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口
′

百
周
年

記
念
号

に
寄

せ

て

獨
協
学
園
創
立
百
周
年
を
記
念
し
、
そ
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る

『獨
協

百
年
』
全
五
巻
が
第
十
四
代
校
長
小
池
辰
雄
先
生
を
編
纂
委
員
長
と
し
、
獨

協
大
学
斎
藤
博
教
授
を
主
任
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
よ
り
判
り

や
す
い
形
で

『日
で
見
る
獨
協
百
年
』
も
公
刊
さ
れ
た
。
神
田
直
人
、
太
田

資
、
合
田
憲
、
新
井
孝
重
の
四
先
生
が
編
纂
に
参
加
さ
れ
、
す
ば
ら
し
い
内

容
の
、
格
調
の
高
い
労
作
と
な

っ
た
。

私
ど
も
は
こ
れ
ら
の
歴
史
的
記
録
を
通
じ
、
獨
協
学
園
が
明
治
以
降
の
日

本
の
近
代
化
の
な
か
で
、　
一
私
立
学
校
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
、

人
間
教
育

の

一
頁
を
刻
ん
で
き
た
過
程
を
、
明
ら
か
に
知
る
こ
と

が

出

来

る
。
こ
の
百
年
の
間
、
営
々
と
働
き

つ
づ
け
て
き
た
、
パ
イ
オ
ニ
ア
達
の
、

す
ぐ
れ
た
学
術
研
究
活
動
、
高
貴
な
人
間
教
育
精
神
の
展
開
過
程
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
は
い
え
獨
協
学
園
百
年
の
歴
史
に
は
、
栄
光
も
あ
れ
ば
斜
陽
の
時
代
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
す
ぐ
れ
た
研
究
者

・
教
育
者
の
輩
出
し
た
時
代
は
、　
一
様

に
獨
協
学
園
の
発
展
期
に
相
応
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
時
代
は
、
若
い
意
欲

的
な
教
師
陣
の
拾
頭
と
活
躍
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
た
。

校

長

蝦

名

賢

造

私
ど
も
が
、
中
学

・
高
校
に
お
け
る

『研
究
紀
要
』
を
重
視
す
る
所
以
の

も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
真
実
を
正
当
に
評
価
し
た
い
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
私
は
若
い
教
師
達
の

一
人
で
も
多
く
、
こ
の
教
育
研
究
の
戦
線
に
参

加
し
て
欲
し
い
と
こ
い
ね
が
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
学
生
時
代
学
ん
だ
研

究
の
初
心
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
生
涯
を
通
し
与
え
ら
れ
た
研
究
を
続
け
、

そ
の
成
果
を
獨
協
教
育
面
に
還
元
し
て
ほ
し
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

研
究
を
離
れ
て
教
育
は
あ
り
得
な
い
。
教
育
と
研
究
と
は
本
来
的
に

一
体
的

な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。

本
号
を
百
周
年
記
念
号
と
題
し
、
多
く
の
先
生
が
た
に
そ
の
多
彩
な
研
究

の
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
す
る
。
も

っ
て
獨
協
学
園
の
、
今

日
に
お
け
る
研
究
水
準
の

一
端
を
う
か
が
う
に
足
る
も
の
と
信
ず
る
。

大
方
各
位
の
ご
批
判
と
叱
正
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

（獨
協
大
学
教
授

・
経
済
学
博
士
）





天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
形
成

い
と
ぐ
ち
―
―

″
札
幌
農
学
校
″
の
子
達

獨
協
学
園
は
本
年
創
立
百
周
年
を
迎
え
る
。
そ
れ
を
記
念
す
る
た
め
に
、

六
月
二
十
五
日
、
百
周
年
記
念
新
地
下
体
育
館
正
門
前
に
、
初
代
校
長
で
あ

り
、　
〃
近
代
日
本
の
哲
学
の
父
″
と
い
わ
れ
る
西
周
先
生
と
、
中
興
の
祖
で

あ
ら
れ
る
天
野
貞
祐
先
生
の
胸
像
を
建
立
し
た
。
わ
た
し
は
校
長
と
し
て
両

先
生
の
顕
彰
を
し
る
す
栄
誉
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
。
い
ま
天
野
先
生
の
顕

彰
記
を
し
る
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

櫛
軸
畔
姻
銀
　
天
野
貞
祐
先
生
顕
彰
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

先
生
は
明
治
十
七
年
九
月
二
十
日
神
奈
川
県
津
久
井
町
に
生
れ
獨
逸
学

　

１

協
会
学
校
中
学
在
学
中
教
育
に
よ
る
奉
仕
の
志
を
立
て
、
第

一
高
等
学
校
　
　

．

を
経
て
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
卒
業

第
七
高
等
学
校

学
習
院

京
都
帝
国
大
学
各
教
授
を
歴
任
、
カ
ン
ト
哲
学
の
本
格
的
研
究
者
と
し
て

道
理
を
強
調
す
る
独
自
の
教
育
理
念
を
確
立
し
た
。
後
甲
南
高
等

学

校

長
、
第

一
高
等
学
校
長
、
続
い
て
第
二
次
吉
田
内
閣
文
部
大
臣
に
就
任
、

戦
後
の
新
教
育
行
政
を
推
進
し
た
。

退
任
後
母
校
獨
協
中
学
校
高
等
学
校
長
と
し
て
獨
協
教
育
の
復
興
に
心

血
を
傾
注
、
さ
ら
に
関
湊
理
事
長
の
献
身
的
協
力
の
も
と
獨
協
大
学
獨
協

医
科
大
学
を
創
立
、
人
間
形
成
を
目
標
と
す
る
学
園
の

一
貫
教
育
を
完
成

し
た
。
先
生
は
学
界
教
育
界
の
雄
峰
と
し
て
文
化
功
労
者
、
ド
イ
ツ
連
邦

（研
究
ノ
ー
ト

一
）

ｌ

ｉ内
村
鑑
三

・
新
渡
戸
稲
造
と
天
野
貞
祐
―

蝦

名

賢

造

わ
た
し
は
山
に
む
か

っ
て
目
を
あ
げ
る
。

わ
が
助
け
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
助
け
は
、
天
と
地
を
造
ら
れ
た
主
か
ら
来
る
。

（旧
約
聖
書
　
詩
篇
第

一
二

一
編
）

目
　
次

い
と
ぐ
ち
―

″
札
幌
農
学
校
″
の
子
達

札
幌
農
学
校
精
神

内
村
鑑
三
に
お
け
る

″
神
″

新
渡
戸
稲
造
に
お
け
る

″
人
″

内
村
鑑
三
と
天
野
貞
祐

新
渡
戸
稲
造
と
天
野
貞
祐

天
野
貞
祐
の
抵
抗
精
神

む
す
び
に
か
え
て



共
和
国
星
付
大
功
労
十
字
章
、
勲

一
等
旭
日
大
綬
章
を
授
か
り
、
昭
和
五

十
五
年
二
月
六
日
九
十
五
歳
を
も

っ
て
召
天
さ
れ
た
。

獨
協
学
園
百
周
年
、
こ
こ
に
先
生
の
胸
像
を
建
立
し
、
中
興
の
祖
と
し

て
の
業
績
を
永
く
伝
え
る
。

昭
和
五
十
八
年
六
月
二
十
五
日

翻
螺
鰤
↓ジ
麟
　
校
長
　
蝦
名
賢
造
　
謹
撰

天
野
貞
祐

（以
下
敬
称
略
）
は
ど
の
よ
う
な
人
生
観
を
持

っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

天
野
貞
祐
は
そ
の
代
表
作

「道
理
の
感
覚
」
の
後
語
に
お
い
て
、
「
『道
理

の
感
覚
』
は
わ
た
く
し
の
生
命
を
か
け
た
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
わ
た
く
し
は

運
命
を
賭
け
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。　
そ
し
て

「
こ
の
書
の
心
持
は
昭
和
六

年
満
州
事
変
の
勃
発
に
始
ま
り
五

。
一
五
事
件
、
機
関
説
問
題
の
沸
騰
、
国

体
明
徴
の
提
唱
、
二

・
二
六
事
件
を

へ
て
日

一
日
と
高
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
社

会
不
安
の
中

へ
心
を
沈
め
な
く
て
は
わ
か
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

『
朝
に
道

を
聞
き
て
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
』
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
透
徹
し
た
心

境
で
あ

っ
た
。」
と
、　
し
る
し
て
い
る
。
　
こ
の
書
物
の
な
か
に
あ
ら
わ
さ
れ

た
天
野
貞
祐
の
人
生
観
の
、
そ
の
核
心
を
な
す
も
の
は
、
天
野
自
身
に
よ
る

と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

―
―

「私
は
世
界
と
人
生
と
に
お
け
る
道
理
の
実
在
を
信
ず
る
。
然
し

道
理
は
お
の
ず
か
ら
は
実
現
し
な
い
。
そ
の
実
現
に
は
人
間
の
媒
介
を
必

要
と
す
る
。
道
理
を
会
得
し
、
こ
れ
に
対
す
る
義
務
と
責
任
と
を
意
識
す

る
も
の
は
人
間
の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
。
道
理
の
感
覚
は
人
間
の
特
権

で
あ
る
。
道
理
の
媒
介
者
た
る
こ
と
が
人
間
存
在
の
意
味
だ
と
思
う
。
人

は
も
と
よ
り
単
な
る
個
体
で
は
な
い
。
然
し
義
務
と
責
任
と
を
感
じ
、
苦

悩
と
悔
悟
と
を
意
識
す
る
生
命
中
心
は
如
何
な
る
意
味
に
お
け
る
全
体

ヘ

も
消
し
尽
さ
れ
な
い
。
こ
の
生
命
中
心
た
る
個
人
に
お
い
て
道
理
の
媒
介

者
を
尊
敬
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
他
人
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
自
ら
も
卑

下
し
た
く
な
い
。
人
間
性
を
悔
り
虐
げ
る
あ
ら
ゆ
る
勢
力
を
敵
と
し
、
万

人
に
お
い
て
人
間
た
る
こ
と
を
擁
護
育
成
主
張
し
た
い
。
自
己
の
器
量
と
　
　
一

持
ち
場
と
に
応
じ
て
自
己
に
お
い
て
、
ま
た
自
己
を
通
じ
て
道
理
の
実
現

　

２

に
精
進
し
た
い
。

『
朝
聞
道
夕
死
可
実
』
と
い
う
の
が
私
の
最
も
望
む
生
　
　
一

き
方
で
あ
る
。
」
―
―

天
野
は
こ
の
よ
う
な
人
生
観
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
触
発
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
自
か
ら
の
魂
の
端
的
な
反
応
の
書
と
し
て
ま
と

め
た
も
の
が

「道
理
の
感
覚
」
で
あ

っ
た
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
天
野
の
人
生
観
を
形
成
し
た
要
因
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
思
想
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の
一
と
し
て
、
札

幌
農
学
校
の
生
ん
だ
二
人
の
国
際
的
巨
人
、
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
よ
り

受
け
た
精
神
的
信
仰
的
教
育
的
感
化
を
あ
げ
る
。
そ
の
二
と
し
て
カ
ー
ル
・



ヒ
ル
テ
ィ

（【
∞
∞
∞
１
８
８
年
）
を
あ
げ
る
。
そ
の
三
と
し
て
、
哲
学
者
カ
ン

ト
を
あ
げ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
天
野
が
現
在
の
北
海
道
大
学
の
前
身
で
あ
る
札
幌
農

学
校
の
第
二
期
生
と
し
て
、
近
代
日
本
の
産
ん
だ
最
大
の
思
想
家

。
宗
教
家

た
る
内
村
鑑
三
と
、
近
代
日
本
に
お
け
る
最
大
の
国
際
人

・
教
育
家
た
る
新

渡
戸
稲
造
よ
り
ど
の
よ
う
な
精
神
的
信
仰
的
教
育
的
感
化
を
受
け
た
か
、
を

と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
主
題
と
し
て
究
明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

