依

っ
て
、
日
常
の
時
空
が
回
帰
し
て
い
た
か
ら
で
あ

っ

た
。こ

の
想
像
力
の
解
放
は
、
密
教
系
の
修
験
者
達
に
存

っ
て
、
孤
独
な
山
行
、
極

限
迄
の
身
心
の
修
業

（酷
使
）
等
々
の
結
果
に
於
い
て
初
め
て
可
能
な
為
事
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に

「褻
の
時
空
」
か
ら

「晴
の
時
空
」

へ
の
参
入
は
可
能
と
な
り
、

日
常
感
覚
の
次
元
で
は
不
可
視
だ
っ
た
も
の
が
、
姿
を
現
わ
す
。
そ
の
様
な
感
覚

の
世
界
が
成
立
し
て
来
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

「山

行
」
や

「修
業
」
で
あ
り
、
「参
籠
」
で
あ

っ
た
。

山
岳
信
仰
が
進
展
し
て
来
る
と
、
富
士
山
、
恐
山
、
朝
熊
山
等
々
の
霊
山
と
目

さ
れ
る
山
が
指
定
さ
れ
、
そ
こ
に
登
拝
す
る
者
が
出
て
来
る
。
勿
論
そ
の
前
に
祖

霊
の
鎮
り
処
と
し
て
の
山
岳
の
位
置
が
あ
り
、そ
の
見
地
か
ら
は
、崇
め
奉
る
山
、



敬
し
て
遠
離
け
る
筈
の
山
と
い
う
観
念
が
あ

っ
た
。
柳
田
翁
の
説
か
れ
る
祖
霊
の

鎮
り
処
と
し
て
の
山
頂
―
―
そ
こ
は
当
然
登
拝
を
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
密
教
系
の
修
験
道
、
道
教
等
々
の
影
響
が
浸
透
し
て
来
る
と
新
し
い
段

階
の
山
へ
の
崇
拝
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、

「山
入
り
」
が
可
能
と
な
り
、　
む
し
ろ

特
に
神
仏
に
許
さ
れ
た
者
が
山
籠
り
す
る
事
で

一
層
の
神
秘
化
、
亦
、
宗
教
的
信

頼
度
を
増
す
と
い
う
経
過
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
て
、　
か
く
し
て
登
拝
し
た
者
達
は
、　
そ
れ
ら
の
山
の
遠
景
と
は
甚
だ
距
っ

て
、
仏
教
経
典
に
い
う
地
獄
の
景
も
か
く
ば
か
り
と
思
わ
れ
る
光
景
に
ぶ
つ
か
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
光
景
自
体
が
実
に
日
常
を
脱
し
て
い
た
。
殊
に
拝
さ
れ
た

山
が
多
く
火
山
で
あ

っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
、
硫
黄
や
蒸
気
の
吹
き
出
す

様
、
鼻
を
突
く
亜
硫
酸
ガ
ス
等
々
を
観
て
、
そ
こ
に
特
別
の
感
慨
を
持

っ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
憶
測
さ
れ
る
。
火
口
湖
を

「
血
の
池
地
獄
」
と
呼
び
、
亜
硫
酸
ガ
ス
の

噴
出
の
様
を

「地
獄
谷
」
等
々
と
世
に
俗
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
ら
は
想
像

可
能
で
あ
る
。
如
上
の
光
景
は
草
木
も
さ
し
て
は
生
育
せ
ぬ
全
く
の
不
毛
の
地
帯

で
あ
る
。
そ
こ
を
此
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
観
察
し
、
い
た
く
想
像
力
を

喚
起
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
火
山
な
ら
ず
と
も
、
巨
石
の
ご
ろ
ご
ろ
し
た
場

所
、
険
し
い
谷
、
ガ
レ
場
の
広
が
り
等
々
を
指
し
て
、地
獄
、賽
の
河
原
等
と
呼
ぶ
。

こ
れ
ら
は
見
る
者
の
想
像
力
を
し
て
、
地
獄
の
種
々
の
存
り
様
を
現
前
化
せ
し
め

る
力
を
許
し
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
粉
河
寺
縁
起
の
場
合
、夢
占
は
仏
教
の
教
え
を
如
何
に
勧
め
る
か
、と
い

う
所
に
常
に
結
合
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
夢
は

一
定
の
判
断
を
示
し
た

り
、
説
明
を
与
え
た
り
、
予
測
し
た
り
す
る
役
割
を
果
し
て
お
り
、
身
近
の
所
以

外
自
分
の
内
の
も
の
と
し
て
領
有
し
得
な
か
っ
た
古
代
人
の
姿
を
見
じ
め
る
。
時

間
空
間
と
も
に
狭
か
っ
た
者
達
の
四
周
の
壁
を
乗
り
越
え
、
自
由

（自
己
の
願
望

を
実
現
で
き
る
）
な
場
を
設
定
す
る
為
に
は

「籠
り
」
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
、彼
等
は
自
由
で
あ
り
、硬
直
化
し
た
現
実
の
枠
を
取
り
外
し
、

想
像
力
の
世
界
に
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
様
な
体
験
を
し
て
、
現

実
の
世
界
に
戻

っ
て
来
た
時
、
日
常
の
世
界
で
は
不
可
能
な
こ
と
が
、
場
を
得
て

可
能
に

「変
容
」
し
た
事
を
知
り
、
そ
の
体
験
を
名
付
け
、

「霊
験
」

と
し
も
言

っ
た
の
で
あ
る
。

寺
社
縁
起
の
享
受
者
達
に
と
っ
て
、
こ
れ
を
説
教
の
題
材
と
し
て
語
る
の
を
聞

く
こ
と
を
通
じ
て
、
精
神
の
活
性
化
を
企
し
た
の
で
は
な
い
か
。
今
や
ま
さ
に
末

法
の
世
に
入
っ
た
中
世
人
に
と

っ
て
、
こ
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
最

大
の
生
命
の
糧
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
縁
起
の
語
り
や
説
教
の
中
に

法
悦
境
を
見
出
し
、
そ
の
中
に
我
と
我
が
身
を
投
ず
る
こ
と
に
依

っ
て
、
日
常
生
　
一

活
の
中
で
、
固
定
化
さ
れ
た
個
の
存
り
様
を
せ
め
て
は
解
放
し
、
新
た
な
エ
ネ
ル
　
２３

ギ
ー
の
輝
き
を
再
生
復
活
す
る
為
に
是
非
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
　

．

別
言
し
て
、
娯
楽
と
言

っ
て
も
良
い
。
日
常
生
活
の
中
に
閉
塞
さ
れ
、
日
常
と
い

う
時
間
の
中
に
追
い
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
本
然
的
存
り
方
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
こ
れ
ら
を
想
う
時
、
日
常
と
い
う
時
空
を
脱
し
、
霊
異

の
時
空

（晴
）
に
想
を
遊
ば
せ
る
こ
と
に
依
り
、
固
定
化
し
、
流
動
性
を
失
し
た

精
神
は
再
び
活
力
を
取
り
戻
し
、
日
常
生
活
を
生
命
あ
る
も
の
に
再
構
築
す
る
こ

と
に
な
り
得
た
の
だ
と
考
え
る
。
想
像
力
の
重
要
性
は
、
そ
の
様
な
場
に
於
い
て

証
明
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

縁
起
の
場
合
現
世
利
益
を
宗
教
哲
理
よ
り
重
い
も
の
と
、
最
初
に
記
し
た
が
、

右
の
様
な
文
脈
に
於
い
て
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。



結

　

語

「縁
起
・説
話
。物
語
」
を
背
後
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て

「霊
異
の
想
像
力
」
を

設
定
し
て
み
た
。
本
稿
で
は
特
に

「縁
起
」
に
絞

っ
て
、
霊
異
の
想
像
力
の
存
り

様
を
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は

「知
覚
」
と

「想
像
力
」
が
交
流
し
て
お
り
、
そ
れ

に
依

っ
て

一
層

「想
像
力
」
を
活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
観
れ
ば
、
「縁
起
」

の
真
の
役
割
は
、
享
受
す
る
人
々
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
可

能
に
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

「縁
起
の
荒
唐
無
稽
性
」

も
霊
異
の
想
像
力
と
い
う
点
か
ら
理
解
す
べ
き
だ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
０
　
文
学
史
の
見
渡
し
と
し
て
の
享
受
論
は
、
作
品
存
在
の
基
盤
を
ど
の
様

な
と
こ
ろ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
の
議
論
、
即
ち

「読
者
」
と

「作
品

創
造
」
と
の
関
り
、
作
者
の
正
確
な
位
置
付
け
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
作
品
そ
れ
自
体
が
、
真
空
中
に
浮
か
ぶ

が
如
く
し
て
成
立
し
て
来
な
い
こ
と
を
、
実
証
的
に
確
認
し
て
置
く
こ
と

は
、
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。
「挑
発
と
し
て
の
文
学
史
」
（Ｈ

・
Ｒ

・

ヤ
ウ
ス
）
は
そ
れ
を
行
な

っ
た
注
目
す
べ
き
労
作
だ
と
感
ず
る
。

注
②
　
サ
ル
ト
ル
全
集
第
十
二
巻

『想
像
力
の
問
題
』

第

一
部

（確
実
な
事

象
）

の
冒
頭
に

「
こ
の
著
作
は
意
識
の

《
非
現
実
化
》
す
る
偉
大
な
機

能
、
す
な
わ
ち

《想
像
力
》
と
そ
の
ノ
エ
マ
的
な
相
関
者
で
あ
る
想
像
界

の
こ
と
を
記
述
す
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。

注
Ｑ
　
注
②
著
三
六
五
頁
参
照
。

注
０
　
注
②
著
三
六
〇
頁
以
降
参
照
。

注
働
　
角
川
書
店
鑑
賞
日
本
音
典
文
学

「近
松
」
―
虚
実
皮
膜
の
論
―

の
項
に

注
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
後
に
続
け
て
、

「西
鶴

の
浮
世
草
子
に
代
表
せ
ら
れ
る
写
実
主
義
の
退
潮
、
そ
れ
に
続
く
現
実
遊

離
の
動
向
、
そ
の
過
渡
期
に
お
い
て
み
ご
と
な
開
花
を
見
せ
た
の
が
近
松

の
芸
術
だ

っ
た
。
平
安
時
代
の

『源
氏
物
語
』
は
真
実
の
基
礎
の
上
に
も

の
の
あ
は
れ
の
世
界
を
打
ち
建
て
た
。
写
実
主
義
の
上
に
立
つ
理
想
主
義

で
あ
る
。
近
世
の
近
松
の
文
学
も
、
そ
の
点
同
様
の
立
場
を
取

っ
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
文
学
の
最
高
峰

の
一
つ
と
な
り
得
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
り
そ
う
で

あ
る
。」
と
記
し
て
い
ら
れ
る
。

注
０
　
歴
史
的
事
実
を
記
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
縁
起
は

一
つ
荒
唐
無

稽
を
言
わ
れ
、
第
二
に
そ
の
開
基
に
定
評
あ
る
有
力
な
高
僧
あ
る
い
は
神

話
上
の
祭
神
に
宛
て
た
り
す
る
と
い
う
点
で
、
無
稽
を
云
々
さ
れ
る
。
そ

れ
は
そ
の
通
り
だ
と
し
て
、
右
各
々
に
は
次
の
如
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
　

・

は
な
か
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

第

一
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
と
い
う
時
間

（縁
起
成
立
の
時
点
）
に
　

．

寺
社
の
起
点
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
縁
起
の
性
格
か
ら
し
て
有
り
得

な
い
。
何
故
な
ら
現
在
と
い
う
時
間
は
説
明
を
要
し
な
い
、
或
る
い
は
説

明
を
受
け
つ
け
な
い
そ
れ
で
、
感
覚
的
に
明
る
い
時
間
で
、
宗
教
的
心
惟

と
は
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
時
代
人
に
と
っ
て
、
そ
の
上

の
事
で
あ
り
、
お
ぐ
ら
き
時
間
の
出
来
事
は
説
明
し
、
意
義
付
け
ね
ば
了

解
に
達
し
得
な
い
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
点
に

こ
そ
開
創
の
時
は
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
や
仏

（人
智
の
外
の

も
の
）
の
介
在
は
そ
の
様
な
時
だ
か
ら
可
能
だ

っ
た
の
だ
。
要
す
る
に
、

史
的
事
実
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
要
請
に
応
ず
る
為
の
も
の
だ

っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
も
右
の
事
情
の
元
に
あ
る
も
の
と
言
え
る

が
、
或
る
宗
派
、
教
派
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
を
起
こ
し
た
人
物
に
最
終



的
に
は
集
約
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
教
団
の
中
で
最
も
評
価
の
高
い

人
物
に
集
中
し
て
開
基
を
設
定
す
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
だ
と
言
え
る
。

そ
の
様
な
構
造
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る

。な
お
日
本
思
想
大
系

「寺
社
縁
起
」
の
桜
井
徳
太
郎
氏
の
解
説
参
照
。

注
０
　
桜
井
氏
は

「寺
社
縁
起
」

の
解
説
で
「神
秘
化
無
稽
化
じ
た
い
歴
史
的

真
実
で
あ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
通
し
て
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。」

と
記
し
て
、
縁
起
が
ど
の
様
な
要
請
に
応
じ
た
も
の
か
を
説
か

れ
、
何
故
荒
唐
無
稽
か
を
問
う
姿
勢
を
示
さ
れ
た
。

注
③
　
「古
代
文
学
」
９１
　
（特
集

ｏ
日
本
霊
異
記
）

霊
異
説
話
の

〈夢
〉―

〈
こ
も
り
〉

幻
想
に
お
け
る
仏
と
の
出
会
い
―

三
浦
佑

之

氏

論
文
参

照
。

注
０
　
「夢
」
と

「現
実
」
（知
覚
）
は
別
物
な
の
に
、
或
る
相
即
性
あ
る
も
の

と
し
て
解
し
て
了
う
。
こ
こ
に
は
、
「想
像
力
」
と

「知
覚
」

と
の
交
流

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

一
つ
の
形
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

注
⑩
　
夢
占
が
集
団

（社
会
）
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い
た
時
代
は
、
能
動
的

夢
占
が
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
集
団
を
導
く
機
能
と
し
て
の
先
見
性
と

権
威
と
が
備
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と
と
も

に
、
本
来
の
機
能
を
失
し
、
個
人
の
も
の
に
閉
塞
し
て
行
く
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
受
動
的
夢
占
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

注
ω
　
関
山
和
夫
著

「説
教
の
歴
史
―
仏
教
と
話
芸
―
」
参
照
。
霊
異
記
本
文

が
説
教
の
台
本
に
利
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
詳
細
に
説
い
て
い
ら
れ

る

。

補
注
０
　
角
川
書
店
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

「近
松
」
の
本
文
を
利
用
し
た
。

補
注
②
　
角
川
書
店
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

「歌
謡
Ｉ
」
所
収
の
神
田
秀
夫
氏

論
文
、
『
日
本
書
紀
の

「童
謡
」
』
を
参
照
。
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の鋭い才能を発揮したものだとただ直観したに過ぎなかった。確かに彼は ドイツのロマン主義者たちの

中世芸術への帰依に毒されはしなかったが,時代の俗物者的な形式を感じざるを得ない。というのは彼

の青年時代はナポレオン治世であり,晩年まで宮廷絵画サロンの主人公であったからである。私の観照

の眼はこの強烈な絵画に耐えられず,次のサロンの間でやっと落着き,ア ングルを見出す。アングルの

ラファニロの絵を思い起こさせる,古典的静かさと優雅さそして明せきな絵画の方がなにかしら親しみ

を覚え, 自由な雰囲気を醸し出し,心をなごやかにしてくれたのだ。

「現代の芸術作品の前に立つ者は,すでに出来上った,正確な, そして伝統的に, 権威ある判断に訴

えるということはできない。」 このヴェントゥーリ氏の著書のむすびの警告は最も創造の追求を志す者

にとって心にとめておかねばならないことであろうが,歴史に淘汰され,選択された美の規範や内在的

法則や伝統的形式まで拒否される必要があろうか。古典的なものによって現実が最も現実的働きを発揮

し,創造的なものを生みだすなら,その事実を無視するわけにはいかない,創造と個性への門戸は彼の

言う時代の新しさだけに左右されるのでなく,個々人の性格上の歴史的選択と美的趣味に関係するもの

だと信ずる。私がヴェントゥーリ氏の著書に異論を感じて,彼との意見の相違をどう説明してよいか判

断に苦しむが,確かにこれには時間をおいてもっと吟味しなければならないと思うが,今簡単に言える

ことは,私の東洋的美の意識からの見方があること,和辻哲郎氏の著書に和合した風土的性格観そして

万葉集的世界の純朴さ,健康さとおおらかさへの夢想と憧憬といったところの美の選択から,ヴ ェント

ゥーリ氏の見方と距離をおくことになったのかもしれない。それは別の表現を借 りれば,重苦しい,烈

しいベェートーヴェンの涙と苦悩から歓喜への躍動的旋律より,いつも痛みを秘めた,陽気なモーツァ

ル トの笑いと軽快な美の旋律の方に親しむようなものかもしれない。 また私の心の中には実際感覚的

に 《戦闘的な美》に不協和音を感じる嫌いがあるのだろう。

ヴィンケルマンの古代ギリシア美術模倣論はただ古代を模倣せよといっているものだろうか。それは

ルソーが「自然へかえれ !」 という現代的意味と同じ位,人間性の淘冶に対する深遠な真理を含んでい

るものだと思う。もう一度ヴィンケルマンの文章に於いて彼の理念を考察して,そこから思索した自己

自身の新しい言葉と個性的美の世界を発見してみよう。「あとがき」 に於いて訳の解説は控えることに

なったが,彼のこの「小論文」が 220年前の 1759年 ,フ ランスではロココ, ドイツではパロック芸

術の衰退期に書かれたことに注目すべきである。

(1979年 8月 9日 )
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ィンケルマンの犯した誤謬は指摘されてきた。彼自身そのことを意識してはいたが,彼が 51歳の時 ト

リエステで暴漢の不意の殺害にあって死んだので,その訂正は不可能になった。彼の泊ったホテルの部

屋の机には『古代美術史』の手直しの原稿の数編がのっていたといわれる。しかし当時は,ま だ美術書

の権威ある資料はなかったことに注目してよいと思う。 彼が 1759年に発表した Erinnerung uber

die Betrachtung der Werke der Kunst『 美術作品の観照についての回想』の中で言っているよう

に,「私はとにかくイタリアでの数年間, 若い旅行者が誤った美術案内書を手にして, 傑出した作品を

ばんや り眺めているような体験を毎日味わってきた。」「美術品の巨匠が自から考案したのはどれなのか,

あるいはすべてを模倣しただけなのか。彼は秀れた美術の意図とその美的なものを身につけていたのか,

丹念に製作したのか,遊び半分にやったのか。」「常に冷静に諸作品を考察すべきである。」「美を知って

いる者が美を見出し得る。」 と言った彼の観照上の謙虚な態度と冷静な観察眼そして美の真髄を鋭く洞

察する心的姿勢がこの論文には見られる。彼が取 り扱った美術品が模造品であれ,ま た文献的にも誤っ

たにしても,その中からギリシア美術の真髄と美の規範を掘りあてれば,素晴しいことではないか。そ

れがまたグーテが言うところのブィンケルマンのコロンプス的発見であり,天才に可能な世界だと思う。

私がかつて何度も足を運んだループル美術館で,何時間も立ち尽したあの女神たちの所で,古代ギリシ

ア彫像の世界が生々と美しい魂の自由の楽園として今も眼に浮んでくる。ヴィーナスの像を被う,上か

ら流れる,透き通った衣文の線の美しさや微妙な起伏と調和のとれた姿体の感触的柔かさそして横顔の

浮き彫 りの深い陰影やその静かな気高さに心打たれたものである。そこでヴィンケルマンの模造品から

予感した理想美と優雅さが想起され,個々の彫像が精神の崇高さについて私に話しかけてくれ,新しい

永遠の美の生命を授けてくれるように思えた。深い沈黙の感動で何度パルテノンの端正な静かなフリー

ズを眺めたことであろう。そしてまたヴィンケルマンの観照上の眼の鋭さと豊かな感受性を感じないわ

けにはいかなかった。

ヴェントゥーリ氏は更に言う。「精神的生命への過去への投影はその過去がギリシア芸術 (古典主義)

であろうと中世芸術 (ド イッロマン主義)であろうと,芸術的創造の可能性を破壊してしまっていたの

である。」ヴェントゥーリ氏はヴィンケルマンをついに, 保守主義者の創造美の有害者として追放して

しまう。長いこと探し求めてきた美と自由と創造の女神が私には偶像破壊のように倒される音痛を感じ

ないわけにはいかない。ヴェントゥーリ氏が常に時代の芸術を重視し,その創造の前衝者的な限と精神

を私も承認しているが,私の素朴な感覚的世界には如何にして現代,未来の創造美を把握予見し得よう

かと疑間が残る。彼は ドラクロワの天才性と創造性をボードレールを介して高く賞讃して「ロマン的性

格をもった偉大な画家は一人だけ ドラクロワが存在した。しかし彼は中世上のいかなる関係も有してい

なかった。」 ループルの絵画サロンの大画廊で最初に一際目につくのは ドラクロワの雄大な構図と強烈

な色彩のパノラマであろう。私の心は完全に彼の絵画的 ドラマに圧倒され,心を緊張させてしまう。し

かし私は如何に彼に驚嘆し,心を奪われるとも,サ ロンを後にすると彼を無類の創造的天才というわけ

にはいかない。少なくとも私が観照した限 り,彼の手法と形式にも過去の投影は深い,歴史上の題材と

主題をしてアルジェリアの暑い風土と色彩感覚と適合した彼の生得上の天性が感じられ,写実的タッチ
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線と輪郭,衣文や高貴な単純さと静かな偉大さの特徴を取 り上げていることは言うまでもない。彫刻を

通してギリシア人の内面的美や理想美を ドイツ人に,いやヨーロッパ人に文献的に,考古学的にもまだ

暗い時代に体系付けて紹介したことはゲーテやヘルダーなどが明確に証言している。

1755年に ドレスデンで彼は処女作『絵画と彫刻とのギ リシア美術品の模倣についての考察』を発表

した。いわゆるこの『模倣論』に於いてのギ リシア美術の特徴,「高貴なる単純と静かな偉大さ」(edle

Einね lt und“ ine G●3の の彼の理念が, 1755年以後ローマ滞在での彼の観照の限には別の表現と

してもっと簡潔な言葉で「優雅さ」(die CraZie)と いう美的響きのある表現に変わったのではなかろ

うか。彼がギリシアの理想美の一つとして「優雅さ」を個々の秀れた作品上に見て論証付けていく筋の

運び方は感覚的で明確である。その表現方法の精確さと想像豊かさ,その上感覚的繊細さが彼の文章の

魅力である。しかし私が優雅さについての訳でそれに値いするだけの美的文章と原作の意に到達し得な

いのは誠に残念である。

これに関して氷上英広氏の『ヴィンケルマンの文章』 (『形成』 1959年三修社版)の個所を引用する:

「あの『模倣論』 の文章そのものに, われわれ ドイツ文学史を学ぶものはもっと注意を払ってもいいの

ではなかろうか。いわば 《高貴な単純と静かな偉大さ》をヴィンケルマンは彼の文体そのものによって

具現しようとしたのではなかろうか。」「ヴィンケルマンはギ リシアの美に陶酔したが,かれの愛したも

のはなかんずく彫刻,すなわち輪郭と線であり,決して色彩や建築ではなかった。この傾向はかれの文

体そのものにあらわれている。」「ヴィンケルマンはその文体そのものによってすでにバロックの精神に

とどめを刺したのであり,こ こに古典主義への道をひらいたのであった。」「彫刻その他の美術品をこと

こまかに記述すること,いわゆる 《描写》(BeSChreibung)と いうものにヴィンケルマンは最も力をい

れた。・……中略……ヘルダーやシラーやグーテなどが美術の作品を語るとき,みなヴィンケルマンの調

子の影響がある。こうした美術作品の 《描写》というものは,やはり文学の特殊なジャンルと見ること

ができるかと思う。」「たとえ写真や映画の類がどんなに発達し普及しても,美の奥行が無限であるかぎ

りは,少 くとも 《創造的な解説》といったようなかたちで, こうした文字のジャンルは依然として残る

のではなかろうか。」 このように氷上氏がヴィンケルマンの明哲な文章と文体の役割を 明確に示すこと

によって,私はヴィンケルマン研究にまたあらたな一つの指標と慰めを受け取ることになり,氏に感謝

せざるを得ない。というのはヴィンケルマンが今ではすっかり美術史上,ま た ドイツ文学史上で短い古

典主義期の余白にとどまっているにすぎないからである。また美術史家ヴェントゥーリ氏はヴィンケル

マンの古典主義の芸術的評価にかなリページをさいているが,最後には ドイッロマン主義と同じく現代

の芸術的創造から断罪してしまうからである。 それでは彼の言葉で論を推し進める。「ヴィンケルマン

がギリシア芸術の, というよりはむしろあらゆる時代にまたがる芸術の完全さを,ギ リシアのオリジナ

ルでなくて,ギ リシアのローマ人の平凡なコピーであるいくつかの彫刻に,見いだしうると信じたこと

である。芸術的創造の最も顕著な徴なるものはこれらの像には欠けていた。それらは失われた芸術の抽

象的な図式だった。」 確かにヴィンケルマンのイタリアで観照した美術品はギリシアの模造品ではあっ

た。また彼は理想美をギリシア彫像にしか認めなかったようである。その点で後世の学識者たちからヴ
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編で,彼の詩才を読みとれる。 ミケランジェロの「 ダビデ」像 (フ ィレンツェ)は傑作である。 (小池辰雄編 ドイ

ツ語固有名詞辞典,研究社版)

")ベ
ルニイニは 1629年サン・ピユタ大聖堂の建築技師の要職につき,代々の法皇, 特にウルバヌス8世, アン

クサンダー7世の厚い保護のもとに教会堂官殿建築,彫刻,墓廟, 噴泉, 装飾などの方向で才能を発揮した。そ

の晩年はクレメンス9世のもとで幸福な生活を送った。 このように彼は常に教会の庇護のもとに教会のために奉

仕していたので,それだけ彼の作品は賞讃された。

Z)Puget,PierК (“22-1694)フ ランスの彫刻画家,建築家。

25)Girardon,Fran9ois(1628-1715)フ ランスの彫刻家。

26)Mariette,Pierre‐ Jean(1∞4-1715)フ ランスの美術著述家,銅版彫刻師。

なお注解には,次の辞典を利用した。

Johannes Jahn,W6rterbuch der Kunst(1966 by Alfred Krё ner Verlag,Stuttgart)