矢
内
原
忠
雄
は
戦
前
―

上

九
四
〇

（
昭
和
十
五
）
年
そ
の

「余
の
尊
敬

す
る
人
物
」
（岩
波
新
書
）
に
お
い
て

「私
は
内
村
先
生
よ
り

″
神
″
を
、
新

渡
戸
先
生
よ
り

″
人
″
を
学
ん
だ
。
両
人
は
と
も
に
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
創

っ

た
札
幌
農
学
校
の
同
期
生
で
あ

っ
た
か
ら
、
私
も

″
札
幌
農
学
校
の
子
″
で

あ
る
」
と
書
き
じ
る
し
て
い
る
。
矢
内
原
は
戦
中
わ
が
国
が
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム

の
兇
暴
な
弾
圧
の
前
に
、
平
和
も
学
問
も
信
仰
も
ふ
み
に
じ
ら
れ
、
軍
部
の

暴
虐
に
よ
り
隣
国
満
洲

へ
の
侵
略
が
は
じ
ま

っ
て
い
た
時
代
に
、
今
こ
そ
国

際
人
と
し
て
平
和
の
た
め
に
挺
身
し
た
巨
人
新
渡
戸
稲
造
の
姿
が
と
り
わ
け

偲
ば
れ
る
と
強
調
し
て
は
ば
か
ら
な
い
人
で
あ

っ
た
。

矢
内
原
が
内
村
鑑
三
よ
り
″
神
″
を
、
新
渡
戸
稲
造
よ
り

″
人
″
を
学
ん
だ

と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ

っ
た
で
ぁ
ろ
う
か
。
し

て
わ
が
天
野
貞
祐
も
ま
た
そ
の
獨
逸
学
協
会
学
校
中
学
在
学
時
代
よ
り
す
で

に
内
村
に
よ

っ
て
そ
の
魂
を
開
眼
さ
せ
ら
れ
、　
一
高
時
代
さ
ら
に
新
渡
戸
校

長
よ
り
人
間
と
は
い
か
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
学
ん
だ
こ
と
を
、
そ
の

（
注
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

・

著
「教
育
五
十
年
」
に
お
い
て
明
快
に
語

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
知
る
背
景
と
し
て
ま

ず
内
村
と
新
渡
戸
と
い
う
国
際
的
巨
人
を
産
ん
だ
札
幌
農
学
校
と
は
そ
も
そ

も
い
か
な
る
学
校
で
あ

っ
た
か
、
じ
る
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

魃
札
幌
農
学
校
精
神

今
日
の
北
海
道
大
学
の
前
身
を
な
す
札
幌
農
学
校
は
周
知
の
よ
う
に
ウ
イ

リ
ア
ム

・
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
名
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
早
く
よ
り
世
の
人
に
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、　
一
八
七
六
（明
治
九
）
年
明
治
維
新
政
府
の
基
礎
が
ま
　
　
一

だ
固
ま

っ
て
い
な
か

っ
た
時
代
、
北
海
道
開
拓
使
黒
田
清
隆
長
官
に
よ
っ
て
　
　
３一

作
ら
れ
た
、
北
海
道
開
拓
に
従
事
す
る
人
材
の
養
成
機
関
で
あ

っ
た
。
名
称

は
農
学
校
で
あ
る
が
、
実
体
は
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
農
科
大
学
に

準
じ
て
つ
く
ら
れ
た
六

・
三

二
二
・
四
制
の
カ
レ
ッ
ジ
な
の
で
あ
る
。
こ
の

学
校
に
お
い
て
は
ク
ラ
ー
ク
に
よ

っ
て
聖
書
に
よ
る
教
育
が
導
入
さ
れ
、
授

業
は
英
語
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
。
わ
が
国
の
官
立
学
校
で
こ
の
よ
う
な
教

育
が
な
さ
れ
た
の
は
、
先
に
も
後
に
も
札
幌
農
学
校
以
外
に
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
異
色
な
教
育
を
授
け
ら
れ
た
札
幌
農
学
校
の
卒
業
生
の
多

く
の
も
の
た
ち
の
社
会
的

・
思
想
的

・
歴
史
的
役
割
は
、
戦
前
は
明
治
以
降

の
日
本
の
近
代
化
の
歴
史
の
中
で
は
む
し
ろ
ア
ウ
ト

・
サ
イ
ダ
ー
と
み
ら
れ

て
き
て
い
た
が
、
共
通
性
と
し
て
そ
の

一
貫
し
た
平
和
主
義

・
人
道
主
義

・



地
方
自
治
振
興
主
義
は
長
く
生
き
つ
づ
け
て
き
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
と
は

い
い
な
が
ら
、
久
し
く
さ
さ
や
か
な
流
れ
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
い
た
。
し
か
し
戦
前
に
お
け
る
近
代
化
と
平
和
の
た
め
の
執
拗
な
戦
い

を
経
て
、
次
第
に
戦
後
日
本
の
主
流
と
し
て
、
い
な
イ
ン
・
サ
イ
ダ
ー
と
し

て
そ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
た
く
し
が
こ
の
よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
札
幌
農
学
校
に
関
す
る
精
神
的
思

想
的
記
録
を
書
き
留
め
た
い
と
い
う
意
欲
に
駆
ら
れ
た
の
は
、
三
十
有
余
年

も
前
の
こ
と
で
あ

っ
て
、　
一
九
四
七
年
の
秋
、
北
海
道
大
学
予
科
の
教
師
と

し
て
札
幌
に
移
り
住
む
よ
う
に
な

っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
北
大
予

科
の
周
辺
に
は
明
治
期
の
札
幌
農
学
校
の
精
神
が
残
さ
れ
て
お
り
、
わ
た
く

し
は
内
村
、
新
渡
戸
と
同
期
の
宮
部
金
吾
博
士
の
知
遇
を
受
け
る
よ
う
に
も

な

っ
た
が
、
わ
た
く
し
は
新
鮮
な
思
い
で
札
幌
農
学
校
に
次
第
に
強
い
関
心

を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
で
き
る
限
り
そ
の
資
料
を
集
め
、
農
学
校
の
生
ん
だ

幾
多
の
パ
イ
オ

ニ
ア
達
の
足
跡
を
辿
り
、
そ
の
生
涯
と
業
績
に
目
を
み
は

っ

て
ゆ
く
よ
う
に
な

っ
た
。
や
が
て
そ
の
よ
う
な
問
題
を
自
ら
の
研
究
の
主
題

と
し
て
、　
″
地
域
開
発
に
お
け
る
人
間
研
究
″
と
定
め
、
自
ら
の
地
域
開
発

論
の
根
底
に
据
え
る
よ
う
に
構
想
を
固
め
て
い
っ
た
。

と
も
あ
れ
獨
協
大
学
に
移

っ
て
き
て
十
年
目
、
よ
う
や
く
公
刊
す
る
こ
と

（
注
３
）

の
で
き
た

『札
幌
農
学
校
―
ク
ラ
ー
ク
と
そ
の
弟
子
達
』
の
一
冊
の
書
物
に

お
い
て
、
わ
た
く
し
は
そ
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。
こ
の
書

物
の
基
本
的
主
題
を
わ
た
く
し
は
新
約
聖
書

・
ヨ
ハ
ネ
書

。
一
二
章
の

″
一

粒
の
麦
死
な
ず
ば
″
に
お
い
た
。
そ
し
て
、
札
幌
農
学
校
の
生
ん
だ
第

一
期

生

（佐
藤
章
介
等
）
、

第
二
期
生

（内
村
鑑
三

。
新
渡
戸
稲
造

・
宮
部
金
吾

等
）
の
パ
イ
オ

ニ
ア
達
が
、
近
代
日
本
に
お
い
て
国
家
の
役
割
、
教
育
上
の

理
念
、
そ
し
て
信
仰
上
の
理
想
を
ど
の
よ
う
に
問
い
つ
づ
け
、
戦
い
つ
づ
け

て
き
た
か
、
そ
の
具
体
的
な
戦
い
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

わ
た
く
し
が
理
解
し
た
札
幌
農
学
校
精
神
は
、
ク
ラ
ー
ク
に
よ
っ
て
導
入

さ
れ
た
ピ

ュ
リ
タ
ン
信
仰
、
日
常
の
与
え
ら
れ
た
課
題
と
勤
労

へ
の
限
り
な

い
使
命
感

（
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

・
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
、

自
然
科
学
と
技
術
を
尊
重

す
る
実
証
的
精
神
の
三
位

一
体
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
あ
く
ま
で
　
　
・

も

″
父
な
る
神
″

へ
の
畏
敬
と
信
仰
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

　

４一

う
な
内
的
な
精
神
を
担

っ
た
人
達
が
農
学
校
の
産
ん
だ
パ
イ
オ
ニ
ア
達
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
精
神
は
旧
日
本

・
封
建
日
本
に
は
全
く
見
出
し
得
な
か

っ
た

新
し
い
近
代
的
精
神
と
人
間
形
成
の
原
理
を
導
入
し
、
わ
が
国
の
国
づ
く
り

の
基
礎
と
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
書
物
の
中
で
、
わ
た
く
し
は
戦
後
の
現
在
を
踏
ま
え
て
、
二
つ
の
点

を
強
調
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の

一
点
は
、
今
日
の
平
和
憲
法
も
教
育
基
本

法
も
、
そ
の
思
想
的
精
神
的
源
泉
を
た
ど

っ
て
ゆ
く
と
、
農
学
校
精
神
の
山

脈
に
突
き
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
平
和
憲
法
の
理
念

は
札
幌
農
学
校
の
生
ん
だ
近
代
日
本
の
最
大
の
思
想
家
・キ
リ
ス
ト
者
・内
村

鑑
三
の
非
戦
の
信
仰
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
教
育
基



本
法
の
理
念
は
、
新
渡
戸
稲
造
の
教
育
理
想
と
実
践
に
そ
の
源
泉
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
戦
後
日
本
の
理
想
は
、
占
領
軍
よ
り
与
え
ら

れ
た
と
い
う
が
、
実
は
こ
の
両
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
明
治
以
降
日
本
の
内

部
か
ら
必
然
的
に
戦
い
と
ら
れ
た
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
二
点
は
、
戦
後
日
本
の
指
向
す
べ
き
理
想
と
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
混

迷
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
国
際
化
に
対
処
す
べ
き
国
家
と
教
育
の
あ

る
べ
き
姿
に
お
い
て
の
究
明
に
当

っ
て
、
わ
た
く
し
ど
も
の
考
え
る
べ
き
間

題
の
原
型
と
も
い
え
る
も
の
は
、
す
で
に
札
幌
農
学
校
精
神
の
航
跡
に
顧
み

ら
れ
る
べ
き
も
の
の
多
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
戦
後
日
本
の
果
す

べ
き
国
際
的
役
割
の
象
徴
と
し
て
、
終
章
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ

・
ナ
イ
ジ

ェ

リ
ア
の
医
療
奉
仕
に
赴
い
た

一
キ
リ
ス
ト
者
夫
妻
の
医
師
北
大
出
身
の
物
語

を
し
る
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
象
徴
的
な
事
例
と
し
て
提
示
し
た

の
で
あ

っ
た
。

わ
た
く
し
の
札
幌
農
学
校
研
究
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
が
、
札
幌
農
学
校

の
残
し
た
遺
産
は
多
様
多
彩
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の

中
で
は
紙
幅
の
関
係
上

つ
い
に
と
り
あ
げ
え
な
か

っ
た
が
、
当
然
行
論
す
べ

き
問
題
と
し
て
次
の
諸
点
を
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

一
点
は
、
今
日
叫
ば
れ
て
い
る
地
方
の
時
代
の
先
駆
者
こ
そ
、
ま
さ

に
札
幌
農
学
校
出
身
の
パ
イ
オ
ニ
ア
達
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
地
域
開
発
の
原
理
と
政
策
を
求
め
つ
づ
け
て
き
た
札
幌
農
学
校
学
派
と