Heinz Mickisch,Taschenlexikon der Antike(1972 by Humboldt‐ taschen‐ buchverlag Jacobi KG,Munchen)

ギリシア・ローマ神話辞典 (高津春繁著,岩波書店 1974年)

あとがき (WinCkelmann und Venturi)

現代の著名な美術史家 リオネロ・ヴェントゥーリ (Lioneno Ventori伊 18“-1961年)の 『美術

批評史』辻茂訳 (1979年みすず書房 2版)によれば,「芸術についての判断の規準は素描でもなく,色

彩でもなく,古典でもなくロマン主義でもなく,写実主義でもなく理想主義でもない。真に芸術的な個

性は,いずれも,それ自身にあらゆる図式を包合しており,そしてはかならぬ個性を構成する独自な形

で,それら図式を創造するのである。」と彼の主張する,こ の芸術上の創造的個性の理念は,誰でも認め

得る普遍的な見方だと思う。彼はその観点からまたヴィンケルマン (JOhann JOaChim WinCkelmann

1717-1768年 )の古典主義に関しても, つまり 18世紀に於けるヴィンケルマンの現代的評価と限界

を述べている。「新古典主義は 1750年を少し過ぎたころローマにおいて, 2人の ドイツ人メングスと

ヴィンケルマンによって創立をみた。さまざまの時代,さ まざまの場所で,古典主義的傾向は姿をみせて

いたわけだが,正当な意味での新古典主義はこれだけである。古典的伝統は 18世紀を通じて決して失

われたことはなかったが, メングスとヴィンケルマンこそ,古代への復帰を実践したのである。この世

紀独自の,感覚的想像的衝動が,芸術を精神化しまた道徳化するという新しい要請を結びつけたのだっ

た。」従ってこの訳の『美術作品の優雅さについて』でも, 彼が言うようなヴィンケルマンの古代ギリ

シア帰依と讃美の精神的雰囲気と感覚的想像豊かさそして人間性を高貴にする倫理性を読みとることが

出来るでしょう。「ヴィンケルマンの理念は高貴なる単純と静かなる偉大さであるが, この性格を彼は

最も愛好する作品のうちに見出して, それはギリシアの傑作に当てはめるのである。」 ヴィンケルマン

の古典主義とその芸術理念について, 私も『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』研究紀要 独協中,高等学校 19η 年)で考察している。彼がギリシア美術品の中に美しい姿体,

-31-



7)『古代ギリシア美術模倣論』では「ギリシア芸術品の一般に卓越した特徴は,結局その姿勢と表情とに於ける,

高貴な単純さ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

ア人の像の表情は如何なる激情の時でも,偉大な落着と魂を示すのである。」この表現のリズムが,彼の文章の随

所に認められ,彼の古代ギリシア美術品観照の基音だといってよい。また彼のこうした表現方法と文体は彼の文学

的豊かさを示している。

助 Niobeは TantaluSの 娘で Latouaの 子アポローンとアルテミスのことで悪口を言ったためにラトナは子ども

たちを唆して,彼らによってニオペの 7人の息子と7人の娘が殺され,悲嘆のあまり石となった。

9)Jean Baptiste Pigane(1714-1785)フ ランスの彫刻家。 ロココや古典主義を受けて自然主義に至った。彼は

ローマで 1"6年-39年にアカデミー芸術院で学んだ。ルードヴィヒ 15世は 1748年フリドリヒ2世にピガル

氏の製作ヴィーナスとメルク像を贈 り, それはナンスィシーの正面階段の両側に据えつけられたが, 後にコピー

にかわった。

10)CaritaSは ベルニイニの作でローマ法エアンキサンダー7世の墓碑像に置かれる。 ラテン語で愛や保護の意味

である。

11)Nemesisは 人間の思い上った無礼な行為に対する神の憤 りと罰を擬人化した女神である。彼の論文 Descrip‐

tiOn deS Pierres graveeS du feu Baron de Stosch,(1760)Geschichte des Alterthums,(1764)で も取 り

扱っている。

1の  Flora:古 代イタリアの花と豊穣と春の女神, 前 88年にフロラの神殿で祭が行われ, 前 175年以来毎年4

月末から5月 始めに陽気な奔放な春祭となった。

13)Atalanta:ギ リシア神話上のアルカリの女狩人。

lo PietЮ  da Cortona(1596-166o:ィ タリアの画家,建築家,パ ロックの代表的画家,祭壇画も沢山描いたが,

特にフレスコ画家,室内装飾家として活躍した。

15)ヴ ィングルマンは『古代ギリシア模倣論』 に於いてすでにミケランジェロの彫刻家としての偉大さを価値づけ,

古代美術の理解者,それを駆使した者として取 り上げているのは一貫して変わ りない。

lo Guglielmo dena Porta(151← 1577):主要作聖ペニタ寺院のパウロ3世の墓碑。

17)Farnesischer Stier: テ_バ ィ王の妻ディルケーがアンティオペーを虐待したため, その子アムピーオーンと

ゼー トスはディルケーを牡牛に縛 りつけて殺した。 この光景の大理石作品であり, 紀元前 1世紀頃アポロニウス

が製作した。1547年にローマで発見され,ポルタが修復して,ナポリ国立博物館の所蔵である。

18)Ciovanni da Bologna(15241608)フ ランドル地方出身,イ タリアで建築家,彫刻家として働ぃた。Algadi,

Alessandre(1602-1654)イ タリアの彫刻建築家。

19 Fiammigo(Duquesnoy,Frans)(1594-1“ 3)オ ラングの彫刻家。

20)G.Lorenの Berniniのパロック芸術に対して,『美術模倣論』に於いても,ヴ ィンタルマンが徹底的に古典主

義理念に反する者として,批判してきたことは言うまでもない。

21)Daphne:テ ッサ リアのベーネイオス河神の娘,アポローンが彼女に恋して追い,遁れる彼女はまさに捕えられ

んとして父に助けを求め,父は彼女を月桂樹に変えた。

″)David:Rom,Vina k)rghe∝ にある。紀元前 1000年頃,ベ リシテ人との戦いで敵将巨人ゴリアテを投石で

倒した。サウル王の後を受けてイスラエルの王とな り, イスラエル王国の全盛時代を築いた。特に旧約聖書の詩
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Anmerkungen (ii)

Winckelmann: Von der Grazie in Werken der KunStの 翻訳には,次の 3冊のテキス トを使用した。

a)Johann Joachim Winckelman■ :Kleine Schriften(Hrsgo von Walther Rchm, Walther de Cruyter

Berlin 1903)

b) Winckelmanns Werke(Aufbau‐ Verlag Berlin u.Weincar 1969)

c) Winckelmann,Kleine Schriften zur Ceschichte der Kunst des Altertumis(Insel‐ Verlag Leipzig

1925)

特に訳注では a)のテキス トを参考にしているが, 大部分は割愛してしまった。 しかしそれは文献上の重要な資

料と詳細な注解を提供している。

1)ヴィンケルマンのこの小論文は最初に彼の 42歳の時 1759年『美学と自由美術図書』(BibHOthek der SC“ nen

Wissenschaften und der freien Kunste,Hrsg.von Christian FeHx Wei3e in Leipzig)の 中で公表された。

その研究雑誌で他の論文と同じようにそれは主要作品の下書きになったものである。ヴィングルマンが長いこと

く優雅さ)の問題に取 りくんでいたことを 1757年 10月 28日 付の Wilhelm VOn StOSCh氏あての手紙が示し

ている。その中で彼は未来の美術史に関した個所で次のことに触れている。「 しかし最も古代ギリシア人たちのも

とで崇められた く優雅さ〉(die Grazie)は ヴィーナスと同じく最高の誕生から, すべての美の調和,起源そして

母なるものから発して創造された。それ故に優雅さはヴィーナスの永遠の軌範と同様に不動不変なものである。」

彼は 1755年にドレスデンでいわゆる処女作「古代ギリシア美術模倣論」を発表して,ロ ーマに出発した。そこ

で彼は古代美術品に実際に触れることにな り,彼が処女作でのギリシア美術理念を確証していく操作の一作品と

して,こ の論文の主題 〈優雅さ)を見てとって良いと思う。

2)Xenophon(um 430 bis um 355 v.Chr.)について彼の初期の小論がある。『uber XenOphOn』 のフランス語

18∞ 版が年に出て,仏国立図書館にある。 ドイツでは 18“ 年 に C.JuSti氏 によって初めて公表された。

3)ヴ ィングルマンが HOmerの『 オデッセィ』8章 19章と Pindarの『オリンピア讃脚 10章を参照して言っ

たのであろう。

0 この書簡の著者については異論がある。

0 スイスの小説家 Beat Ludwig von Muralt(1664-1749)は 1694年から1年間イギリスに滞在して,後に

なって仏版でその書簡をジュネーヴから 1725年,パ リから 1726年に発行されたが,ヴィンケルマンが示唆し

た個所は不明である。

(b)一般に V01taire(1694-1778)と ぃわれ,彼は英国に 1726年から 17四 年まで滞在して,『英国人について

の哲学書簡』を起草した。

D ヴィンケルマンのフランス人に対する反感が見られる。1756年 7月 7日付書簡中に「フランス人はどうしょ

うもない。古代と全く対立している。」

o PariSはギリシア神話によると, トロイア王プリアモスとヘカベーの子で,ヘ レナを奪い去 り,ト ロイア戦争の

原因となった。Ni“usは シューメー王の子で, トロイア戦争に参加し,ギ リシア人中第一の美男子.
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これに好ましいと思われるものをつけ加えたからである。つまりこれをあらゆるところに書き示すのに

彼はやり過ぎた嫌いもあった。彼のフィレンツェのロレンス大公礼拝堂の墓碑像はその体位を横にして

権威を示さねばならない程際だった構えをしている。そして正にこの人為的構えを通し彼が取 り組んで

いる自然のものとその空間の安寧から推し進めた。彼の弟子たちはミケランジェロに従っていたが,勿

論彼の学識に及ばず,ま た彼等の作品には見るべき価値はなかった。知性を欠いた優雅さの弱点は, こ

こでは全く著しく不愉快にするものである。優雅さや古代を保持した, この流派の学校出身の秀才グリ

エルモ・デラ・ポルタ16)の 作品『ファルネーゼの牡牛』
")に

もいくらか欠点が認められる。ヨハナ・ポ

ロナ,ア ルガルディ18)そ してフィアミンゴ
")は

偉大な美術家たちであったが, 我々が話題にしている

古代人や美術分野では非難をまぬかれない。

最後にロレンツォ・ベルニイニ20)(1598-1680年)の事になるが, 彼は世間で偉大な天才と精神の

持主だとみなされてきたが,彼には優雅さが夢にだに現れてこなかった。彼は美術のあらゆる分野でそ

の天才を発揮しようと思って,画家,建築家そして彫刻家, とりわけ彫刻家として傑出しようと努めた。

18歳にして彼は『アポローン』と『ダフネー』
“
)を製作した。 それはその年齢にしては秀作であった。

そしてこの年齢は彼に彫刻が最高峰に達するだろうということを約束した。続いて彼は『ダビデ』")を
作った。それは以前の作品程に秀れてはいなかったが,一般の人たちは彼に拍手を送り,彼を時代の誇

りにした。彼は古代作品には及び得なかったし,ま たそれを弱めることも出来なかったので,新しい美

術様式をめざそうと決心した。その方法はこの時代の堕落した趣味によって容易に見出された。なお彼

は近代美術家たちのもとで常に第一の地位を保持しようと思った。それは確かに彼に成功したが,その

時から優雅さは完全に彼の足もとから遠のいた。というのはそれは彼の意図と一致出来なかったからで

ある。何故なら彼は古代と対立した目的を持っていたからである。彼は自作の彫像を俗的な自然の中に

求めた。そして彼の理想は彼が知らない地上の被造物から摂取された。というのはイタリアの最も美し

い部分に自然は彼の彫像とは別個に造形されてきたからである。彼は美術の神として崇拝され,模倣さ

れるようになった。そして彫像が保持されるのは知性でなくて,唯それが神聖だからである。それ故ベ

ルニイニ作の彫像は教会にとってラオコーン彫像よりも高く評価された。23)

諸君よ, ローマより他の国々の芸術のことを推測してみることは確かに可能です。今後はその事に関

して,私は報告するでしょう。 賞讃されているプヂエ24)やディラル ドン25)そ していわゆる美術の先生

たちは,たいしたことではありません。フランスの優秀な図案家力,出来るものをあの 1枚の銅版の中の

ミネルヴァが初めにマリエッテ20)の 彫石に示してくれています。 優雅さはアテネの最も聖なる場所の

階段にあります。我々美術家たちはそれを自分たちの仕事場に築くべきであり,絶えることのない思い

出の指輪をはめて,美の女神たちを慰めるためにこの優雅さに身を捧げようではありませんか。

私は特にこの彫刻上の短い考察に於いて,控え目に述べてきました。何故なら誰でもイタリア以外で

も,絵画彫刻について優雅さを表現し得ると思うからです。そして皆さんは私が話した以上にもっと自

から見出すことに満足して下さい。時間と事情が許すなら,私はただ一粒の穀物をあたためて種蒔いて

いくだけです。
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身振 りのともなった手の動きやその姿勢というものは,も う誰からも気づかれない古い彫像に見られ

る。同時に腕がいくらか互いに支えあっているか,手の動きが自然であるか腕の方向でわかる。欠けた,

壊れている手を補修する人たちはその固有な作品に関して,その手を何度も鏡の前で人物が作るポーズ

で操った。その人物は想像上の美しい手を,優しく整えた人々に出来るだけ長くしばしば完全な光の中

で見せてもらおうとしている。演壇上の初心者みたいに両手は,たいてい緊張した表現を取る。若し人

物像が衣装を装 うなら,それはクその巣みたいなものになる。古い彫石の上の肩掛けの布が,その胸元

から柔かに盛 り上った彫像, ネメシス■)と 呼ばれている像であるが, その三本の美しい指先を差し出

した所作は,近代の彫像中のはかには見あたらないだろう。

古い人物像の偶然性や装飾や衣装上の優雅さは,その像自体に関して帯の下の装の取 り具合は,優雅

さが薄い衣装へ自然に流れ落ちるように殆んど垂直になっている。美術の進歩によって多様性が求めら

れたが,衣装は常に軽快なおおいを呈した。そして装は織 り重ねられるだけでなくて,あ るいはここあ

そこに散らばるのでなくて,全体像の中に一つに融け合うのである。我々がなおもハ ドリアヌス時代の

ローマ古城博物館の美しいフロラ12)で見るように, 衣装や装は古代の最も秀れた観照である。 バッカ

スと踊っている人物像には衣装は舞い散るように作られた。フィレンツェのリカルディ宮殿のものに見

られるアルテミス彫像にも安寧というものが認められたし,題材の出来合いは誇張されてもいなかった。

神々と英雄は,風の戦ぎで旗がひるがえるような所に静止せず,静かな,聖なる場所に立っていた。つ

まり人物や題材が要求し得るアタランタ13)聖壇の彫石には, 特に軽快な舞うような衣装が求められる

のである。

優雅さはその像の着こなした装いの中に拡がっているわけである。というのはそれが昔から装いと姉

妹みたいに着せられていたからである。そして着こなしの優雅さは,我々が如何にそれを身につけてい

るかを見定める場合,我々の考えの中にひとりでに形作られる。それを宮廷の礼服においてでなく,ベ

ットの軽やかな上ふとんの中でゆったりと盛 り上る快い美のように眺めたいものである。

近代の美術作品には,ラ ファエルロ (148-1520年 )と 彼の弟子たち以後では, 優雅さが装いに関

係し得るものと考えなかったようである。何故なら軽快な衣装の代りに,いわば美を造 り出せないよう

な,重い衣装を選んだからである。というのは大きな中身の装は,衣服の下では古代人の求めた肉体の

姿形の意味から美術家を自由にしているからである。そして彫像はしばしばただ衣装を身につけるため

に作られているようである。ベルニイニ (1598-1680年 )やペター・フォン・コル トナ
“
)は大きな重

い衣装の中で彼らの後継者の模範となっていた。我々は軽い布地を着ていたが,我々の彫像や絵画はこ

の美点を享受してはいない。

歴史上の美術復興後,優雅さについて話すことになれば,それはずっと正反対の方向に向けられるだ

ろう。 彫刻の中では唯一の偉大な彫刻家 ミケランジェロ15)の 模倣は古代や優雅さの知識によって, 他

の美術家たちを圧倒した。彼の高貴な知性と博学は古代人の模倣にただ控え目に留っているわけにはい

かなかった。彼の想像は激しく魅力的感受性と愛らしい優雅さへ推し進んだ。彼の発表した作品や書き

残した詩歌は高貴な美の考察に溢れている。彼が詩を創作したことは彼の作品の優雅さと同じ位価値を

持っていた。というのは彼がその時代の卓越した物や困難な対象物に対しての芸術表現を求めたので,
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雄的なものや悲劇的なものの話題が美術の滑稽な分野の話しではないことだと感じている。

古代彫像に関してその配置や外見は知識人たちの注意を喚起して,その目の前に登場する人物のよう

なものである。優雅な動作は働きの欠くべからざる根源をその中に有して,盗れ出る,美しい血液から

静かな魂が生じるものであるが,彫石のパッカスのポーズだけはその性格によって激しさを示す。彫像

について言われている事は模倣の場合にもあてはまる。一方の脚が支えて他方の脚が自由になっている,

静かな姿勢の中にこの自由な脚のみがその全体像の垂直線から見る場合,唯いくらか後退している。そ

して牧羊人サテュロスに関して,いわばその美しさは人目につかず,内側に立っている脚の方向にも示

唆されなかった自然らしさを観察した。近代の美術家たちには静かな姿勢というものは意味がないよう

に,そして精神がないように受けとられている。優雅さはそれ故に自由な脚を前に押し出して理想的姿

勢を作るために,それは肉体の困難な部分を支えている脚から離れて,その上体を静かに生々と,あた

かも突然の稲光に目を見はる人物のように向きを変える。古代作品を見る機会に恵まれていないために,

この鑑識に暗い人たちは各人のガラクタ作品中にある喜劇的な騎士やある一人のフランス青年を思い浮

かべるかもしれない。5)支えている脚を無駄にしないように空間が,こ の脚の位置を許さないで誰かと

話すために一方の脚を常に椅子に据えつけようとするか,あ るいはしっかり立てるように土台石に立っ

た人物彫像のいくらか高くした空中に脚を浮かせるからである。古代人は幸いにも立像が柔和さの象徴

として一方の脚で他方の脚にかけたまま立つのは容易でないことを考えた。そのことをバッカスの大理

石像,そ してパリスやニレウス。)の彫石が示している。

古代人物像の微笑している身振 りには吹き出すような笑いがなくて,ただ内的充足の明朗さを示す。

パッカスの表情にはいわば快楽の曙のなが輝くのである。それは悲哀と不満の中に海の絵姿である。海

面は波で荒れ狂うとも, その海底は静かなものである。7)ニ オベは感覚的苦痛の中でもラトナが身をは

なれない位の女傑の面影を保っている。というのは彼女の魂は信じられない程の音悩の激しさから打ち

ひしがれ,意識もうろうのうちに耐えているからである。古代美術家たちは詩人のように驚嘆や音痛を

呼びさまさねばならぬ行為以外に,人間の品位を魂の平静さの中で表現しようとその人物たちを提示し

た。

古代との超遁に恵まれず,ま たは自然上の優雅さを観照出来ない近代人たちは自然が感じるようにそ

れを作るのなならず,感 じないものをも創作した。 パリ出身のビガル氏 (1714-1785年 )。)の製作で,

ポッダムにある『腰をおろすヴィーナス』の大理石の魅力は空気を吸い込むような,彼女の口から水が

盗れ出るような感じをあたえる。というのは彼女が熱望に燃えているように見えるからである。そこで

古代作品を模倣するような人 (ピ ガル氏)が, ローマで数年間歓待されていたことを信じていいだろ

う! ローマの聖ペテロ寺院の法王墓石の一つであるベルニイニのカリタス像10)は慈愛に満ちた母親

の目で子供たちを見守っているが,実際その顔はそれとは全 く異っている。その愛の豊かさは強烈でサ

チイル的な笑いに変わっている。それとともに美術家はありきたりの優雅さをただ彼女の頬のえくぼに

つけるだけであった。切 り刻まれた多くの有名な彫像に見られるように,彼は髪の裂目の上まで悲嘆さ

を表現する。
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<翻 訳>

美術作品の優雅さについて1)

ヴ ィン ケ ル マ ン著

前 田 信 輝 訳

優雅さは,人々の心に知的豊かさと愉快さを与える。それは広い意味に受けとられている。何故なら

その言葉はあらゆる行為に及んでいるからである。優雅さは,美以上の天の贈物である。というのは天

がただ美の告知と資格を授けるからである。そしてまた優雅さは,教養と思慮から育まれ,創造に参与

して,拘束や強制から自由である。しかし冷静さと勤勉さは次の事柄をともなう。

優雅さは個々の才能で示されるもので,すべての行為の自然さを快的に高めてくれる。優雅さは魂の

単純さと平静さの中に働き,激しい情熱から切 り離された感情のうちに宿っている。すべての人間行為

には優雅さが力強く働いている。クセノフォン (ア テネの歴史家前 430-前 345年ころ)2)は この優

雅さに恵まれていたが,一方ペロポネソス戦争史家ツキィディデス (前 460-前 400こ ろ)はこれを

求めようとはしなかった。この中にこそ古代ギリシア画家アペレス (前 4世紀頃)や近世のイタリアの

画家コレディオ (1489-1534年 )も価値づけられた。そしてミケランジェロ (1475-1564年)はそれ

をまだ獲得していなかった。しかしそれは古代作品の上に一般に注がれて,当時では平凡な物にまで行

き渡っていた。8)

優雅さの知識と価値判断は彫像や人物絵画上の模倣に於いて異っているようである。何故なら模倣で

は人生に於いて不愉快になると思われるものの多くが,下品とならないからである。この感覚の違いが

模倣したのと異なれば,それだけもっと感動させる模倣の固有性によっているか,あ るいはもっと美術

作品の根本的比較の欠如と多くの観照に対しての未熟な感覚的体験の不足によるかである。というのは

近代美術品に関して教育的所得や知性の啓蒙に於いて好まれるものは,古代美の真の知識によってしば

しば不愉快になるからであろう。それ故に真の優雅さの一般的感じ方は自然的だといえないものかもし

れない。 しかし優雅さが獲得されて良い趣味の部類に入るなら,それもまた同じく『英国人についての

書簡』の筆者4)に反して教えるものがある。というのは美の一般的明確な説明がなされなかったにもか

かわらず,美というものは教え諭すからである。

美術作品の教授に於いて優雅さは最も感覚的であって,古代作品の近代のものに対してその優位の確

実さは最も明白な証明を与える。我々はその優雅さで高い抽象的美を求めるまで学ばねばならない。

美術作品の優雅さは人物像だけに関係があって,その本質的なもの,配置そして外見のみならず,ま

た偶然性や装飾や衣文の中に存している。優雅さの性質は行為に対して取 り扱われた人物の固有な関係

である。というのは優雅さは嗜好が少なくなれば,それだけ完全な水のようなものだからである。すべ

て,異種なもの (趣味や作法に於いて)は美も優雅さも損うものである。誰でも美術の崇高なものや英
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るべくさけ,同時に写真として記載しないという補遺著者の意向が働いているものだと思う。自然保護

を目指す各人この点の見解は様々であろうが,野鳥保護の観点から見れば避けるべきであろう。増補改

訂版においては,生態写真のすべてがカラーにおきかえられた。全体の構成から判断すると大変にすっ

きりしたものとなったが,失われてしまった昔の環境も鳥類研究の歴史性を考慮して加えられたほうが

よかったと考える。

1950年代においては本書の様式の生態図鑑の発行冊数は年平均 1冊であったが, 1"0年代において

は年平均 10冊程度が発行されている。本書のように改訂を繰 り返しながら新しくなってきているもの

は,鳥類関係では皆無である。生態的な観察記事は研究者が増加すれば増加するほど新しい知見が加わ

るであろうし,生態写真の数も,器具,器材の進歩とともに質量ともに増していくであろう。

振 りかえると,1%0年以前は自然教育のテーマは多くが,自 然愛護,自 然研究にしばられており,資

源の保全が目的であった。本書の初版もそのようなところに狙いがあった。 しかし, 19∞ 年代になる

と開発による 自然破壊が急テンポで進行し,1967年～68年の東京新浜,仙台蒲生,大阪南港であいつ

いで海岸干潟を保護する運動が起こり, そこから自然観察,野鳥保護の運動がはじまった。 それに伴

い,多 くの人々が野鳥の観察を行ない,それまで細々と行なわれてきた鳥類研究も多くのアマチュアが

参加し,新しい生態的知見も集積してきた。この 19∞～η 年代の新知見が基礎となって補遺,写真ペ

ージが付け加えられたわけであるが,以前のような専門家だけの知見から,多 くのアマチュアの知見に

より,増補,補遺されていくという新しい時代の流れが本書にも如実に表われている。 さらに今後 10

年間の新知見,研究が加えられ, 日本鳥類の一大記録書になることを期待する。
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長T豊氏の三鳥学者が出て日本鳥学の水準を世界のレベルまで押し進められた。清棲博士が仕事を始めた