も
い
う
べ
き
も
の
の
形
成
と
系
譜
に
つ
い
て
の
究
明
が
必
要
で

は

な

い
か

と
、
わ
た
く
し
は
考

え
て
い
る
。
（
獨
協
大
学
創
立
二
十
周
年
記
念
号
に
お

い
て
、
わ
た
く
し
こ
れ
を
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
）
。

そ
の
二
点
は
、
農
学
校
出
身
者
が
わ
が
国
英
文
学
、
英
語
学
の
先
駆
者
と

し
て
果
た
し
た
役
割
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造

の
役
割
は
も
と
よ
り
、
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ス
社
創
設
者
の
頭
本
元
貞
、
武
信

由
太
郎
な
ど
、
そ
の
例
は
三
、
四
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
獨
協
大
学
の
創
始
者
天
野
貞

祐
こ
そ
、
矢
内
原
忠
雄
と
同
じ
よ
う
に
疑
い
な
く
札
幌
農
学
校
の
子
で
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
そ
の
著
一　
　
・

「教
育
五
十
年
」
に
明
快
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
人
間
形
成
の
当
初
、
内
村

　

５

鑑
三
の
「後
世

へ
の
最
大
遺
物
」
に
魂
を
開
か
せ
ら
れ
、
そ
の
教
育
実
践
に
お
　
　

．

い
て
新
渡
戸
稲
造
の
後
を
追
う
も
の
で
あ
る
。
獨
協
大
学
の
建
学
精
神
と
し

て
天
野
が
掲
げ
た
″
大
学
と
は
学
問
を
通
じ
て
の
人
間
形
成
の
場
で
あ
る
″
と

い
う
理
念
は
、
い
か
に
新
渡
戸
が
残
し
た
教
育
理
念
と
実
践
の
言
葉
に
、
近

（
注
４
）

似
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

魏
内
村
鑑
三
に
お
け
る

″
神
″

（
注
５
）

天
野
は
そ
の

「
わ
が
人
生
」
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
内
村
鑑
三
と
の

強
烈
な
魂
と
の
め
ぐ
り
合
い
に
感
謝
し
て
い
る
。



私
が
生
来
初
め
て
強
い
敬
慕
の
念
を
懐
い
た
人
は
内
村
鑑
三
先
生
で
あ

っ
た
。
‥
…
六
中
略
）

私
は
先
生
の
正
統
キ
リ
ス
ト
教
に
は
つ
い
に
入
る
こ
と
が
出
来
ず
、
先

生
と
の
親
し
い
個
人
的
関
係
に
あ
ず
か
る
幸
福
を
も
有
し
な
か

っ
た
。
然

し
な
が
ら
知
ら
ず
識
ら
ず
受
け
た
思
想
的
影
響
は
恐
ら
く
私
の
自
覚
し
て

い
る
以
上
で
あ

っ
て
、
先
生
の
思
想
が
私
の
血
肉
に
骨
髄
に
滲
透
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
こ
の
強
烈
な
魂
と
め
ぐ
り
あ

っ
た
こ
と

が
私
の
生
涯
に
如
何
な
る
結
果
を
招
来
し
よ
う
と
も
、
私
は
こ
の
選
遁
を

心
か
ら
運
命
に
感
謝
し
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
疑
い
な
く
札
幌
農
学
校
精
神
の
典
型
的
な
代
表
は
ま
さ
に
内
村
鑑

三
そ
の
人
で
あ
り
、
そ
の
思
想
と
信
仰
で
あ

っ
た
。
天
野
は
年
少
時
代
、
生

れ
て
初
め
て
内
村
と
の
強
烈
な
魂
の
触
れ
合
い
を
体
験
し
た
。
さ
て
内
村
鑑

三
と
は
い
か
な
る
魂
の
把
持
者
で
あ

っ
た
の
か
、

つ
ぎ
に
の
べ
て
ゆ
く
こ
と

に
し
た
い
。

す
で
に
ふ
れ
た
こ
と
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
札
幌
農
学
校
の
所
在
す
る
北

海
道
は
、
明
治
十
年
代
ま
さ
に
近
代
日
本
に
と

っ
て
の
辺
境

（
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
）
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
パ
イ
オ

ニ
ア

・
ス
ピ
リ

ッ
ト
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い

た
地
で
あ

っ
た
。
北
海
道
の
総
人
口
わ
ず
か
十
八
万
余
人
、
そ
し
て
札
幌
の

人
口
は
二
千
五
百
人
、
そ
う
し
た
僻
遠
の
地
に
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
は
農
学
校

を
創
立
し
、
そ
れ
に
魂
を
点
じ
た
。
そ
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・ピ

ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
信
仰
と
理
学
・自
然
科
学
的
教
養

と
北
海
道
開
発
に
近
代
的
な
科
学
と
さ
ら
に
伝
道
を
も
と
り
入
れ
よ
う
と
し

た
開
拓
者
精
神

（
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

・
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
、　
こ
れ
ら
の
三
者
を
、

ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
な
し
に

一
体
的
な
も
の
と
し
て
身
に
つ
け
よ
う
と
し
た

の
が
、
第

一
期
生
と
第
二
期
生
の
農
学
校
の
子
達
で
あ

っ
た
。
そ
の
代
表
者

と
し
て
最
大
の
栄
誉
を
荷
な

っ
た
も
の
こ
そ
内
村
鑑
三
で
あ

っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
し
て
矢
内
原
忠
雄
が
語

っ
て
い
る
よ
う
に
、
内
村
は
、
ま
こ
と
の

神
は
天
に
い
ま
す
た
だ
ひ
と
り
の
神
で
あ
る
と
確
信
し
た
と
き
、
真
の
神
と

同
時
に
、
真
の
人
間
を
発
見
し
、
真
に
国
民
形
成
の
道
を
発
見
し
、
こ
の
ゆ

え
に
世
界
の
精
神
史
上
の
巨
人
と
し
て
そ
の
信
仰
と
思
想
と
を
高
く
評
価
さ

（
注
６
）

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

農
学
校
を
卒
業
し
た
内
村
は
、
す
で
に
そ
の
若
い
日
に
二
つ
の

「
Ｊ
」
に

た
い
す
る
献
身
的
な
信
仰
と
信
念
を
も

っ
て
い
た
。　
ジ
ャ
パ
ン

〕８
”
０
と

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

『
０∽‘
∽―
。

内
村
は
そ
の
当
時
、

「我
は
日
本
国
の
た

め
に
、
日
本
国
は
世
界
の
た
め
に
、
世
界
は
基
督
の
た
め
に
、
遂
に
万
物
は

神
の
た
め
に
」
と
い
う
墓
碑
銘
を
作

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

内
村
は

一
八
八
三

（明
治
十
六
）
年
に
は
じ
め
て
札
幌
か
ら

東

京

に
出

た
。
若
い
内
村
に
は
そ
の
当
時
、
後
世
に
何
を
遺
さ
ん
か
と
い
う
思
い
が
去

来
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
農
学
校
で
実
業
的
な
教
育
を
受
け

た
内

村

に

は
、
億
万
の
富
を
日
本
に
残
し
て
日
本
を
救
い
た
い
と
い
う
考
え
方
も
あ

っ

た
。
と
こ
ろ
が
内
村
の
前
途
を
ゆ
る
が
す
事
件
が
起

っ
た
。
そ
の
翌
年
内
村
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は
浅
田
タ
ケ
子
と
の
愛
情
が
実
を
結
び
、
結
婚
し
た
も
の
の
、
わ
ず
か
八
カ

月
で
破
れ
、
内
村
は
失
望
落
胆
し
、
煩
悶
の
す
え
、
つ
い
に
意
を
決
し
て
ア

メ
リ
カ
に
渡

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て

一
八
八
八
年
ま
で
お
よ
そ
四
年
の

間
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
在
学
中
、
内
村
は
シ
ー

リ
ー
総
長
に
よ
り
導
か
れ
、
自
己
の
罪
悪
を
深
く
意
識
し
、
そ
の
限
り
な
い

苦
悩
の
結
果
、
つ
い
に
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
贖
罪

（し
ょ
く
ざ
い
）
の
信

仰
―
イ

エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
の
噴
罪
に
よ

っ
て
罪
悪
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る

と
い
う
信
仰
に
到
達
し
た
の
で
あ

っ
た
。

（
注
７
）

内
村
の

「余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
」

（
一
八
九
五
年
）

の
中
に
、
そ
の
経
緯
の
一
部
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

二
月
八
日
、
余
の
生
涯
に
於
て
甚
だ
重
大
な
る
日
な
り
き
。

「
キ
リ
ス

ト
」
の
贖
罪
の
力
は
今
日
の
如
く
明
瞭
に
余
に
啓
示
せ
ら

れ

し

こ
と
嘗

（か
つ
）
て
あ
ら
ざ
り
き
。

「神
の
子
」
が
十
字
架
に
釘
け
ら
れ
給
ひ
し

事
の
中
に
、
今
日
迄
余
の
心
を
苦
し
め
し
凡

（す
べ
）
て
の
難
間
の
解
決

が
存
す
る
な
り
。
「
キ
リ
ス
ト
」
は
余
の
凡
て
の
負
債
を
支
払
ひ
給
ひ
て
、

余
を

「
堕
落
」
以
前
の
最
初
の
人
の
清
浄
と
潔
白
と
に
返
し
得
給
う
。
今

や
余
は

「
神
」
の
子
な
り
、
余
の
義
務
は

「
イ
エ
ス
」

を
信
ず
る
に
在

バ］ノ・・・・・・。

四
年
間
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
滞
在
生
活
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
贖
罪

信
仰
に
到
達
し
、
神
の
子
と
し
て
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
確
信
を
与

え
ら
れ
て
帰
国
し
た
内
村
は
、
新
潟
の
北
越
学
館
で
し
ば
ら
く
教
鞭
を
と

っ

た
が
、
そ
こ
で
宣
教
師
と
意
見
が
合
わ
ず
、
辞
職
し
て
東
京
に
帰

っ
た
。
内

村
は

一
八
九
〇
年
秋
か
ら
は
第

一
高
等
中
学
校

（
の
ち
の
第

一
高
等
学
校
）

の
嘱
託
講
師
と
し
て
歴
史
を
担
任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
と
き
あ
た
か
も
近

代
日
本
に
は
国
家
主
義
思
想
が
ほ
う
は
い
と
し
て
高
ま

っ
て
き
て
い
た
。
同

年
十
月
二
十

一
日
、
教
育
勅
語
が
澳
発
さ
れ
て
明
治
天
皇
の
御
真
影

（天
皇

の
写
真
）
が
学
校
に
下
賜
さ
れ
、
そ
の
礼
拝
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
。
翌

一
月
九
日
、
御
真
影
に
職
員
生
徒
が
礼
拝
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

内
村
は
当
初
敬
礼
程
度
な
ら
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
礼
拝
は
天
皇
を
神
　
　
一

と
す
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
立
場
か
ら
偶
像
崇
拝
と
し
て
で
き
な
い
と

　

７

考
え
、
内
村
は
困
窮
し
た
。
教
師
六
十
人
の
う
ち
二
番
目
に
壇
に
の
ぼ
っ
て
　
　
一

真
影
の
前
に
立

っ
た
内
村
は
、
つ
い
に
他
の
教
師
た
ち
の
よ
う
に
最
敬
礼
を

せ
ず
壇
を
降
り
た
。

こ
の
内
村
の
と

っ
た
態
度
は
、
た
だ
ち
に
学
内
に
喧
々
ご
う
ど
う
た
る
非

難
を
呼
び
お
こ
し
た
。
国
家
主
義
者
は
、
こ
の
時
と
ば
か
り
そ

れ

を

材
料

に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
わ
が
国
体
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
攻
撃
の
火
ぶ
た
を
切

っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
陣
営
も
ま
た
論
陣
を
張
り
、
こ
の

一
事
件
は
不
敬
事
件

と
い
う
大
事
件
と
な

っ
て
発
展
し
た
。
つ
い
に
内
村
は
そ
の
職

を

免

ぜ

ら

れ
、
世
論
は
内
村
を
国
賊
扱
い
に
し
、
そ
の
後
数
年
間
、
内
村
は
全
国
に
身

を
置
き
枕
す
る
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。



内
村
鑑
三
は
元
来
皇
室
に
対
し
て
は
明
治
の
人
ら
し
く
尊
崇
の
念
を
持

っ

て
い
て
、　
一
八
八
九
年
の
天
長
節
に
は
東
洋
英
和
学
校
で
、
富
士
山
と
と
も

に
天
壌
無
窮
の
皇
室
は
日
本
の
誇
り
で
あ
る
と
い
っ
た
講
演
も
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。
ま
た
教
育
勅
語
に
つ
い
て
も
、
朝
野
の
道
徳
の
乱
れ
て
い
る
と

き
に
、
道
徳
の
基
準
を
天
皇
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
事
件
の
た
め
に
、
内
村
は
全
国
の
さ
ま

ざ
ま
な
階
層
の
人
々
か
ら
激
し
い
攻
撃
を

一
身
に
受
け
た
。
結
局
内
村
自
身

国
内
の
あ
ら
ゆ
る
迫
害
と
悲
運
の
な
か
で
孤
独
に
耐
え
、
忍
耐
強
く
無
抵
抗

主
義
を
と

っ
て
ゆ
く
以
外
に
、
よ
り
よ
い
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。
そ
う
し
た
迫
害
の
な
か
で
、
内
村
は
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
の
前
に
良

心
と
し
て
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
大
い
な
る
平
安
を
得
る
自
分
自
身
を

見
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。

不
敬
事
件
三
年
後
の

一
八
九
四
年
、
内
村
三
十
三
歳
の
と
き
、
日
清
戦
争

が
お
こ
っ
た
。
明
治
維
新
以
来
富
国
強
兵
策
を
最
大
の
国
策
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
か
か
げ
、
近
代
化
＝
資
本
主
義
化

・
軍
事
化
を
強
力
に
推
し
進
め
て
き
た

わ
が
明
治
絶
対
主
義
政
府
は
、
日
清
戦
争
の
勃
発
と
そ
の
勝
利
に
よ

っ
て
、

そ
の
後
の
歩
み
に
決
定
的
な
帝
国
主
義
的
相
貌
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
。

内
村
鑑
三
は
さ
き
の
不
敬
事
件
の
な
ま
な
ま
し
い
体
験
を
通
じ
て
、
国
家

主
義
と
そ
の
体
制
と
闘
う
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
、
魂
の
奥

底
に
し
み
入
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
内
村
は
こ
れ
ら
の
激
烈
な
戦

い
を
通
じ
て
、
自
己
の
思
想
を
確
か
め
、
自
己
の
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
信
仰
を

一

筋
に
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
内
村
は
自
分
の
日
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く

る
神
を
否
定
す
る
現
実
と
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
と
対
決
し

よ
う
と
決
断
し
た
。
し
か
も
内
村
は
上
州
人
で
あ

っ
た
。
上
州
人
特
有
の
執

念
に
徹
し
た
頑
固
さ
が
、
内
村
を
し
て
特
異
な
存
在
た
ら
し
め
た
。

日
清
戦
争
開
戦
当
初
、
内
村
は
こ
の
戦
い
を

「義
な
り
」
と
し
た
。
し
か

し
戦
後
の
帝
国
主
義
的
現
実
を
つ
ま
び
ら
か
に
直
視
し
、
内
村
は

「義
戦
に

あ
ら
ず
」
と
断
じ
た
。
さ
て
こ
の
年
の
七
月
、
内
村
は
相
州
箱
根
山
で

一
の

講
演
を
行
な

っ
て
い
る
。
内
村
の

「後
世

へ
の
最
大
遺
物
」
は
こ
の
時
の
講

演
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
こ
で
つ
ぎ
の
よ

う
に
語

っ
て
い
る
。

我
々
が
五
十
年
の
生
命
を
托
し
た
こ
の
美
し
い
地
球
、
こ

の
美

し

い

国
、
こ
の
我
々
を
育
て
て
く
れ
た
山
や
河
、
我
々
は
之
に
何
も
遺
さ
ず
に

死
ん
で
し
ま
い
た
く
な
い
、
何
か
こ
の
世
に
記
念
物
を
遺
し

て

逝

き

た

い
。
そ
れ
な
ら
ば
我
々
は
何
を
こ
の
世
に
遺
し
て
逝
か
う
か
、
金
か
、
事

業
か
、
思
想
か
。
こ
れ
い
づ
れ
も
遺
す
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
何
人
に
も
遺
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
は

本
当
の
最
大
な
る
遺
物
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
何
人
に
も
遺
す
こ
と
の

で
き
る
本
当
の
最
大
遺
物
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
勇
ま
し
い
高
尚
な
る

生
涯
で
あ
る
。
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こ
の
内
村
の
言
葉
は
、
後
の
若
い
世
代
の
志
を
ど
れ
ほ
ど
励
ま
し
、
勇
気

づ
け
た
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
天
野
貞
祐
も
ま
た
年
少
の
頃
こ
の
言
葉
に

大
い
な
励
ま
し
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

新
渡
戸
稲
造
に
お
け
る

″
人
″

天
野
は
四
年
遅
れ
て
中
学
を
卒
業
し
、
第

一
高
等
学
校
に
入
学
し
た
が
、

当
時
の

一
高
の
校
長
は
内
村
鑑
三
と
同
期
の
新
渡
戸
稲
造
で
あ

っ
た
。
天
野

は
新
渡
戸
に
関
し
て
そ
の

「忘
れ
え
ぬ
人
々
」
な
ど
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
し
る
し
て
い
る
。

一
高
の
校
長
は
内
村
先
生
の
親
友
新
渡
戸
稲
造
先
生
で
あ

っ
た
。
先
生

の
修
身
講
話
を
私
達
は
そ
の
時
間
の
来
る
の
が
待
遠
し
く
て
な
ら
ぬ
ほ
ど

に
喜
ん
で
聞
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
講
話
は
座
談
的
で
わ
か
り
や
す
く
、

そ
の
内
容
は
人
生
の
深
い
問
題
か
ら
全
く
日
常
的
な
こ
と
ま

で

も

及

ん

だ
。す

べ
て
実
践
を
ふ
ま
え
た
訓
話
だ

っ
た
。
わ
た
し
は

「道
は
近
き
に
あ

る
」
と
強
く
感
じ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、

「教
養
と
は
な
ん
で
あ
る
か
」

を
感
得
し
た
。

新
渡
戸
稲
造
に
お
け
る
″
人
間
〃
と
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
に
は
新
渡
戸
自
身
の
生
涯
を
顧
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
新
渡
戸
稲
造
七
二
年
の
生
涯
に
お
い
て
遺
し
た
も
の
は
あ
ま
り

に
も
巨
大
で
あ
り
、
ま
た
量
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
豊
か
さ
と
内
容
と
を
た
た

え
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
最
大
の
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
に
教
育
者

（
注
１０
）

と
し
て
の
業
績
を
あ
げ
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

敗
戦
後
日
本
の
近
代
化
の
再
出
発
に
当

っ
て
、
新
渡
戸
稲
造
は
あ
ら
ゆ
る

意
味
に
お
い
て
日
本
教
育
の
原
点
に
立

っ
て
い
た
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
戦
後
の
新
平
和
憲
法
に
基
づ
く
新

教
育
基
本
法
の
制
定
に
先
立

っ
て
、
新
渡
戸
の
残
し
た
教
育
理
念
と
実
践
と

は
、
改
め
て
再
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し

教
育
基
本
法
制
定
当
時
、
文
部
省
学
校
教
育
局
長
と
し
て
そ
の
立
案
に
参
画
　
　
一

し
た
日
高
第
四
郎
氏

（第

一
高
等
学
校
教
授
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

　

９一

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

…
…
新
渡
戸
先
生
は
、
教
育
基
本
法
の
精
神
の
歴
史
的
背
景
を
お
の
ず

か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
た
、
そ
の
育
て
の
親
で
あ

っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
法
律
を
あ
た
か
も
予
測
せ
る
ご
と
く
、

『
透
徹
せ
る
自

律
的
人
格
主
義
に
基
づ
く
近
代
民
主
主
義
』
を
、
思
想
的
に
も
実
践
的
に

も
情
緒
的
に
も
生
活
に
具
現
さ
れ
た
新
日
本
の
開
拓
者
た
る
趣
き
を
も

っ

て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

…
…
実
際
先
生
の
人
格
的
思
想
的
信
仰
的
影
響
を
身
に
つ
け
た
次
代
の

人
々
が
…
…
先
生
に
代
る
よ
う
な
心
持
を
以
て
、
祖
国
の
復
興
の
た
め
に



そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
立
ち
上

っ
た
で
あ
ろ
う

日
高
氏
は
そ
れ
ら
の
人
々
と
し
て
、
幣
原
内
閣
の
文
相
前
田
多
門
、
そ
の

後
任
者
安
倍
能
成
、
田
中
耕
太
郎

（次
官
の
山
崎
匡
輔
）
を
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
附
け
加
え
る
と
、
片
山
内
閣
の
文
相
森
戸
辰
男
、
吉
田
内
閣
の
天
野

貞
祐
の
名
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
戦
後
の
文
教
行
政
を
担

っ
た

有
力
な
指
導
者
達
は
、
い
ず
れ
も
新
渡
戸
が

一
高
校
長
時
代
に
親
し
く
そ
の

薫
陶
を
受
け
た
生
徒
の
群
れ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
戦
後
の
新
時
代
の
東
京
大

学
総
長
で
あ

っ
た
南
原
繁
、
矢
内
原
忠
雄
も
ま
た
新
渡
戸
の
愛
弟
子
で
あ

っ

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
新
渡
戸
の
教
育
理
念
と
実
践
と
の
渾
然
た
る
融
和
は
、
明
治
二
十
年

代
彼
の
札
幌
農
学
校
教
授
時
代
に
、
早
く
も
結
実
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

ほ
と
ば
し
る
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
情
熱
は
、
札
幌
の
恵
ま
れ
ぬ
子
弟
の
た
め

の
札
幌
遠
友
夜
学
校
の
創
設

（
一
八
八
四
年
）
と
な

っ
た
。
新
渡
戸
の
札
幌

に
残
し
た
、
唯

一
最
大
の
遺
産
は
実
に
こ
の
無
名
の

一
夜
学
校
で
あ
り
、
新

渡
戸
が
札
幌
を
去

っ
て
も
そ
の
同
期
生
の
宮
部
金
吾
、
門
弟
子
の
大
島
金
太

郎
、
有
島
武
郎
、
半
沢
洵
博
士
な
ど
に
よ

っ
て
半
世
紀
の
間
受
け
継
が
れ
、

教
育
と
は
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
点
を
示
し
た
の
で
あ

っ
た
。

新
渡
戸
は
さ
ら
に
日
本
の
近
代
化
に
当

っ
て
果
す
べ
き
婦
人
の
役
割
の
重

要
性
に
思
い
を
寄
せ
、
女
子
教
育
の
面
に
お
い
て
他
の
何
人
に
も
ま
さ
つ
て

尽
力
し
た
。
札
幌
農
学
校
教
授
時
代
、

ス
ミ
ス
女
学
院

（現
北
星
学
園
）
の

発
展
の
た
め
に
心
を
砕
い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
第

一
回
の
卒
業
生
で
あ

っ

た
河
合
道
子
女
史
が
後
に

（
一
九
二
九
年
）
東
京
牛
込
の
神
楽
坂
に
恵
泉
女

学
園
を
創
立
し
た
時
も
、
そ
れ
以
後
も
変
ら
ず
、
新
渡
戸
は
河
合
の
慈
父
で

あ

っ
た
。

新
渡
戸
は

一
九
〇
八
年
わ
が
国
で
最
初
の
女
子
大
学
で
あ
る
東
京
女
子
大

学
の
初
代
学
長
と
し
て
安
井
哲
子
女
史
の
補
佐
の
も
と
に
高
等
女
子
教
育
に

当

っ
た
。
新
渡
戸
は
津
田
塾
大
学
の
創
立
者
津
田
梅
子
女
史
に
と

っ
て
も
、

日
本
女
子
大
学
校
の
上
代
た
の
女
史
に
と

っ
て
も
、　
″
ア
ン
ク
ル

・
ニ
ト

ベ
〃

（新
渡
戸
の
お
じ
さ
ん
）
の
愛
称
で
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
な
お
新
渡
戸

の
直
接
関
係
し
た
女
学
校
と
し
て
、
東
京
女
子
経
済
専
門
学
校
、
フ
レ
ン
ド
　
　
・

女
学
校
な
ど
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１０

新
渡
戸
が
婦
人
の
恩
人
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
深
い
根
　
　
一

拠
が
あ
っ
た
。
海
外
生
活
の
ず
ば
ぬ
け
て
長
年
月
に
わ
た

っ
た
新
渡
戸
が
、

そ
の
女
子
教
育
の
理
想
と
し
て
抱
い
て
い
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る

″
ハ
イ
カ

ラ
さ
ん
″
で
は
な
く
、
世
界
の
ど
こ
の
地

へ
行

っ
て
も
は
ず
か

し

く

は

な

い
、
純
日
本
の
女
ら
し
い
人
を
育
て
よ
う
と
の
考
え
が
し
き
り
で
あ

っ
た
。

新
渡
戸
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
若
い
多
感
な
農
学
校
生
徒
時
代
、
死
の
目
に

も
会
え
な
か

っ
た
最
愛
の
母
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
母

へ
の
深

い
悲
し
み
が
、
婦
人
に
対
す
る
同
情
に
つ
な
が
り
、
女
子
教
育

へ
の
あ
く
こ

と
な
い
献
身
と
な

っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



明
治
以
降
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
い
わ
ゅ
る
国
際
人
と
し
て
新
渡
戸
の
前

に
も
後
に
も
新
渡
戸
を
し
の
ぐ
も
の
は
つ
い
に
今
日
ま
で
現
わ
れ
な
か

っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
新
渡
戸
は
わ
が
国
の
生
ん
だ
、
稀
有
の
、
国
際
人
の
代
表

者
と
い
わ
れ
る
に
相
応
し
か

っ
た
。

新
渡
戸
が
ま
ず
国
際
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る
に
至

っ
た

最

初

の
契
機

は
、　
一
八
九
九
年
の
英
文

「”
ａ
〓
鮎
ｏ
‐↓
ｒ
ｏ
∽
ｏ
Ｌ

ｏ
¨
〕８
‥
」
を
通
じ
て

で
あ

っ
た
。
こ
の
書
物
は
多
く
の
諸
国
民
の
魂
と
精
神
に
深
い
影
響
を
与
え

ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
。
そ
の
洗
練
さ
れ
た
文
章
、
そ
の
充
実
し
た
思
索
に

満
ち
た
内
容
は
、
実
に
英
文
学
の
至
宝
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の

″
武
士
道
″
が
生
れ
た
背
景
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
。
そ
の

書
物
が

「
過
去
を
敬
ふ
こ
と
並
に
武
士
の
徳
行
を
慕
ふ
こ
と
を
私
に
教

へ
た

る
、
我
が
愛
す
る
叔
父
太
田
時
敏
に
こ
の
小
著
を
捧
ぐ
」
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
南
部
藩
の
す
ぐ
れ
た
家
系
の
な
か
か
ら
生
れ
、
育

っ
た
も
の
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。
　
″
武
士
道
″
こ
そ
日
本
の
魂
で
あ
り
、
新
渡
戸
が
日
本
に
は

日
本
の
長
所
が
あ
る
と
主
張
す
る
時
、
武
士
道
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
か

っ

た
と
い
え
る
。
新
渡
戸
は
そ
れ
よ
り
二
十
年
後
、　
一
人

一
九
年
国
際
連
盟
事

務
局
次
長
と
し
て
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
連
盟
の
事
務
局
の
良
心
と
し
て
、

そ
の
限
り
な
い
声
望
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
新
渡
戸
は
す
ぐ
れ
た
国
際
人
で
あ

っ
た
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ

た
日
本
人
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
新
渡
戸
ほ
ど
日
本
の
歴
史
と
文
化
と
精
神
と
に
、
深
い
理
解
を
示
し
て

い
た
人
も
ま
た
少
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
愛
弟
子
松
本
重
治
氏

（国

際
文
化
会
館
理
事
長
）
が
正
当
に
い
う
よ
う
に
、
新
渡
戸
は

「
正
し
く

″
国

内
人
″
で
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
堂
々
た
る

″
国
際
人
〃
」
で
あ

っ
た

の
で
あ

る

。そ
も
そ
も
国
際
人
と
は
何
か
。
近
代
日
本
の
代
表
者
と
し
て
、
新
渡
戸
は

内
村
鑑
三
と
な
ら
ん
で
明
治

・
大
正

・
昭
和
初
期
の
波
瀾
の
三
代
を
、
ま
さ

し
く

一
人
の
普
遍
主
義
者

。
国
際
主
義
者
と
し
て
生
き
た
。
新
渡
戸
は
軍
国

主
義
や
極
端
な
国
家
主
義
を
否
定
し
国
際
主
義
を
強
調
す
る
意
味
に
お
い
て

自
由
主
義
者
で
あ
り
、
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ

っ
た
。
祖
国
や
家
族
の
　
　
一

価
値
を
強
調
す
る
意
味
に
お
い
て
、
無
政
府
的
自
由
主
義
者
で
は
あ
り
え
な

　

Ｈ一

か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

賀
川
豊
彦
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
真
の
国
際
人
と
し
て
の
新
渡
戸
稲
造
を
た

た
え
た
。祖

父
の
血
を
継
い
で

開
拓
事
業
に
生
き

国
境
を
越
え
て

人
間
を
愛
し
得
る

宇
宙
精
神
の
持
主
で
あ

っ
た
よ

お
お
尊
き
存
在

真
の
国
際
人
と
は
、
国
境
を
越
え
て
、
人
間
を
愛
し
得
る
宇
宙
精
神
の
持



主
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
新
渡
戸
は
内
村
と
と
も
に
、
高
尚
な
る
生
涯
を
近

代
日
本
に
残
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
新
渡
戸
は
そ
の
祖
父
の
血
を
継
い

で
、
北
辺
の
開
拓
事
業
に
生
き
た
の
で
あ

っ
た
。

新
渡
戸
は

一
九
二
三
年
の
夏
逝
去
の
直
前
、
す
で
に
こ
の
地
上
の
生
活
の

終
り
が
近
づ
き
、
天
国
に
向
い
つ
つ
あ
る
自
分
自
身
を
予
感
し
て
い
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
の
発
病
前
の
日
記
に
は
、
ピ
リ
ピ
書
第

一
章
の

つ
ぎ
の
聖
句
が
じ
る
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
に
と

っ
て
は
、
生
き
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
死
ぬ
こ
と

は
益
で
あ
る
。

高
木
八
尺
博
士

（東
京
大
学
名
誉
教
授

。
文
化
勲
章
受
賞
者
）
は
新
渡
戸

稲
造
全
集
の
編
さ
ん
事
業
を
終
え
て
、
そ
の
所
感
と
し
て
、
新
渡
戸
の
信
仰

が
そ
の
本
質
に
お
い
て
内
村
の
信
仰
と
相
距
る
こ
と
遠
く
は
な
か

っ
た
と
い

う
見
解
を
下
し
て
い
る
。
両
先
生
の
信
仰
の
根
底
に
は
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
十

字
架
が
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
三
谷
隆
正
が

指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
と
附
け
加
え
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
新
渡

戸
稲
造
の
生
涯
と
信
仰
と
思
想
と
の
全
体
を
知
る
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「あ
ゝ
我
れ
悩
め
る
人
な
る
か
な
。
此
の
死
の
体
よ
り
我
を
救
は
ん
者

は
誰
ぞ
。
我
ら
の
主
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
に
頼
り
て
神
に
感
謝
す
」

と
叫
ん
だ
パ
ウ
ロ
が
、

「
わ
れ
弱
き
者
に
は
弱
き
者
と
な
れ
り
、
こ
れ
弱
き
者
を
得
ん
が
た
め

な
り
…
…
我
れ
凡
て
の
人
に
は
凡
て
の
人
の
状
に
従

へ
り
、
こ
れ
に
い
か

に
も
し
て
幾
許
か
の
人
を
救
は
ん
た
め
な
り
」

へ
と
進
ん
だ
同
じ
道
を
新
渡
戸
先
生
は
辿

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

鶉
内
村
鑑
三
と
天
野
貞
祐

「教
育
五
十
年
」
に
よ
れ
ば
、
天
野
は

一
八
九
七
年
十
三
歳
の
時
東
京
に

出
で
獨
逸
学
協
会
中
学

へ
入
学
し
た
。
将
来
医
科
に
進
む
た
め
で
あ

っ
た
と

し
る
し
て
い
る
。
身
体
を
鍛
え
よ
う
と
思

っ
て
野
球
部

へ
入

っ
た
。
そ
の
時

練
習
中
捻
挫
し
長
期
欠
席
と
な
り
、
静
養
中
チ
フ
ス
に
か
か
り
、
同
病
の
母
　
　
一

君
は
他
界
さ
れ
た
。
天
野
は
治

っ
た
も
の
の
、
予
後
お
も
わ
し
く
な
く
、
と

　

‐２

う
と
う
学
校
も
退
学
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
時
少
年
天
野
を
母
の
死
に
よ
る
　
　
一

精
神
的
打
撃
と
絶
望
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
た
も
の
は
、
実
に
内
村
鑑
三
の

諸
著
作
、
わ
け
て
も
前
述
の

「後
世

へ
の
最
大
遺
物
」
で
あ

っ
た
。

「
こ
の
本
の
結
論
は
」
、　
十
四
代
校
長
小
池
辰
雄
教
授
に
よ
れ
ば
、

「神

を
信
じ
、
天
来
の
歓
喜
と
希
望
の
中
に
、
勇
敢
に
し
て
高
尚
な
る
生
涯
を
お

く
る
こ
と
が
後
世

へ
の
最
大
遺
物
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
が

少
年
天
野
の
魂
に
霊
的
新
生
を
も
た
ら
し
、
彼
は

『
勇
ま
し
い
高

尚

な

生

涯
』
を
以
て
、

『
神
と
人
と
に
仕
え
る
こ
と
』
が
自
分
の
人
生
道
で
あ
る
と

（
注
１２
）

確
然
と
悟
り
、
そ
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ

っ
た
」
。

（
注
１３
）

天
野
自
身
そ
の

「
教
育
五
十
年
」
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
し
て
い



ス
）
。

わ
た
し
は
野
球
に
耽
ち

て
勉
強
を
し
な
か
っ
た
が
、
幸
か
不
幸
か
四
年

生
の
時
野
球
の
仕
合
で
足
を
ね
ん
ざ
し
て
、
休
学
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
と
な