ころ三氏が別々の分野においてまさに活動を始め活躍した時期に合致する。内田清之助氏は農林省に入

り応用鳥学の面に活動し,鳥類保護運動の基礎を造られた。また,鷹司信輔氏は飼鳥に,黒田長稚氏は

純正鳥学に進んでいた。清棲博士は,農林省において内田清之助技士の下で働き多くの文献を残してい

る。やはりその時期の経験からであろう,自序に次のように記している。″今や鳥類の保護政策が何よ

りも必要な現在,その生態の研究は実に重要で,応用鳥学上からもぜひきわめねばならない問題である

と共に一般人も常識として必要であると思う。特に農林業者は日本の国上の荒廃を救う意味からも,森

林,その他の害虫駆除に重大な役割りをする鳥類の生態を知ることが肝要である。また狩猟者は猟鳥を

とるだけでなく, その生態をよくきわめて増殖と適当な保護とを 図るのが,狩猟者自身の責任でもあ

り,永遠の策である。″と述べている。

本書の第 1版が刊行されたのが, 1952年 (昭和 27年)である。戦後の混乱も去 り,その後, 日本

の鳥学は急速に発展したため,十三年後の昭和 40年に新知見,生態に関する新事実,分類学上の新研

究が加えられ,増補新訂版が改訂出版された。以後 16年, 日本に小笠原,沖縄諸島が復帰し日本産鳥

類の数が一挙に増加した。また,近年,専門的な研究者以上に,自 然保護運動の高まりもあって,野鳥

を観察記録するアマチュアが増加し,迷鳥などの新記録,繁殖などの新発見があいついでいるのは周知

の事実である。本書の生態写真の多くはアマチュアが撮影したものが使用されている。

昭和 49年には, 日本鳥類会編纂による「日本鳥類目録一改訂第 5版―」が出版され,分布として,

小笠原諸島,沖縄諸島,硫黄島,南千島が加えられたはか,分類方式が従来の Hattcht式から,近年

各国で採用され,本書においては以前より用いている WetmOre式に変更された。また,種名,属名,

科目,和名の変更もあり,亜種から種に変わったものも少なくなく,同時に亜種も整理統一された。昭

和 40年度出版の増補新訂版は分類方式が Wetmore式 となっているが,大部分の基準が「日本鳥類

目録 一第 4版一」によっているために,49年度の第 5版とは大巾に分類に関して差異を生じた。しか

し,分類に関しての著者の独自の見解を尊重し,増補改訂版においては,「 日本鳥類目録 一第 5版―」

との比較を記載することにより,本書の独自性を生かしている。現在とり入れられている分類方式にあ

てはめることは手数がかかるが,煩わしさは感じない。

昭和 40年から 50年までの間に発見された亜種を含む 34種の新種が補遺版に記載され,単色図も

同時に示されている。単色図は最近の野鳥生態図の第一人者薮内正幸氏によって描かれている。原色図

は, 日本における鳥類図の第一人者,故小林重三氏によって描かれている。内田博士の図説をはじめ多

くの図版が小林画伯の手になっている。

野生生物の写真は,その写真を撮影する者に十分な動物学的知識と生態知識がないとよいものは撮影

することができない。また,かなりの写真技術も必要とする。生態的によい写真というのは上記の二者

がうまく融合して作られるのであろう。生態写真には撮影者の意図が反映する。同様に図鑑にも著者の

意図が反映している。本書の初版,第二版においては多くの営巣,繁殖写真が掲載されていたが,増補

改訂版においては,ほ とんど省かれている。最近の野鳥保護という観点から,繁殖期の営巣の撮影をな
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<紹介と書評>

清 棲 幸 保 著  清 棲 保 之 補遺

日 本 鳥 類 大 図 鑑 ― 増補改訂版―

加 倉 井 憲 一

本書の著者である故清棲幸保博士は 19Z:年 (大正 13年)東京大学理学部動物学科を卒業され,以

後, 徳川生物研究所, 農林省鳥獣調査室, 京都大学動物学教室副手, 文部省資源科学研究所を経て,

1954年 (昭和 29年)から 1964年 (昭和 39年)ま で宇都宮大学教授を歴任し, その後,独協中,

高等学校の生物教諭を経て 1974年に退職された。また,補遺著者である保之氏は,清棲博士の御子息

で現在本校の生物科の教諭である。

本書は 1952年 (昭和 27年)に初版が刊行され,増補新訂版を経て今回で2度 目の改訂である。初

版の刊行された昭和 27年は著者が文部省に勤務している時代であり,その出版のいきさつは序文をよ

せられている京都大学名誉教授川村多実二氏によりくわしく述べられている。「清棲君は, 自身の体験

を基礎として前人の所説を吟味した資料を集め日本産鳥類の原色図説の出版を思い立ち,昭和 13年稿

を起こし,努力数年,一応終稿,戦時下の百難を排しつつ出版にとりかか り,ほぼ校了状態に達せられ

たとき,不幸にも昭和 20年 5月 の戦災にあい,原色版,写真版合わせて 100余ページの刷 り上 り図

版と 1000ペ ージを越えた記載の組版とが一夜にして鳥有に帰したのである。

しかし幸いにも鳥に関する蔵書,標本,原色図は塩原の山荘に移されてあって難を免れたので,戦後

居を同所に定め,種々の不便を忍びつつ捲土重来の意気をもって再び日本産鳥類図説の稿を起こされる

ことになり,同学者こぞってその完了の一日もすみやかならんことを祈ったのであった。その間その一

部をなす,『 日本鳥類検索』が戦災をのがれたので,こ れを三省堂より上梓されたが, 之は形態学的特

徴に基づいて日本産鳥類各種属の異同を査定する方法を明示したもので,世界でも珍しい明確,適切な

良書で, われわれはこれによって清棲君の分類学的知見のいかに精密であるかをうかがいえたのであ

る。」以上で述べられているように,本書が誕生するまでには様々な苦労があったことが察知される。

鳥学の発祥は他の学問と同様にまず分類学から始まってきていてそれが戦前までの鳥学の大勢であっ

た。しかし,戦後,各個生態的な研究,調査から群集としての鳥の生活を捕え,さ らに他の生物界との

有機的な関係のうえに立って鳥類の生活を解析していく,いわゆる真の意味での生態学的内容を持った

研究に方向づけられてきている。鳥学の研究の歴史的な流れの中で,本書はまさに分類と生態的研究の

結びつきを決定づけた書であるといえる。

日本の鳥学の基礎は東京帝大飯島魁博士によって築かれその門下の内田清之助氏,鷹司信輔氏,黒田
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entgegenkOIxllnenden lErscheinung doch ilnrner nur zurickzu、 veichen scheint.

(ibid., S. 13)

ヤスパースは,『現代の精神的状況』 において,現実社会に対する彼の強い関心を直線的に示したの

である。換言すれば,それは現実を直視しながら,その状況を踏まえて「哲学すること」にはかならな

い。とくに,現代人の存在や,その精神的状況の不安定性について分析し,診断したのである。そして,

実存的に哲学することによって,本来の自己を取 り戻す過程を探求したのである。すなわち哲学とは,

人間が自己の根源を獲得する以外の何ものでもない。この意味において,哲学は無制約的なものであっ

て,何の目的にも奉仕すべきものではない。また,哲学は「存在の探求」(daS SuChen deS Sein)と

いうテーゼに沿って組織されなければならない。

実存哲学が,人間の自己存在 (実存)に対する確認の強い要求も, この探求過程の根源的動力として,

はじめて,その真の意味をもつことを訴えかけたのであった。

キルケゴール生誕 150周年記念国際討議,「生けるキルケゴール」において, ヤスパースは次のよう

に述べている。

一
 「キルケゴールという人が実際にはどのような人物であったのか, どのようなことを言おうとし

たのか,私の考えでは,だれも知らない。彼の生涯のうち,確かめられるかぎりのことは,こ とにデン

マークの研究者たちによって詳細に調べあげられている。キルケゴールの著作を読むことは魅力がある。

しかし, きわめてさまざまな読み方ができる。彼自身はじぶんについてじつにはっきりしたデータと注

釈を与えている。それにもかかわらず,彼が言ったりしたりしたことのすべてを通じて彼が何者であっ

たかを知るということは,今なお未解決のまま,われわれに残された問題である」。

ところで,キルケゴールは『反復』(1843年)のなかに,「私は新たに生まれながら再び私自身なの

である」(Die Wiederholung,S.200)と 書いているが,ヤスパースの,こ の講演は,ま さに彼自身に

おける可能的帰結といえるのではないか。彼自身の表現をかりれば,

-Die 
erweckende Prognose des Mdglichen kann nur die Aufgabe haben, den Menschen

an sich selbst zu erinnern. (Die geistige Situation der Zeit., S. 211)

ヤスパースに対する,こ れらの系譜関係をたどることは,その思想的動機を明らかにするための必須

条件と思われるが,小論では割愛せざるをえなかった。(54。 10・ 10)

参考文献

ボルノー『実存哲学概説』,理想社,(塚越 。金子共訳)

『実存主義講座』,理想社

草薙正夫著『実存哲学の根本問題』,創文社,

実存主義 (実存主義協会)No,28,以 文社,

金子武蔵『実存理性の哲学』,弘文堂,
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れば,哲学 とは次のような課題をもつのであった。

. . .. die Wirklichkeit im Ursprung zu erblicken und sie durch die Weise, wie ich

denkend mit mir selbst umgehe, -im inneren Handeln-zu ergreifen. (Ezistenzphilo-

sophie, S. I)

つまり,「Sie duКh die WeiSe,Wie iCh denkend mie selbtt umgehq営まれる内的行為が,

哲学的思惟である。要するに,「哲学的な実存」 のことであり, 哲学が現実を把握 しようとするもので

あるというとき,こ の現実とは「私が私自身であること」 (daS iCh iCh SelbSt bi⇒ によって, 自己

に対して啓示される。

Existenz ist eines der Worte fiir Wirklichkeit, mit dem Akzent durch Kierkegaard:

alles wesentlich Wirkliche ist ftir mich nur dadurch, daB ich ich seldst bin. (ibid., S.I)

いうまでもなく,ヤスパースの哲学は, 自己が自己になるという極めて主体的な哲学である。そのた

めに,彼は「哲学的決断」とか,「哲学的思惟の決意」とか,「哲学的根本決断」を強調するのである。

「哲学的思惟」 とは,いかなる時代にも, われわれにとって根源的なものである。それは,われわれ各

自がはたして対象的に与えられる存在の,単なる現象を突き破 り, どこまで「存在そのもの」に追るこ

とができるかという,いわば「哲学的決意」の問題なのである。

Das Sein bleibt ftir uns ungeschlossen: es zieht uns nach allen Seiten ins Unbegrenzte.

Bs laBt immer wieder Neues als jeweils bestimmtes Sein uns entgegenkommen. (ibid.,

s. 13)

存在とは,つねにわれわれの知識のある限定された局面で与えられるものである。 しかし, このよ

うな限定された局面で与えられた存在は,存在の現象ではあっても,存在そのものではない。われわれ

は,いかなる局面にあっても,決して対象化されることのない存在である。また,人間存在はその時々

の局面から,いつもその背後に退いていくものである。しかし,人間はそれらの全ての局面を,存在の

うちに成 り立せる包括者としての存在そのものにまで迫らなければならない。そのためには,人間は対

象的に与えられた,いかなる立場にも安住することなく, どこまでもそれを乗 り越えて進む「哲学的決

意」を必須とするのである。このような「哲学的決意」を通じて,は じめてわれわれの「存在意識」が

変容され,存在そのものに新しい意味を加えることができる。それを,次の引用文に見ることができよ

う。

-So 
ist der Gang unseres fortschreitenden Erkennens. Indem wir auf diesen Gang

reflektieren, fragen wir nach dem Sein selbst, das uns mit dem Offenbarwerden aller

18-



のを認識するにすぎない。すなわち,悟性的な対象的知識を与えるだけであって,人間が「何処より来

て,何処に去る」(WOher und WOhin)と いうような,人間学的内容の深刻な実存的問題に呼応するも

のではない。その点について,ヤスパースは次のように述べている。

Soziologie, Psychologie und Anthropologie lehren den Menschen als ein Objekt zu

sehen, iiber das Erfahrungen zu machen sind, mit deren Hilfe es durch Veranstaltungen

modifizierbar ist; so erkennt man wohl etwas]am Menschen, nicht den Menschen selbst; . . .

(ibid,. s. 160)

「実存哲学」(Existenzphilo"phie)が ,ふたたび提唱されなければならない必然的要因があったとい

えよう。というのは,実存哲学は社会学,心理学,人間学のように,人間を「客体」 (Obiekつ として

捉えることを教えるのではなく,人間がいかなる認識においても,い まだ自己を認識しおえたと考えな

いのである。また,対象的意識が自己自身の営む哲学的過程のうちへと融滅することによって,人間が

今こそ自己自身をふたたび貫徹しようとするときに,始めて成立するからである。

Dadurch, daB der Mensch sich in allem Erkennen noch nicet erkannt findet und dann

das gegenstiindliche Erkennen einschmilzt in seinen philosophierenden ProzeB, bricht er

noch einmal hindurch, jetzt durch sich selbst. (ibid., S. 149)

それは,社会学,心理学,人間学などの学問的方法のように,存在と意識が同一となることによって

緊張を止揚することに,そ の意義を見出そうとするものではない。むしろ,自 己存在の決意性において,

自己に啓示される現存在のなかで,最終的に,究極的に上揚されえない「限界状況」 (Grenzsituation)

としての緊張のうちに,その道をたどるのである。このように実存哲学は,「訴えつつ問うこと」 にそ

の意義を求めるのである。それはまさに,「超越者」 への道を辿るものである。 しかも,訴えつつ問う

ことのうちに,現代では人間がふたたび自己自身へ帰郷しようと試みるのである。すなわち,実存哲学

とはそれによって,人間が自己自身となりうる思惟なのである。

Grade diesen Weg aber geht die zweite Mdglichkeit. Sie findet sich in den Span-
nungen alslim Dasein endgtiltig unaufhebbaren Grenzsituationen, die ihr offenbar werden

mit der Entschiedenheit des Selbstseins. (ibid., S. 148)

(2コ)

「哲学とは何であるか」(WaS iSt das― die Philo∞ phie?)一一このテーゼは, ヤスパースが終始一

貫して訴えかけた「いかに哲学すべきか」 という,根本的態度についての教説にはかならない。彼によ
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は,同時にこれら二つの契機から制約されている。そして,こ の二つの契機は,相互の意味を明瞭に呼

び覚ます関係に立っているのである。

一
D)er Sinn des lndiewelttretens wird der Gehalt des]Philosophierens。  (ibid., S. 183)

生とは,われわれが真の自己存在を獲得せんとする闘争であり,われわれが永遠の生命を索めて哲学

し,本来的自己実現のために,行為によって可能的自己を限定していく過程にはかならない。その意味

において,ヤ スパースは時代意識との対決を思想動機として,哲学することを始めたのである。言い換

えれば,「状況からの哲学」であった。

結i局, 状況とは「....,so drangt es in allem Widerstand gegen seine zeit dOch zu der

Entschiedenheit,nur in dieser zeit leben zu w01len.」 (ibid.,s。 201)すなわち人間が, 自己の

主体性を回復するために,現代の危機意識に対処しようとする「哲学することの発端」にはかならない。

そして,こ の決意することが,時代意識との対決のなかで,各自が主体的に思惟することであり,失
われた「本来の自己存在」(eigentliches Selbstsein)を 回復することであった。

ヤスパースは時代の現実を,....als Masssenver"rgung in ratiOnlen PrOduktiOn auf Grund

technischer Erindungen。 (ibid.,s.29)

と判断したのであるが,こ こでは,人間は各自が自分自身の「本来的な自己存在」を喪失し,群集的な

全体の装置における代替可能な機能にまで分解してしまったのである。しかし,世界大戦の震撼的体験

を自己の主体において直線的に受けとめた人々は,む しろ, このように分解しつくされない本来的自己

存在を, 自己の内面において「覚存的」(eXiStenZien)に 目覚めたのである。人間の自己分裂,すなわ

ち一機能として全体のうちへと自己を喪失する「自存」(Eigendasein)と , 自己の内面的な自由におい

て, 自己自身が決断する「本来の自己存在」 (eigentliches Selbstsein)と の二律背反のなかに, 現代

の精神的状況を設定し,究極的な限界にまでそれを追究することによって,時代の危機意識が「人間存

在そのものの危機」(Krisis der Menschensein selbst)に もとづくものと診断したのである。たとえ

ば,全体における意志として,国家によるものであれ,芸術,科学,哲学によるものであれ,こ の危機

意識はわれわれが単なる現存在秩序のなかで喪失したものであり,自 由なる自己創造の高貴さをおびた

人間存在を,ふたたび獲得し,克服することはできないものである。なぜなら,国家は永遠に未完の運

動を続ける一つの中間存在にすぎない。また,精神の世界は,現代においてはその本質を見失い,時代

の流れのなかで,それぞれの危機に直面しているからにはかならない。

Auf beiden Wegen kann er sich des Ursprungs und Ziels, des Menschseins in dem

Adel freier Selbstsch0pfung, den er in bloBer Daseinsordnung verliert, wieder gewiB

werden. (ibid., S. 79)

このような状況診断のなかにおいて,依然として問題は,「人間存在への問い」 である。しかし,人

間存在の認識」において成立する社会学,心理学,人間学はすべて実質的には,人間についてのあるも
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der vielen Unerftillten, sei es im irrenden Suchen, das endlichen Halt verschmiiht und

harmonisierenden Lockungen widersteht. Es gibt keinen Gott, ist der anschwellende

Ruf der Massen; damit wird auch der Mensch wertlos, in beliebiger Anzahl hingemordet,

weil er nichts ist. (ibid., S. 145)

-Es 
ist wohl ein BewuBtsein verbreitet: alles versagt; es gibt nichts, das nicht fra-

gwiirdig wdre; nichts Eigentliches bewiihrt sich; es ist ein endloser 'Wirbel, der in
gegenseitigem Betrtgen und Sichselbstbetrtigen durch Ideologien seinen Bestand hat. Das

BewuBtsein des Zeitalters l6st sich von jedem Sein und beschiiftigt sich mt sich selbst.

Wer so denkt, ftihlt sich zugleich selbst als nichts. Sein BewuBtsein des Endes ist zugleich

NichtigkeitsbewuBtsein seines eigenen Wesens. Das losgel<iste ZeitbewuBtsein hat sich

tiberschlagen. (ibid., S. 15)

こうした時代意識は,技術や政治形態などに顕著に現われているように,反歴史的傾向による, ヨー

ロッパの精神的伝統を崩壊することをもって現出したのである。それは,単にヨーロッパだけに止まら

ず,世界的な精神現象となったといえる。現代人に共通な時代意識は,歴史的記憶の崩壊とか,未知な

る未来に対する不安とか,社会全般に流布した根本知の欠如とか, というように,それらの特徴は否定

的表現に現れているのである。そして,共通に信仰される神,共通な人間像 (英雄像)な どの喪失によ

って,人間は空虚な,単なる個人となってしまったのである。したがって,精神的なものの欠如によっ

て,空虚な個人によって組織された大衆は,単なる「無名の力」なのである。

現代は, このような膨大な大衆に支配された時代である。したがって,ヤスパースによれば「機構の

中に組織された大衆」 (der im Appant igegliedenten Mas∞ )支配こそが, 現代の危機にはかなら

ない。

-Auf 
die Frage, was denn heut noch sei, ist zu antworten: das BewuBtsein von

Gefahr und Verlust als das BewuBtsein der radikalen Krise. (ibid., S. Zg)

危機意識の思想動機となるものは,「否定」(Nichts)の 意識である。この否定の概念は, 酷烈な戦争

体験にともなう虚無的絶望によってもたらされ,それは,世界戦争の傷痕が最も深刻な, ドイツ,フ ラ

ンスを中心として波及していった。いわば,現代人に与えられた精神的な否定であった。

ところで, ヤスパースは, この時代意識としての「否定」 の概念を踏み越えて,「哲学的状況」(ph‐

i10SOphiSChe SituatiOn)において,真に現代的人間存在にとって生きる道標を示した。|「哲学的状況」

とは,いわば歴史的,社会的状況と思想的系譜関係との総合概念である。哲学すること (philosophieren)
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世界的社会不安の時代の相貌として顕著になったことはいなめない。戦後の経済的困窮と,こ うした惨

禍を惹起したという責罪感は, ヨーロッパ世界を底なしの絶望に陥し入れた。さらに,西欧文化を頂点

とする人類の精神文化全体に対する不信感は,世界的にも支配的になるに至った。

戦争を自主的に防止できなかったことは,現代人一般に,深刻な自己統御の自信を失わせ,戦後,促

進されてきた社会機構の必然的運動の支配下に,ただ身を任せて漂い流される以外にないという消極的

態度が助長されないではいなかったのである。このことは何よりもまず,大戦直後のヨーロッパ思想界

の混乱と自棄的な調子に明らかであろう。

ヤスパースの,いわゆる「現代の精神的状況」が, とくに大戦後のそれから生まれた実存哲学である

ことは確かである。彼は,われわれの時代相のなかに,人間の不可測な破局への可能性,ま たはデカダ

ンスやニヒリズムヘの沈冷,権力に対する迎合があると指摘した。そして,次に引用するように,こ の

ような精神的状況に人間の拠点を見たのである。

-Eigenschaften 
der Masse kann es fiir die unbestimmte Wesenlosigkeit bloBer Quantitiit

nicht geben. (ibid., S. 33)

-Sie 
will Daseinsbefriedigungen in Nahrung, Erotik, Selbstgeltung; ihr macht das

Leben keine Freude, wenn davon nur eines verktimmert. (ibid., S, 36)

-In 
der Rationalisierung und Universalisierung der Daseinsordnung ist gleichzeitig

mit ihrem phantastischen Erfolg das BewuBtsein des Ruins gewachsen bis zur Angst

vor dem Ende dessen, worum zu leben es sich lohnt. (ibid., S. 56)

いわば,近代からの高度な機械文明によって,現代の人間存在は根本的に規定されたのである。近代

合理主義と,それにもとづく近代の科学と技術が,現代的状況を克明にしたといえよう。一 人間は機

械の一つの機能となり,部品のように自由自在に,交換可能性をもつものとなったのである。人間の特

殊性は,自 己を発現すべき場所を見失い,一般に人間の規格化,水平化が,すなわち,個人の非人格化

や実存喪失と呼応する形態で現出された。このような時代状況のなかで,人間はある時代意識を付帯さ

れるに至った。

では, ヤスパースのいう時代意識とは何か。一
 「不安」「喪失」「危機」「終末」 などの意識,すな

わちニヒリズムの意識である。

ニヒリズムの意識が, とくに戦後の世界を襲った不安の思想によって,克明な時代意識となったこと

は歴史的必然といえよう。が,さ らに,次の引用文に明らかなように,こ のような時代意識が「宗教の

喪失」によって助長されたことはいなめない。

-Der 
ungeborgene Mensch gibt dem Zeitalter die Physiognomie, sei es in der Aufle-

hnung des Trotzes, sei es in der Verzweilflung des Nihilismus, sei es in der Hilflosigkeit
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iiber das Erfahrungen zu machen sind, mit deren Hilfe es durch Veranstaltungen

modifizierbar ist; so erkennt man wohl etwas am Menschen, nicht den Menschen selbst;

der Mensch aber als Mtiglichkeit seiner Spontaneitiit wendet sich gegen sein bloBes

Resultatsein. (ibid., S. 160)

このように,特殊な技術手段の発達によって,装置の番人 として組織された群集的人間=現代人には,

もはや真の個人的自由というものはない。創造的行為の主体としての独立的人格の威厳を失った,単な

る「現存」(Dasein)であり, 自由の可能性 とともに実存 (Existenz)さ え喪失する危機にさらされてい

る。

つまり,現代における人間の存在状況は,「機構の中に組織された大衆」(der im Apparat geglieder‐

ten Masse)で あり,「無名の他者」 (die namenlosen Anderen)に すぎない, とヤスパースは指摘す

るのである。

「無名の他者」 とは, すなわち「大衆」にはかならない。が, それは膨大な人口をもつ,われわれ自

身の現存在の形相なのである。しかし,こ の現存在は無組織の,単なる集合体ではない。技術の発展に

もとづく,合理的な生産 と労働の組織,法律,官僚制度などの巨大な現代社会秩序の機構のなかに織込

まれ,そ こで培養された,すなわち「大衆」なのである。

Dir Eigensdhaft der Masse als Publikum ist, das Phantom einer groBen Zahl zu sein,

welche meint, ohne in irgendeinem Menschen da zu sein: die namenlosen Anderen, auf

keine W'eise sich begegnenden Vielen, welche durch ihre Meinung entscheiden. Diese

Meinung heiBt " die dffentliche Meinung ". (ibid., S. 34)

したがって,大衆は実存なき現存在であり,信仰なき迷信なのである。科学技術の進歩が,人間の精

神的,道徳的進歩を促進するのではなく,逆に現代の時代相は, 人間そのものの存在の須落 (Verね 11)

が生じている。

ところで, ヤスパースによれば,現代の須落は「水平化」(Nivenierung)と 捉え, 集団秩序の現存

在が水平化された大衆の要求をみたす全てであった。そして,人間は現代の機械化生産の要員として,

水平化されたのである。高度に機械組織化された現代社会のなかでは,人間の自由は全く有名無実にす

ぎない。人間は,その目的や意味たるべきものではなく,単なる一手段として取 り扱われているにすぎ

ない。生存への種々の苦悩を背負わされている,われわれの個別的実存が,ほ とんど圧殺されるに至っ

たのである。

こうした現代的状況のなかで,自 己存在の尊厳を喪失した「大衆」的人間は,必然的に絶望的状況の

淵に立たざるをえない。そして,ただ空しい生活手段に屈従する憂愁を,須廃的享楽に耽溺することに

よって忘れようとする以外に,全 くなす術を知らない。

このような精神的状況の現出は,こ こ1世紀以来の歴史的発展の結果であるが, ことに世界大戦後の,
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すぎない。それゆえ,

. . . . , wztrs die eine Zeitlar;:g fast vergessene Aufgabe der Philosophie ist: die Wirklich-
keit im Ursprung zu erblicken und sie durch die Weise, wie ich denkend mit mir selbst

umgehe, , . . , z1J ergreifen. (Existenzphilosophie. S. I)

という,哲学本来の課題の復元
一

 「実存開明」(Existenzerhenung)が ,ヤ スパースの哲学的な意図

にはかならない。

この点について,『現代の精神的状況』(Die geistige SituatiOn der Zeit,1%1)の なかから,その

1節を引用してみよう。

-Existenzphilosophie 
ist das alle Sachkunde nutzende, aber iiberschreitende Denken,

durch das der Mensch er selbst werden m6chte. Dieses lDenken erkennt nicht Gegenstiinde,

sondern erhellt und erwirkt in einem das Sein dessen, der so denkt. In die Schwebe

gebracht durch Uberschreiten aller das Sein fixierenden TVelterkenntnis (als philosophische

Weltorientierung), appelliert es an seine Freiheit (als Existenzerhellung) uud schafft schafft

den Raum seines unbedingten Tuns im BeschwOren der Transzendenz (als Metaphysik).