っ
た
。
わ
る
い
時
に
は
わ
る
い
こ
と
が
重
な
り
易
い
も
の
で
、
足

の
ね
ん
ざ
が
快
癒
し
た
年
、
母
と

一
緒
に
、
チ
フ
ス
に
か
か
り
、
わ
た
し

は
全
快
し
た
が
、
母
は
亡
く
な

っ
た
。
田
舎
の
こ
と
で
医
療
の
不
十
分
で

あ
っ
た
こ
と
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
母
は
ま
だ
四
十
五
歳
で
わ
た
し
は
十

七
歳
で
あ

っ
た
。
家
の
中
心
で
あ

っ
た
母
が
亡
く
な

っ
て

「積
善
の
家
に

は
余
慶
あ
り
」
と
云
わ
れ
、
幸
福
そ
の
も
の
の
よ
う
な
明
る
い
家
は
急
に

暗
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
ま
で
無
邪
気
で
暢
気
で
あ

っ
た
わ
た
し
は
厳
し
い
現
実
世
界

へ
突

き
落
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
精
神
的
打
撃
に
伴

っ
て
チ
フ
ス
の
予
後
が

わ
る
く
、
と
う
と
う
学
校
も
退
学
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
し
て
ぶ
ら
ぶ
ら

日
を
送

っ
て
お
る
う
ち
に
、
内
村
鑑
三
先
生
の
諸
著
作
わ
け
て
も

「後
世

へ
の
最
大
遺
物
」
を
読
ん
で
、
暗
夜
に
光
明
を
見
出
し
た
。

先
生
に
よ
れ
ば
人
間
は
生
れ
来

っ
た
以
上
、
何
か
を
後
世

へ
遺
し
た
い

と
希
う
も
の
で
あ
る
が
、
先
づ
第

一
に
挙
げ
ら
る
べ
き
は
莫
大
な
財
を
後

世
に
遺
し
て
社
会
事
業
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
事
業
を
遺

す
こ
と
。
第
二
に
は
著
作
等
に
よ

っ
て
思
想
を
遺
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
立
派
な
遺
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
誰
に
で
も
で
き
る
と
い
う

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
最
大
の
遺
物
は
人
間
誰
に
で
も
で
き
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
高
尚
に
し
て
勇
気
あ
る

生

涯

で
あ

る
、
と
云
う
の
は
こ
の
世
を
悪
魔
の
支
配
す
る
世
界
で
な
く
し
て
神
の
支

配
す
る
世
界
だ
と
信
じ
、
そ
の
信
念
に
従

っ
て
勇
ま
し
く
生
き
る
生
涯
で

あ
る
。
こ
れ
は
誰
に
で
も
で
き
る

「後
世

へ
の
最
大
遺
物
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
自
分
に
も
で
き
る
、
と
わ
た
し
は
こ
こ
に
生
活
勇
気

を
振
い
起
し
た
の
で
あ
る
。

「
聖
書
の
研
究
」
「求
安
録
」
「
キ
リ
ス
ト
信

徒
の
慰
め
」
な
ど
を
熟
読
し
て
ま
す
ま
す
信
念
を
強
固
に
し
、
未
熟
な
が

ら

一
種
の
精
神
革
命
を
体
験
し
た
。

こ
の
年

一
九
〇
六

（明
治
二
九
）
年

一
高
文
科

へ
入
学
し
た
。
教
育
者

に
成
ろ
う
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
た
し
の
生
き
ゆ
く
道

は

一
歩

一
歩
教
育

へ
向

っ
て
行

っ
た
。
少
年
期
を
儒
教
の
雰
囲
気
の
中
で

過
し
た
が
、
そ
の
末
期
母
の
死
と
い
う
傷
心
悲
痛
な
体
験
に
よ

っ
て
ほ
と

ん
ど
生
活
勇
気
を
喪
失
し
た
。
た
ま
た
ま
内
村
先
生
の
教
え
に
媒
介
さ
れ

て
キ
リ
ス
ト
教
の
光
明
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。　
一
高
入
学
後
、
知
人

の
紹
介
で
内
村
先
生
が
少
数
の
近
親
者
の
た
め
に
毎
日
曜
な
さ
れ
た
聖
書

講
義
に
出
席
を
ゆ
る
さ
れ
、
当
時
本
郷
に
在

っ
た

一
高
の
寄
宿
寮
か
ら
通

っ
た
。
徒
歩
で
本
郷
か
ら
小
石
川
に
出
て
戸
山
の
原
を
通

っ
て
柏
木
の
講

義
所

へ
行
き
、
午
前
は
講
義
を
聴
き
、
寮
か
ら
買

っ
て
来
た
大
き
な
オ
ム

ス
ビ
を
昼
食
に
し
、
午
後
の
祈
祷
会
に
出
席
し
た
。
毎
日
曜
柏
木
行
き
を
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休
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
雨
が
降
ら

て
も
風
が
吹
い
て
も
試
験
の
前
日

で
も
決
し
て
休
ま
な
か

っ
た
。
当
時
の
わ
た
し
に
は
内
村
先
生
の
指
示
は

絶
対
で
あ

っ
て
、
先
生
が
日
曜
日
に
は
平
常
の
仕
事
を
休
め
と
云
わ
れ
た

の
で
、
日
曜
日
に
は
試
験
の
準
備
勉
強
な
ど
決
し
て
為
さ
な
か

っ
た
。
そ

れ
ほ
ど
信
仰
に
関
し
て
熱
心
で
あ

っ
た
が
、
先
生
の
正
統
キ
リ
ス
ト
教
に

は
ど
う
し
て
も
付
い
て
ゆ
け
な
い
点
が
あ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
成

れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
先
生
の
精
神
は
わ
た
し
な
り
に
会
得
し
、
そ
れ
に

従

っ
て
今
日
ま
で
生
き
て
来
た
。
そ
う
し
て
ま
た
そ
の
精
神
が
わ
た
し
の

教
育
精
神
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

後
年
天
野
は
内
村
鑑
三
よ
り
の
強
烈
な
精
神
的
感
化
を
、
様

様

な
機

会

に
、
多
様
な
表
現
を
も

っ
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

―

「広
島
県
出
身
で
あ
る
森
戸
辰
男
氏

（文
部
大
臣
）
は
第

一
回

『
平
和

宣
言
』
の
起
草
を
わ
た
し
に
依
頼
さ
れ
た
。
年
少
か
ら
内
村
絶
対
平
和
主

義
に
教
育
さ
れ
て
来
た
わ
た
し
の
心
情
が
こ
こ
に
宣
言
の
機
会
を
与
え
ら

れ
た
こ
と
は
わ
た
し
の

一
生
に
お
け
る
重
大
な
表
現
で
あ
っ
た
」

（教
育

五
十
年
）

靱
新
渡
戸
稲
造
と
天
野
貞
祐

天
野
は
そ
の
教
育
五
十
年
に
お
い
て
、
符
節
を
あ
わ
せ
た
よ
う
に
新
渡
戸

稲
造
の
教
育
実
践
の
後
を
継
ぐ
よ
う
な
過
程
を
辿

っ
て
い
た
。
新
渡
戸
は
輝

け
る

一
高
校
長
で
あ

っ
た
が
、
天
野
は
そ
の
最
後
の

一
高
校
長
で
あ

っ
た
。

戦
後
の
平
和
憲
法
＝
教
育
基
本
法
の
実
施
に
お
い
て
天
野
は
戦
後
文
部
大
臣

と
し
て
新
渡
戸
路
線
の
実
践
者
と
な

っ
た
と
い
え
る
。
天
野
の
独
自
の
道
理

を
強
調
す
る
人
間
教
育
論
も
、
天
野
の
意
識
す
る
と
い
な
と
に
か
か
わ
ら
ず

新
渡
戸
校
長
の
感
化
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。

（
注
１４
）

天
野
は

「
教
育
五
十
年
」
に
お
い
て
、
新
渡
戸
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
触

れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
天
野
の
新
渡
戸
論
中
も

っ
と
も
多
く
論
及
し
た

も
の
で
あ
る
。

校
長
新
渡
戸
稲
造
先
生
は
卓
越
し
た
人
物
で
し
か
も
ま
だ
四
十
歳
代
の
　
　
一

壮
年
学
者
で
、
そ
の
颯
爽
た
る
容
姿
は
七
十
年
を

へ
だ
て
た
今
日
で
も
、
　
　
１４一

な
お
わ
た
し
の
構
想
写
面
に
鮮
か
な
の
で
あ
る
。
校
長
は
毎
週

一
回
実
践

倫
理
を
講
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
講
義
体
で
な
く
談
話
的
対
話
で
実
に
わ

か
り
易
く
、
日
常
直
ち
に
実
行
で
き
る
こ
と
か
ら
、
思
想
的
な
問
題
に
及

ん
で
い
た
。
わ
た
し
な
ど
は
講
義
の
日
の
来
る
の
が
待
ち
遠
し
く
、
講
義

に
な
る
と
そ
の
時
間
の
過
ぎ
る
の
が
あ
ま
り
に
も
早
く
も

っ
と
も

っ
と
聴

き
た
い
と
感
じ
た
。
長
い
修
学
生
活
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
体
験
を
し
た

こ
と
は
容
易
に
な
く
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
新
渡
戸
先
生
独
自
の
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

明
治
末
期
ま
で
の

一
高
生
は
大
体
に
お
い
て
強
い
国
家
思
想
を
も

っ
て

い
て
も
、
深
い
内
省
を
知
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
三
十
年
代



に
な

っ
て
も
藤
村
操
、
魚
住
影
雄
、
安
倍
能
成
の
如
き
人
達
が
個
人
を
自

覚
し
個
人
主
義
を
唱
道
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
社
会
的
意
識
と
い

う
も
の
は
な
お
不
十
分
で
国
家
と
個
人
は
知

っ
て
も
、
個
人
の
外
に
あ
り

国
家
の
内
に
あ
る
社
会
と
い
う
も
の
は
生
き
て
感
じ
て
は
い
な
か

っ
た
で

は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
し
な
ど
の
時
期
は
個
人
主
義
勃
興
の
気
運
を
う
け

て
外
向
的
傾
向
を
排
し
て
内
面
に
向
い
内
に
沈
潜
す
る
傾
向
と
成

っ
た
。

こ
れ
が
校
長
の
教
養
的
影
響
と
相
倹

っ
て
教
養
的
と
な
り
、
修
養
が
盛
ん

に
な
り
宗
教
運
動
に
若
い
魂
が
捕
え
ら
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
し
か
し
個

人
の
修
養
に
急
で
あ

っ
て
も
社
会
的
自
覚
に
乏
し
か

っ
た
と
云
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
新
渡
戸
校
長
の
大
き
な
影
響
は
若
い
魂
を
内
に
向
わ
せ
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
、
個
人
と
国
家
よ
り
知
ら
ざ
る
浅
薄
な
個
人
主
義
か
ら

救
い
国
家
、
社
会
、
個
人
と
い
う
構
造
を
自
覚
せ
じ
め
た
こ
と

で
あ

っ

た
。
新
渡
戸
先
生
に
深
く
接
近
し
た
前
田
多
門
、
鶴
見
祐
輔
、
田
島
道
治

達
の
思
想
は
抽
象
的
個
人
主
義
を
脱
却
し
て
い
た
よ
う
に
わ
た
し
に
は
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

先
生
は
倫
理
講
話
に
お
い
て

一
方
で
は
極
め
て
卑
近
な
実
践
を
説
か
れ

た
。
例
え
ば
寄
宿
寮
の
不
潔
な
生
活
を
止
め
る
よ
う
厳
重
に
戒
め
ら
れ
た

が
、
単
に
清
潔
に
し
ろ
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
寝
床
は
毎

朝
あ
げ
る
よ
う
に
、
し
か
し
起
き
て
す
ぐ
た
た
ん
で
は
い
け
な
い
、
先
ず

ひ
ろ
げ
て
風
を
入
れ
て
お
い
て
洗
面
に
行
き
、
帰

っ
て
か
ら
た
た
む
よ
う

に
せ
よ
、
と
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
生
の
講
話
が
ど
れ
ほ
ど
行
き
届