(Die geistige Situation der Zeit. S. 161)

実存哲学が, 個別的科学を「越えて進む」(abeSchreite⇒ 思惟であることを「訴えかけ」(Appen)

ているのである。ヤスパースは,こ のように対象的認識に固定的に把握される限りの実存の像をできる

だけ破壊しながら,絶対に一般化,対象化されえない実存の,各自に個別的な現実そのものを想起させ

るところの「訴えかけ」に全力を注ぐのである。

(三1)

では,ヤスパースが把握した「現代の精神的状況」 とは, どのような時代相であったか。

いうまでも一人の精神病理学者でもある彼の洞察は,現代人に一般的な精神現象の諸兆候を観察する

ことによって,いわば,現代の一つの根本的な精神疾患を診断したのである。すなわち,高度資本主義

の段階に達した現代の社会機構は,多様な機械化された装置から成 り立っており,そのなかに単なる集

団の一員として生きる人間は,交換可能な,全 く平均化された存在にすぎない。

ヤスパースによれば,現代において有力な人間学的思想として,人類学,社会学,心理学の領域から,

それぞれ人種学説,マルクス主義,フ ロイド主義が支配的な勢力を獲得するにいたったが, これらの,

いわゆる科学的な人間把握の対象にされるものこそ, こうした平均的人間にはかならない。

Soziologie, Psychologie und Anthropologie lehren den Menschen als ein Objekt zu sehen,
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カール・ヤスパースにおける

『現代の精神的状況』について

河 端 行 雄

(―
― ^)

1963年 ,キルケゴール生誕 1"周年記念の国際討議「生けるキルケゴール」(Kierkegaard Vivant)

をユネスコが主催した。キルケゴールの思想が,現代哲学に及ぼした影響の総決算を行なうことを目的

としたこの討議において, カール・ヤスパースは 書下し原稿による講演を, 次のように 結んでいる。

一
 「今 日,キルケゴールに心をひらくことを 拒む者,あ るいは, 彼と絶縁したかのように,いつの日

か,彼をさっぱ り忘れ去る者があるとすれば,その人は貧しい,不誠実な者になり,行手を知るための

アンテナをも失 うことになろう。

キルケゴールが何者であるか,われわれは知 らない。しかし,現代の平和は,も っともきびしい要求

を予感させることによって,われわれに極度の警戒心をよびさますのである」。

いわゆる,「実存哲学」 (Existenzphilo∞ phie)と いう名称が最初にあらわれるのは,ナ チスが政権

を握る直前に書かれた,ヤ スパースの『現代の精神的状況』(Die geittige Situation der Zeit)の なか

で,1931年のことである。 しかし,ヤスパース自身が認めるように, 彼の実存的な思索は全 く独自に

展開されたのではなく, 2人の先樅
一

キルケゴールとニーチェの哲学的思索の跡をとどめている。た

とえば ,

-Solchen 
Zeiten verglichen ist der Mensch von seiner Wurzel geldst, wenn er sich nur

in einer geschichtlich bestimmten Situation des Menschseins weiB. Es ist, als ob er das

Sein nicht mehr halten kcinnte. (Die geistige Situation der Zeit. S.5)

と,人間の真の価値を計る最もすぐれた尺度を,人間の社会的機能に置こうとする現代の精神的状況に

対する指摘などは,キルケゴールによってなされた辛辣な社会批判を想起させる。

現代人は,自 然を支配し,人間関係さえも統制できるようになったにもかかわらず,現実には精神的

な目的も信仰も見失って,われわれは実存の空虚に激しくおそわれている。聖書の言葉,た とえば,「信

仰とは望んでいる事がらを確信し,ま だ見ていない事実を確信することである」(ヘ ブル書 11章 1節)

などをまつまでもなく,われわれは全世界をもうけながら,なお永遠の魂を失っている状態にある。そ

して,魂の喪失の証明は,個人の無視となってあらわれている。人間の尊厳について,さ まざまに雄弁

に語られているにもかかわらず,人間は量的尺度に隷属する1単位として,不当に取 り扱われているに
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り,遅刻常習者,理由なき欠席,早退者であったりする。

こうした生徒との触れ合いの中で感じることは,健康は日標生活の反映であり,生徒と保健室の対応

が教育や社会の問題と深く関わっている事を痛感せずにいられない。

多少甘やかし気味かと反省しつつも,保健室頻回来室者にとっては,息づまる様な学校生活の中で,

保健室が唯一の憩いの場であり,不平,不満を吐きだせる所であるのかもしれないと思ってしまう。

ともすれば,多忙に名をか りて心の余裕が持てず,的確な判断をつかめないまま充分受容することが

不可能となり,結果として生徒に不満を与えている事もあるのではないかと思っている。

来室者は当然休み時間に集中するため,観察,訴えをしっか り受容する余裕がなく,安易に与薬して

教室に戻しがちであり, 2人以上に併行的に対応するも止むを得ない現状であり,自分の限界を考えさ

せられる。

反面,生徒の方にも授業や学校からの逃避の場に用いたり,全 くの無気力的傾向がしばしば見受けら

れ,家庭生活での甘やかし,放任主義が学校生活の不適応となって,あ らわれていることも多いように

思う。

最近特に感じられる事は自己中心的な物の考え方をする者が多く,他人の干渉を嫌い,す ぐ反抗的な

態度に出た り,閉 じ込もったりする。家庭に於ても色々の事情はあることと思うが,中高生はまだまだ

両親の暖い眼と手が必要なのだとつくづく思う日々である。

1日 のうち,た とえ僅かな時間でも生徒に接し話し合いの場を持ちお互いの信頼感を保って行けば,

自殺,家出,不良行為等は未然に防げるのではないかと思う。

本校でも淋しが りやの生徒が随分いるのである。一生懸命自分の事,家族の事,友人の事などを話し

ていく。只聞いているだけで自分の相手になってもらえたと言う満足感を表し授業に出たり,家に帰っ

て行 く。つまり落伍者的生徒にとっては,塾より,学校や家庭の状況に対する生き方,接し方,対話の

方が影響が大きいと言う事である。

又頭痛,腹痛など身体的症状に学習,進路をはじめ学校生活,家庭生活上の悩みが関係していると思

われる例が少なくない。

本校における校医健康相談を見ても年 ,々精神的,心身的な症状が増えつつあり,学校と家庭が一体

となり,連絡を密にし,こ れら生徒の早期把握,早期相談のために, より努力し,生徒全員が,心身共

に健全な学生生活を送れるよう業務に邁進したい。

最後に日々進みゆく保健教育の推進のために独協学園全体としての保健センターの設置,身近に於て

は独協学園出身者による医師集団を形成し,折 りに触れてのご指導, ご協力を望めたらと切実に願って

いる。

参 考 文 献

健康教室増刊号 198年 p41～
“
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６
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″
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ェ

テ

ア

サ

キ

ュ

メ

ミ

シ

エ

ヒ

モ

70.5

72.0

81.0

80.5

74.5

78.5

84.0

58.0

94.5

79.5

72.0

79.0

163.2

165.9

169.8

167.2

162.5

167.5

173.7

151.8

162.4

165,4

163.6

170.6

89.5

102.0

96.5

100.0

100,0

101.5

104.0

91.0

118.0

101.0

93.0

95.0

168ノ 78

134′ 74

156ノ 78

140′ 86

140ノ 86

134′ 88

136/70

128ノ 70

144ノ 102

140/58

128/68

118ノ 78

○

(表Ⅳ)ロ ーンル指数 160以上計測値 高校

肥満をどの位の基準にするかは各学校により多少の違いはあると思われるが,本校ではローレル指数

160以上とし,表Ⅲ,Ⅳの様になる。

この表でも分かる様に肥満=高血圧とはならず,血圧値は比較的高い数値を示すものの,精密検診に

より,疑い,或は気味と診断されており,肥満が指導上の一応の留意事項にはなるが,高血圧としての

診断とは必ずしも一致しない。

高血圧要管理者と抽出された生徒は遺伝的,体質的,食餌的要素が重要な原因となっている様に考え

られる。

本校でも中学 1年 1名 , 2年 6名 , 3年 13名,高校 1年 19名, 2年 12名, 3年 13名 , 計 64

名 4.5%が要管理対象となり,叉肥満は表Ⅲ,Ⅳ,でも分かる様に計 71名 の 5.0%である。

高血圧者は医師の管理に任せ,肥満者に対しては食生活,運動のしかた,量など,折にふれての血圧

測定,個人指導のみに終っているが,肥満気味の生徒に限って,体を動かす事を嫌い,飲食を好みに合

せて取 り過ぎたり,不規則な絶食をしたりして,なかなかその効果があがらず,文化的生活環境とも考

え合せて, じっくり取 りくんでいくつもりでいる。

V終 りに

保健室利用者は季節による多少の差異はあるにしても,頭痛,腹痛,不快等は常に上位をしめるが,

来室者数に含まれないほんの一寸のかす り傷から生命に関わる事故迄,あ るいは精神的支持や,激励や

受容を必要とする者など種々の複雑多岐にわたる問題が持ち込まれる。

心身を疲れさせる様々な要因が複雑にからみあった現代社会,その中でもめまぐるしい都会のど真中

で営まれている学校生活に不適応を示す生徒も少なくない。これらの生徒は保健室頻回来室者であった
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学年・組
仮

称
体重 身 長 胸 囲 血  圧

検   尿
心 電 図

高血圧
該 当者蛋白 1糖

1-1

2

3

4

5

6

2-1

″

2

3

4

6

3-1

2

3

″

イ

ロ

ホ

ト

チ

リ

ヌ

ル

フ

フ

カ

ヨ

タ

ン

ソ

ツ

ネ

ナ

フ

ム

ウ

キ

ノ

オ

ク

ヤ

ケ

フ

75.5

65.0

59.5

84.5

89.5

77.5

94.5

86.0

72.5

70.0

82.0

86.5

84.0

71.5

86.0

84.0

76.0

70.0

75.0

72.0

74.5

77.0

86.0

80.0

72.5

76.0

85.8

93.5

92.5

66.5

56.0

95.5

100。 1

155。 4

158.1

149.0

164.19

177.6

167.3

181。 2

172.3

157.9

162.3

167.1

173.8

166.2

162.3

169。 2

167.8

16..8

155.1

164.8

158.8

163.8

167.8

174.3

167.6

164.1

164.5

171.4

177.7

165.7

157.0

151.1

168.7

175.4

96.5

92.6

90。 5

98.0

104.5

100.0

108.0

102.5

100.5

92.0

92.0

96.0

97.0

95.0

102.5

103.5

97.0

98.0

102.0

92.5

95.0

96.0

99.0

99.0

92.0

95.5

100.5

104.0

110.0

99.0

86.5

111.0

121.5

136′ 56

130/681

120′ 58

116′ 80

114/52

132/54

136/92

126′ 76

120′ 88

138′ 70

136ノ 90

128/78

134ノ 84

134′ 78

158′ 90

130/84

130′ 80

130′ 46

148/"

140ノ 66

130ノ 58

136ノ 88

142/72

128′ 66

138/52

140ノ 68

148/90

126/74

158ノ 90

128′ 78

128/58

148′ 72

154′ 田
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叉歯科医不足,設備費高額の為に,歯科校医の必要性は認めても実現には程遠い現状である。したが

って,健診でう歯を発見治療指示を出しても,その多くは空振 りに終ってしまう。4月 の健診時に於て

も,短時間に多くの生徒を見るため,受診医との治療基準等の相違に保健室はとまどう事も毎年の繰 り

返しとなり,今後の健診,治療指示上の大きな問題と考えられる。

皿 高血圧 と肥満

学年・組 仮

称
体重 身 長 胸 囲 血  圧

検  尿
蛋白 1 糖

心 電 図
高血圧
該当者

1-1

2

3

2-1

2

3

4

3-1

2

3

4

イ

　

ロ

　

ハ
　

ニ
　

ホ

　

ヘ

チ

リ

ヌ

ル

フ

ワ

カ

ヨ

タ

ン

ソ

ツ

ネ

ナ

ラ

ム

ウ

キ

ノ

64.8

51.6

72.1

61.2

88.5

66.4

60.0

77.2

80.5

77.0

57.0

69.8

73.5

69.8

67.2

87.5

75.5

62.5

64.0

88.0

92.5

58.0

75.0

68.5

68.5

83.5

152.0

154.7

158.0

154.7

168.0

157.3

152.0

166.1

171.3

164.6

151.2
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161.9

168.6

160.9

170.0

160.6

154.4

151,7

165.2

174.7

153.7

160.5

161.5

161.4

171.2

98.0

82.0

95.0

85.5

105.0

91.4

87.3

95.7

99.0

97.0

88.5

93.5

93.8

95.0

91.5

122.0

96.5

94.0

94.5

112.0

104.5

90.0

100.0

95.5

91.0

97.5

108′ 68

128/80

126/76

124′ 68

144/76

102/82

138′ 82

142′ 82

124′ 60

120/56

110/60

130/70

120/58

134/78

136/54

150/90

134/50

128′ 72

130/78

158/78

144/86

130/80

140/82

132/90

134ノ 58

154/74

(― )
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(表Ⅲ)口 …ンル指数 160以上計測値 中学
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2)歯 科