い
た
も
の
で
あ
る
か
は
こ
の

一
例
を
も

っ
て
し
て
も
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
実
に
新
渡
戸
方
式
だ
と
思
う
。

一
方
で
は
か
よ
う
に
卑
近
な
実
践
で
あ
る
が
他
方
に
お
い
て
は
深
い
思

想
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
先
生
は
倫
理
講
話
の
ほ
か
に
ゲ
ー
テ
や
カ
ー
ラ

イ
ル
の
講
義
を
さ
れ
た
り
、
学
校
の
近
く
に
部
屋
を
借
り
て
生
徒
と
面
会

さ
れ
た
り
、
校
長
と
し
て
の
活
動
は
至
れ
り
尽
せ
り
で
あ

っ
た
。
そ
う
し

て

一
高
生
は
独
善
的
個
人
主
義
や
独
善
的
国
家
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
て
個

人
・社
会
・国
家
・世
界
と
い
う
具
体
的
世
界
人
生
観
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

天
野
は
こ
の
よ
う
に
札
幌
農
学
校
の
生
ん
だ
、
二
人
の
世
界
的
巨
人
で
あ

る
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
と
よ
り
多
く
の
豊
か
な
精
神
的
思
想
的
信
仰
的

感
化
を
受
け
た
と
い
え
る
。
し
か
し
天
野
は
た
と
え
ば
東
京
大
学
に
お
け
る

矢
内
原
忠
雄
の
よ
う
に
は
、
よ
り

一
歩
進
め
て
、
こ
の
二
人
の
内
部
に
は
入

ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
天
野
は

「内
村
先
生
に
対
し
て
単
な
る

一
聴
講
者
に

す
ぎ
な
か

っ
た
私
は
、
新
渡
戸
先
生
に
お
い
て
も
単
な
る

一
生
徒
以
上
の
関

係
を
ば
持
た
な
か

っ
た
」
と
、
じ
る
し
て
い
る
。

「然
し
斯
か
る
偉
れ
た
人

達
か
ら
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
私
の
大
き
な
幸
福
で
あ

っ

た
」
と
附
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

に
起
因
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の

一
つ
は
天
野
自
身
の
幼
時
よ
り
生
い
立
ち
、
や
や
厭
世
的
な
性
格
に
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よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。
年
少
そ
の
最
愛
の
母
を
失

っ

た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
打
撃
は
、
天
野
の
魂
の
奥
底
に
お
い
て
悲
哀
の
人
た

ら
し
め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
止
む
を
え
ざ
る
場
合
の
外
は
競
争
と

い
う
こ
と
を
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

天
野
自
身
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か

で
あ

ろ

う

。

―

少
年
の
頃
心
酔
し
て
読
ん
だ
内
村
先
生
の

「後
世

へ
の
最

大

遺

物
」
に
は

「
ひ
と
の
厭
が
る
事
を
進
ん
で
や
れ
」
と
あ

っ
て
、　
一
時
そ
れ

に
心
を
ひ
か
れ
た
が
、
四
十
代
に
成

っ
て
は
そ
う
い
う
積
極
性
は
全
く
失

い
、
全
然
消
極
的
な
社
会
生
活
に
安
ん
ず
る
人
生
観
に
生
き
て
い
た
。
自

分
流
の

一
種
の
厭
世
観
で
あ
る
。
こ
の
気
分
は
自
分
ひ
と
り
の
も
の
で
他

人
に
わ
か

っ
て
も
ら
え
る
と
も
思
わ
ず
、
親
友
の
九
鬼
周
造
君
に
さ
え
も

同
情
を
求
め
た
こ
と
が
な
い
。

そ
の
二
つ
は
、
天
野
が
京
都
帝
国
大
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
主
任
教
授
桑

木
巌
翼
博
士
の
す
す
め
に
よ
り
将
来
の
本
格
的
な
根
本
的
な
カ
ン
ト
哲
学
研

究
に
導
か
れ
た
こ
と
と
深
い
関
連
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
卒
業
論
文

と
し
て

「
カ
ン
ト
物
自
体
の
問
題
」
、　
そ
し
て
大
学
院
に
お
い
て

「
カ
ン
ト

学
徒
と
し
て
の
フ
イ
ヒ
テ
」
と
い
う
論
文
を
と
り
ま
と
め
た
が
、
天
野
自
身

の
し
る
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
厭
世
観
の
哲
学
者
カ
ン
ト
の
哲
学
精
神
が
身
に

つ
い
た
の
で
あ

っ
た
。
卒
業
と
同
時
カ
ン
ト
哲
学
の
翻
訳
を

思

い
立

ち
、

「プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
」
、　
そ
の
後

「
純
粋
理
性
批
判
」
の
翻
訳
に
着
手
し
た

こ
と
は
ま
た
後
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
天
野
は
こ
の
よ
う
に
そ
の
魂
の
恩
師
内
村
と
新
渡
戸
と
に
対

し

一
定
の
距
離
を
置
い
た
と
い
い
つ
つ
も
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
昭
和
十
年

代
の
日
本
の
疾
風
怒
涛
期
に
お
い
て
、
内
村
と
新
渡
戸
の
後
を
追
う
か
の
よ

う
に
時
代

へ
の
抵
抗
の
道
を
、
あ
た
か
も
東
京
大
学
に
お
い
て
は
矢
内
原
忠

雄
が
行
な

っ
た
よ
う
に
京
都
大
学
に
お
い
て
は
彼
自
身
抵
抗
の
道
を
歩
ん
で

ゆ
く
の
で
あ

っ
た
。
京
都
大
学
学
派
が
こ
の
時
代
に
む
し
ろ
順
応
し
た
な
か

（
注
１５
）

で
、
天
野
は
果
敢
に
時
代

へ
の
警
告
を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
天
野
の
公
　
　
一

刊
し
た

「道
理
の
感
覚
」
は
大
き
な
筆
禍
事
件
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ

っ
　
　
１６一

た

く

鶉
天
野
貞
祐
の
抵
抗
精
神

一
九
二
三
年
、
日
本
軍
部
に
よ
る
満
州
進
略
が
着
々
進
行
し
、
満
洲
建
国

と
な
り
、
日
本
帝
国
主
義
が
そ
の
猛
威
を
ふ
る
い
は
じ
め
て
き
た
時
代
に
、

天
野
は

「道
理
の
感
覚
」
を
著
し
、
時
代

へ
の
警
告
を
行
な

っ
た
。
今
日
考

え
る
と
、
天
野
の
発
言
は
日
本
全
体
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
国
家
に
突
入
し
つ
つ
あ

る
時
代
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
勇
気
の
あ
る
発
言
で
あ
り
、
預
言
と
も
い

え
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
後
年
天
野
は
こ
の
こ
と
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う

（
注
１６
）

に
述
べ
て
い
る
。



―
国
事
の
重
要
性
と
し
て
教
育
は
決
し
て
軍
事
に
劣
ら
な
い
。
し
か
る

に
軍
人
が
教
育
ま
で
も
支
配
し
、
教
育
者
は
唯
々
諾
々
そ
の
不
当
な
命
令

に
従

っ
て
い
る
の
は
結
局
教
育
者
が
団
結
せ
ず
、
団
結
力
が
無

い
か

ら

だ
。
教
育
者
よ
団
結
せ
よ
と
も
叫
ん
だ
が
誰
も
立
ち
上
ろ
う
と
し
な
い
、

わ
れ
ら
笛
吹
け
ど
も
汝
等
踊
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
危
急
存
亡
の
際
に
は
決

し
て
団
結
し
な
か

っ
た
教
育
者
は
無
条
件
降
伏
し
て
軍
部
が
無
力
と
な
る

と
日
本
教
育
者
組
合
を
組
織
し
、
か
え
っ
て
日
本
教
育
の
正
常
性
を
阻
害

す
る
よ
う
な
存
在
と
な

っ
た
。

本
来
平
和
と
自
由
の
擁
護
者
と
し
て
戦
争
の
勃
発
を
阻
止
す
べ
き
大
学

教
授
諸
君
も
全
く
消
極
的
で
あ

っ
た
雰
囲
気
の
中
に
あ

っ
て
、
真
剣
に
命

を
か
け
て
戦
争

へ
の
進
行
に
立
ち
は
だ
か
ろ
う
と
し
た

「道
理
の
感
覚
」

に
わ
た
し
は
十
分
な
自
信
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
国
家
が

一
た
ん
戦
争

を
決
定
し
て
か
ら
は
、
わ
た
し
は
決
し
て
反
戦
運
動
な
ど
を
せ
ず
国
民
と

し
て
の
義
務
を
守

っ
た
。

「道
理
の
感
覚
」
は
戦
争

へ
の
進
行
を
阻
止
し

よ
う
と
す
る
書
で
あ
る
。

同
書
、

「
国
難
の
克
服
」
に
お
い
て
天
野
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
国
家
の
運
命

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
…
…
国
家
に
関
し
て
も
私
た
ち
は
自
国
が
い
つ
ま
で
も
生
き
る
よ
う

に
思

っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
経
験
は
国
家
が
衰
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

教
え
る
。
甲
国
も
、
乙
国
も
、
丙
国
も
、
丁
国
も
…
…
衰
え
た
事
実
を
歴

史
は
冷
や
か
に
そ
う
し
て
厳
か
に
語

っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
場
合
に
よ

っ

て
は
当
然
国
家
が
衰
滅
す
る
こ
と
を
覚
悟

し
て
い
る
べ
き
だ
と
思
う
」
。

天
野
は
続
け
る
―
。

衰
亡
に
は
衰
亡
の
条
件
が
あ
る
。
そ
の
条
件
が
具
備
す
れ
ば
人
間
で
も

国
家
で
も
死
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
。

「人
は
欲
す
る
と
欲
せ
ざ
る

と
に
拘
わ
ら
ず

歴
史
の
必
然
性
に
服
従
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。」
そ
し

て
天
野
は

「
殊
に
現
下
の
ご
と
き
国
情
に
あ
っ
て
は
、
国
家
衰
亡
の
条
件

を
歴
史
に
お
い
て
学
び
、
謙
遜
に
聰
明
に
こ
れ
を
自
国
に
お
い
て
反
省
考

慮
す
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
だ
と
思
う
」
と
の
べ
て
い
る
。

天

野

は

今

日
、

「盲
信
を
捨
て
豪
語
を
止
め
、
も
の
の
真
相
を
認
識
せ
ん
と
す
る
こ

と
が
真
に
国
を
愛
す
る
者
の
態
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
時
代
の
似
而
　
　
一

非
愛
国
者
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐７

天
野
は
歴
史
よ
り
の
教
訓
と
し
て
、

「
一
国
衰
亡
の
真
因
は
つ
ね
に
国
　
　
一

民
の
、
わ
け
て
も
官
吏
、
軍
人
、
政
治
家
、
金
持
ち
の
如
き
人
た
ち
の
道

徳
的
堕
落
で
あ

っ
た
」
と
断
言
す
る
。
そ
し
て

「道
徳
力
を
失
え
ば
、
広

大
な
領
土
も
、
強
力
な
軍
備
も
、
豊
富
な
財
源
も
、
国
家
を
支
え
る
力
と

は
な
ら
な
い
。
否
、
却

っ
て
そ
れ
ら
は
百
害
の
根
源
と
さ
え
も
成
る
」
と

主
張
す
る
。

天
野
は
続
け
る
―

「
一
国
に
お
い
て
政
治
家
軍
人
財
閥
等
が
堕
落
す
れ

ば
、
き
ま

っ
て
兵
力
を
乱
用
す
る
。
国
費
を
濫
費
す
る
。
社
会
不
安
と
財

政
難
と
は
必
然
的
に
生
じ
来
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
敗
戦
が
国
を
亡
ぼ
す