Iう 歯

中 1

高 1

2

n192

n191

n190

n285

匿轟曇
処置歯

匡 コ
未処置歯

匡
=ヨ処置済

n287 巡 厖
完全歯

3 n273

(図Ⅳ)処置,未処置,完全歯の在籍に占める比

Ⅱ その他

中 歯ぎん炎 歯石沈着 その他 一局 歯ぎん炎 歯石沈着 その他

1

|

39

(20.3
名
)%)

90 名
(31.6%)

42 名
(14.7%)

16

(5.6
名
%)

38

(19.9
名|%)

22名
(11.5%)

25名
(13.1%)

11

(3.8
名
%)

28

(9.8
名
%)

2名
(0.7%)

6名
(3.2%)

4名  1 1名
(2.1%) |(0.5%)

計
38 名

(14.5%)
52 名
(9.1%)

42名
(7.3%) 計

101

(12.0
名
%)

83

(9.8
名
%)

27

(3.2
名
%)

(図V)歯疾患の在籍に占める比

此の図を見ても分る様に健診によって見出される歯疾患は意外に多いものである。とことん痛まなけ

れば直接生命に関係ないと見逃がされがちであるのと,地域社会における歯科診療の諸事情も問題とな

ってくる。

早期発見はしても治療が予約制では授業やクラブと平行しての受診は無理であり,治療を受けられて

も,待ち時間は極めて長く,進学準備にと頭を向けている生徒自身,又保護者にしても貴重な時間をさ

くことなどとうてい無理で,深い理解のない限 り治療は後廻しにされてしまう。

また治療を始めても, クラブ活動の時間とのや りくりに悩み, 1～2日 ならともかく, 長い日数を要

する時は大抵途中でやめてしまい,何かと理由をつけて通院をせず,そのためだんだん悪化し激痛に耐

えられなくなってから,永い日数と高い費用を払っての治療と言う結果になる。
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21.6%
47.1%
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26名   1  16名
(13.5%)|(8.3%)

|

13名  1 9名
(4.8%)|(3.3%



Ⅳ健康診断事後における留意項目とその対応

"年
4月 に実施した健康診断の各種集計を元にしてそこから見た留意項目を 2～3年前の集計とも

考え合せて書き出してみた。

1)視 力

1.1以上
|

1・ 0以下 0。 7以下 0。 4以下 0.1以下

11

4(1)

3

18(1)

4(1)

6(2)

6

15(3)

1

2

3

計

88(4)

60(2)

70 (7)

218 (13)

17(3)

35 (13)

18(26)

70(42)

る (16)

20(")

19(21)

64(60)

22 (6)

24(9)

14(8)

∞ (23)

47 (33)

36 (29)

22 (33)

lC)7 (100)

22 (49)

2(29)

器 (31)

72 (109)

14(lo

22(1の

22 (12)

田 (3o

中

　

学

高

　

校

１
　
２
　
３
　
計

84 (15)

107(19)

86(3o

276 (68)

在籍者 573名

受験者 569名

在籍者 
“

5名

受験者 844名

(表 Ⅱ)学年別視力指数  (  )内は眼鏡, コンタクト使用の計測値

文部省の指針により裸眼視力片眼 1.0以下はすべて近視として報告され, 本校でも上の表でみる様

に近視でない生徒は中学で 4.6%,高校で 4.8%と なり, この中には矯正者の数も半数近く入って

いる。これを追究していくと如何に眼が悪 くなっている生徒が多いかがはっきり分る。

他の疾病と異なり痛さもなく自分が慣れてしまえば,左程不自由しない為に (実際には視力の悪さが

根気を無くした り, 頭痛となって表れたりする), 積極的に受診,矯正するものが少なく,矯正視力も

眼科医では 0.7位を基準としている様であり,授業にも不便を感じる 0.4以下の生徒はど眼鏡等の使

用をいやがる傾向が強 く,一応の指導,助言はしても,強制はできないため,結果的には手をこまねい

ている状態である。

又仮性近視をどの位の間認めればよいのか, 2～3年も仮性近視の証明を平気で持参する生徒もおり

全くお手上げである。実際として 0。 7位に視力が落ちた生徒の方が指導に応じて色々相談してくる。

この矛盾をどう改善指導して行けばよいのか。一旦悪 くなると,余 り関心を持たず眼鏡使用を嫌 う,低

下視力でおこる心身の弊害に気づかず読書環境,照明環境等,徹底した指導を,本人だけでなく,家庭

にも協力を得て行なう必要性を感じる。

-5 -

＼ 現
`ス

学年
｀
＼



② 健診記録の閲覧,質問

③ 計測に関するもの

④ クラブ,体育見学に対する証明

⑤ 心身に関する相談,連絡,報告

⑥ 安全会書類作成及び生徒指示

⑦ 保健委員の打合せ,相談,指導

③ 進学診断書,各種健康証明書作成

⑨ その他

次にこの ① から ⑨ 迄に分けられた項目にそって内科的,外科的主訴以外の来室者すべてを救急外

来者としその内容を集計した。

1学期 504人 (35.5%) n==1418

2学期 n=1418

3学期 290人 (20.5%) n=1418

10%     20%     30%     40%     50%
表I 救急外来室者集計

内容としてあげられるもののうち頻度の高いものは計測と相談である。中高と言 う発育途上にあるた

めか,身長,体重を気にして計 りにくる生徒が多 く,休み時間は入れかわ り立ちかわ り出入 りしている。

ただ単に計 りにくるだけと無視もしていられず「どう伸びたの」「体重増えた ,」等,それな りの一言が

生徒にとっても相談の糸口になる事もある。

忙しくしている時は遠慮をして計測のみで立去る生徒も, こちらからの話しかけに安心して身長の伸

びや,体重の増減等, 日頃気になっている疑間の点を話しかけてくる。遺伝,適した運動,食生活等 ,

時々に応 じたおしゃべ りをするが,相手になっていればきりがなく次から次と話がふくらんでいく。普

段コミュニケーションが大切だなどと大きな事を言いながら気がついてみると,や りかけの仕事を理由

に話のこしを折っている自分を見出しうしろめたさを感 じることも度々ある。

又相談者は医師の場合と異なり殆ど予告なしに来室し, しかも即答を期待する傾向があるので,教育

的相談とは別の難しさがあ り,他の救急処置との関連があった りして,充分な対応が出来ないこともあ

る。

しかしこれは健康問題の自立への援助として養護教諭の重要な機能の 1つ と考えられる。計測相談に

は口をつ ぐんでも,自分から保健室にくる生徒は何気ない会話の中から奥深 くひそむ問題点を把握する

こともある。

この為,相談者に対しては出来る限 り継続して相談出来る様な体制をつ くっておく必要を痛感してい

る。
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期の 1～2学期に不快,悪心の訴えが 10%前後ある事も健康管理上見逃せない。

その他内科的主訴に併せて集計した内容は,眼疾 2.5%前後,耳鼻咽喉疾患 2.4%,歯痛 2.1%

前後である。

この様な内科的主訴に対しては浅学を駆使し検温,疾病説明,与薬,生活指導,受診指示,連絡等々

を行ないつつ,中高生の授業への出席がより強く求められ意識されている学校方針に協力をしている現

状である。

3)外科的主訴の内容とその対応について

14(3.5%)(9 8%)

1学期 n==400

2学期 n==474

3学期 nこ=204

(2

(図Ⅲ)外科的主訴の学期別比較

外科的主訴は学期別の顕著な変化は見られないが,ただ冬期に入ると比較的動きもにぶくな り,そ の

為に校内での打撲,捻挫,その他,上昇カープをたどっている。

外科的対応について一番困るのは,ただ単に湿布固定だけですまされるものと,病院での受診を必要

とするものとが判然としない事である。

これは現在どこの学校でもみられる現象で,思いあたるような事故もないのに簡単にひび,骨折を起

こす生徒が多い。現代生活の欠点でもある,無鍛練,美食生活という背景があるのだが,万一を思って

受診させると骨折していた例は随分ある。

保健室がそこまで判断する必要はないと言 う意見や,自 宅に戻 して処置をさせればよいと言 う意見も

ある。

しかし実際には家庭も本人も勉強〃 勉強〃 の毎日,長い待ち時間や治療時間を嫌い,保健室です

ませられるものはすませたいとの願いが強い。 著明な症状には受診を承諾しても,「念の為受診するよ

うに」 というこちらの指示には「いいよ」の一言でかたずけられ,帰宅後の受診指示は殆ど実行されず

放置され,完治を遅らせると言 う問題すら起きている。

過保護と言われるかも知れないが,保健室での処置は生徒自身の要求とも一致する。

打撲・捻挫にしても必ず受診指示指導はするが無視される場合が多 く,受診結果を報告してくるのは

僅かである。

この様に生活指導を含めた指示を家庭ではどの様に理解し,受けとめているグかがこだまとなってか

えってくるのを待ち望んでいる。

0 救急外来室者の内容とその対応

① 定期健診後の呼び出し
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在籍 中学 5質 名 高校 845名
1学期 75日 間 内科的主訴 345名

n==831
外科的主訴 400名

2学期 &日 間 内科的主訴 451名
n=1∞0

(41.5%)

(48.5%)

(45。 1%)

(47.4%)

(47.4%)

(44.5%)

3学期 39日 間
n=458

外科的主訴 474名

内科的主訴 217名

外科的主訴 204名

来 室 者 数

1学期 中学
崖華ヨ
匡轟≡
断湘晰

高校

2学期 中学

夕1軸牲訴

高校

3学期 中学

毬

コ
翔

Ｆ
」
籐

高校

(図 1)在籍数に対する来室者の割合と各主訴

2)内科的主訴の内容とその対応

1早期 n==345

2学期 n==451

3学期 n==217

2(0 %)2 .9%)

(図 Ⅱ)内科的主訴の学期別比較図

内科的主訴の内容は学期により多少の変化,特徴は見られるが,比較的毎学期高率を示すものは, 1

位頭痛で内科的主訴 1013例のうち %9例 で 24.6%, 2位腹痛 248例 で 24.5%,3位かぜ症候群

では 19.3%の 順となっている。この順位は季節により変化も見られ, かぜを学期別に 見ると図Ⅱの

様に 12.8%～ 20。 2%～ 27.6%と 冬に向うにつれ上昇を示し, 叉学校生活に慣れぬ 1学期, 暑い時

-2-

208 0.72%(来室者の割合)

192 0.5%

233 0.83%

241 0.62%

123 0.42%

81 0.26%

％
８９
い

痛頭

(12.8%)
44 腹痛 90

(26%) 9.9%
“

＞(18

そ

10(2.9 14 40%)

104(23.0%) 91(20.2%) 108(23.9%) 53

1
78(17.3%)

4(0.9 ) (2.9%)

56(25.8%) 60(27.6%) 50(23.0%) 19

(3.8%)

28

(13.0%)



保健室から見た生徒の実態

町 田 み つ 子

I はじめに

保健室には毎日多くの生徒が色々の症状を訴えて来る。

ある者は身長や体重の測定に,そしてある者は明確な目的も持たず,ただなんとなくといった面持ち

で来室する。

これらの多様な来室者の中には,主訴の背後に,学習意欲や生活目標の問題が深く関わっている者も

少なくない。その為,来室者が何を望んでいるかを洞察し,適切に対応することが保健室の非常に大切

な業務の一端となってくる。

救急処置の手順を着実に施すだけでは対応しえない生徒の生活全体にかかわる種々の問題も含まれて

来るのである。

むろん,来室者に対する対応は,養護教諭の日常の執務の中心であるが,仕事の実態については,一

般には意外に認識度が浅く,その内容が必ずしも理解されていない。昔ながらの,怪我した生徒の処置

だけしていることで事足れりという程度の理解しか得られず,教育者としての指導は余 り望まれていな

いのではなかろうか。しかし現実として, 日常業務をそれに限定してはいられない。

来室者を選択し,病人のみに限定することは非常に困難であり,た とえ出来たとしても保健室の本当

の役割が全うされるとは思えない。かといって多様な来室者すべてを受容し,救急処置だけでは対応で

きない問題の生徒とじっくり取 り組んでゆくには時間的にも肉体的にも無理なのが現実の姿である。そ

こには追いまくられて日々が費やされるという,めまぐるしい多忙のみが存在している。生徒自身も待

たずに手当をしてもらえる所と考えている様でさまざまな症状を持ちこんでくる。

この様な保健室来室者の実態を明らかにし,そ こにある健康問題を探るとともに,健康診断の諸検査

結果を一覧し,本校の生徒の実態を少しでも把握し,その対応に必要な要件や保健室の役割,機能につ

いて,あ らためて考えてみたいと主題を設定した。

Ⅱ 対象および方法

保健室来室者の詳細な記録を行ない,個別的対応の量的な側面と質的,内容的な側面について集計お

よび考察した。

調査時期は昭和 53年 4月 より 54年 3月 迄を各学期別に行なって見た。 (但 し夏休み, 冬休みは

除いてある。)

Ⅲ 結果および考察

1)来室者の数と主訴の内容

保健室来室者数
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