の
で
は
な
い
。
財
政
難
が
国
を
亡
ぼ
す
の
で
は
な
い
。
無
名
の
戦
い
を
起



こ
し
或
は
国
費
を

濫
費
す
る
反
道
徳
性
が

国
を
亡
ぼ
す
の
で
あ
る
。」
と

い
う
。

天
野
は

「徳
義
は
血
液
で
あ
り
、
い
の
ち
で
あ
る
。
こ
れ
が
枯
ば
国
家

は
死
滅
す
る
ほ
か
は
な
い
」
と
い
う
。
‥
…
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
個
人
と
し
て

も
国
家
と
し
て
も
道
徳
を
規
準
と
す
る
以
外
に
根
本
方
針
は
有
し
得
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
存
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
。

天
野
は
そ
の
徳
義
、
道
理
こ
そ
い
の
ち
で
あ
る
こ
と
を
強

調

す

る
。

―

　
「
国
難
は
単
な
る
軍
事
外
交
政
治
経
済
の
問
題
に
尽
き
な
い
。
そ
れ

は
深
く
道
徳
問
題
に
根
ざ
し
て
い
る
。
国
家
の
深
愛
は
領
土
の
狭
際
で
は

な
い
。
軍
備
の
不
充
実
で
は
な
い
。
経
済
の
薄
弱
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
し
て
道
徳
的
堕
落
で
あ
る
。
不
義
不
正
の
城
尼
で
あ
る
。
」

そ
し
て
道
理
の
旗
じ
る
し
を
か
か
げ
よ
う
と
い
う
。
―
―

「
問
題
は
公

正
を
し
て
道
理
を
し
て
社
会
を
支
配
せ
し
む
る
に
あ
る
。
そ
れ
が
国
家
に

い
の
ち
を
与
え
血
を
通
わ
せ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
私
た
ち
が
十

人
は
十
人
、
百
人
は
百
人
、
千
人
は
千
人
、
凡
て
道
理
の
旗
じ
る
し
の
下

に
団
結
し

一
村
に
お
い
て
、　
一
県
に
お
い
て
、　
一
国
に
お
い
て
、
事
の
大

小
を
問
わ
ず
つ
ね
に
道
理
に
味
方
す
る
に
あ
る
。
旗
じ
る
し
は
つ
ね
に
道

理
で
あ

っ
て
利
益
で
あ

っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
人
の
何
人
た

る

を

問

わ

ず
、
そ
の
組
織
の
何
た
る
を
論
ぜ
ず
、
凡
て
の
不
正
に
抗
争
す
べ
し
。
不

道
理
は
何
人
に
対
し
て
も
為
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
国
に
お
い
て
の
み
な

ら
ず
、
他
国
に
対
し
て
も
為
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
私
た
ち
は
私
慾
を
す
て

断
じ
て

一
切
の
不
道
理
を
拒
否
す
べ
き
だ
と
思
う
。
正
義
公
正
の
な
い
所

に
国
家
の
繁
栄
は
な
い
。
国
民
の
幸
福
は
な
い
。
道
理
が
す
べ
て
の
も
の

の
根
底
で
あ
る
」
。

小
池
辰
雄
教
授
は

「道
理
の
感
覚
」
も
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
が
土
台
と
な

っ
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
同
論
文
に
旧
約
聖
書

・
イ
ザ
ヤ
の

予
言
―
内
村
鑑
三
の
烈
々
た
る
予
言
の
片
鱗
を
認
め
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
も

の
を
覚
え
る
。

さ
て

「道
理
の
感
覚
」
の
公
刊
は
軍
部
や
貴
族
院
な
ど
の
超
保
守
的
な

一

派
か
ら
の
攻
撃
の
対
象
と
な

っ
た
。
し
か
し
浜
田
京
大
総
長
の
冷
静
明
快
な
　
　
一

対
応
に
よ

っ
て
、
師
団
幹
部
と
の
妥
協
が
な
り
絶
版
を
条
件
に
同
問
題
の

一　
　
１８

切
解
決
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
対
応
を
め
ぐ

っ
て
、
わ
た
く
し
は
新
渡
戸
校
長
　
　
．

の
、
有
名
な

一
高
に
お
け
る
徳
富
萱
花
―
幸
徳
秋
水

″
謀
叛
論
〃
を
め
ぐ

っ

て
採

っ
た
態
勢
を
想
い
浮
べ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

天
野
は
後
年

「
天
下
を
支
配
し
て
い
る
陸
軍
に
反
旗
を
融
し
た
の
だ
か
ら

軍
部
に
お
も
ね
る
人
達
の
総
攻
撃
を
受
け
る
の
は
当
然
だ
が
、

『
師
団
』
ま

で
立
ち
上

っ
て
も
警
察
が
騒
い
で
も
、
ど
こ
が
脅
し
て
も
わ
た
し
は
平
然
と

し
て
い
た
。
関
東
人
と
い
う
自
覚
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
す
」
と
し
る
し
て
い

る
。

「相
模
」
に
は
武
士
の
都
で
あ
る
鎌
倉
や
小
田
原
も
あ
る
。
天
下
の
瞼

を
誇
る
箱
根
の
山
も
あ
る
。
だ
か
ら

「
関
八
州
も

っ
て
天
下
に
敵
す
る
に
足

る
」
と
い
わ
れ
、
わ
た
し
な
ど
そ
の
関
東
人
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
心
の
底
に



い
つ
も
持

っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

颯
む
す
び
に
か
え
て

人
間
形
成
と
か
人
間
教
育
と
か
は
、
特
に
戦
後
の
新
教
育
に
お
い
て
公
け

に
登
場
し
て
き
た
言
葉
で
あ
り
、
戦
後
の
新
し
い
民
主
主
義
の
段
階
に
応
じ

て
新
し
い
豊
か
さ
を
持

っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
な

か
に
あ

っ
て
天
野
貞
祐
の
人
間
形
成

。
人
間
教
育
論
は
独
自
の
内
容
と
体
系

と
を
有
し
、
時
代
に

一
つ
の
大
き
な
照
明
を
投
じ
て
い
る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。わ

た
く
し
は
天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
形
成
の
源
泉
と
し
て
、
札
幌
農
学

校
の
産
ん
だ
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
に
よ
る
影
響
を
特
に
論

じ

て
き

た

が
、
さ
ら
に
　
０
カ
ン
ト
の
理
想
主
義
哲
学
、
０
ヒ
ル
テ
ィ
に
よ
る
影
響
、
そ

し
て
　
０
羽
仁
も
と
子
自
由
学
園
教
育
実
践
を
も
加
え
て
こ
れ
ら
の
問
題
を

今
後
の
研
究
課
題
と
し
追
求
し
た
い
と
思
う
。

注（
１
）

小
池
辰
雄
著
作
集
第
五
巻

「
百
世
の
師
ヒ
ル
テ
ィ
ー
」
―
小
池
教

授

は

「
こ
の
書
を
そ
の
若
き
日
に
ヒ
ル
テ
ィ
ー
を
愛
読
さ
れ
た
わ
が
国
教
育
界
の

泰
斗
天
野
貞
祐
先
生
に
謹
ん
で
捧
ぐ
」
と
し
る
し
て
い
る
。

天
野
貞
祐

「
教
育
五
十
年
」

（南
窓
社

・
昭
和
四
十
九
年
）
十
頁
―
十
三

頁
参
照

（
２
）

（
３
）

帳
名
賢
造

「
札
幌
農
学
校
―
ク
ラ
ー
ク
と
そ
の
弟
子
達
」
第

一
章
札
幌
農

学
校
の
開
設

（
図
書
出
版
社

・
昭
和
五
十
五
年
）

（
４
）

蝦
名
賢
造

「
札
幌
農
学
校
」

（獨

協

大
学

ニ
ュ
ー
ス
・
第

一
二
五
号

・

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
五
日
）

（
５
）

天
野
貞
祐

「
わ
が
人
生
」
　

　

（自
由
学
園
出
版
局

。
昭
和
五
十
四
年
）

三
六
頁
以
下
参
照

（
６
）

蝦
名
賢
造

「
北
方
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」

（北
海
道
放
送

・
昭
和
三
十
九
年
）

二
九
頁
―
五
六
頁
参
照

（
７
）

岩
波
文
庫

。
同
書

一
六
三
頁
参
照

（
８
）

岩
波
文
庫

・
同
書

（
９
）

天
野
貞
祐

「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」

「
天
野
貞
祐
著
作
集
４
」

一
六
三
頁
参
照

（
１０
）

蝦
名
賢
造

「
札
幌
農
学
校
」
第
十

一
章
敗
戦
と
日
本
復
興
　
三
〇
三
頁
―

三
〇
七
頁
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
Ｈ
）

蝦
名
賢
造

「
新
渡
戸
稲
造
」

（
レ
ジ
オ
ン
・
青
森
）
昭
和
五
十
六
年
十
二
　
　
１９一

月
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
１２
）

小
池
辰
雄

「
勇
ま
し
い
高
尚
な
生
涯
」

（月
刊
提
言
八
四

。
昭
和
四
十
八

年
七
月
二
十
八
日
）

（
１３
）

天
野
貞
祐

「
教
育
五
十
年
」
六
頁
―
八
頁
参
照

（
１４
）

天
野
貞
祐

「
教
育
五
十
年
」
十

一
頁
２
十
三
頁
参
照

（
１５
）

近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
―
大
正

。
昭
和
篇
―

（基
督
教
学
徒
兄
弟
団
発

行
）
二
二
九
頁
―
二
四

一
頁
参
照

（
１６
）

天
野
貞
祐
全
集
第

一
巻

「
道
理
の
感
覚
」

（栗
田
出
版
会

・
昭
和
四
十
六

年
）

（
１７
）

同
書

「
困
難
の
克
服
」
参
照



「閑
吟
集
』
の

「花
」
の
歌

木

村

重

利

一

歌
謡
に
謡
わ
れ
る

「花
」
は
、

言
う
ま
で
も

な
く
、

歌
語
の
延
長
と
し

て
、
久
し
い
和
歌
の
伝
統
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「花
」
は
、
む

ろ
ん
、
す
で
に
古
代
の
詩
歌
に
登
場
す
る
が
、　
平
安
期
に
入

っ
て

『古
今

集
』
あ
た
り
か
ら
、
精
選
さ
れ
た
歌
材

（素
材
）
の

一
つ
と
し
て
、
単
な
る

咲
く

「花
」
を
越
え
て
、
王
朝
人
の
美
意
識

・
精
神
構
造
に
も
か
か
わ
る
深

み
と
い
う
か
重
み
を
加
え
て
詠
出
さ
れ
て
く
る
。

表
面
的
に
は
、
春
の
歌
、　
あ
る
い
は
そ
こ
に
恋
情
を
重
ね
て
の
恋
の
歌

（相
聞
）
の
中
で
む
し
か
え
さ
れ
る
同
主
題
・同
発
想
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
同
主
題

・
同
発
想
の
繰
り
返
し
ご
と
に

「花
」
な
ら

「花
」
に

重
層
的
な
意
味
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「花
」
に
寄
せ

る
心
が
つ
く
り
あ
げ
た
観
念
の
世
界
と
も
言
え
る
。

そ
う
し
た
詠
む
歌
の

「花
」
か
ら
出
た
謡
う
歌
の

「花
」
も
圧
倒
的
に
は

恋
歌
の
素
材
で
あ

っ
た
が
、
観
念
的
で
は
な
い
、
今
の
恋
す
る
心
情
、
今
の

恋
す
る
相
手
を

「花
」
に
見
立
て
て
、
あ
る
意
味
で
は
露
骨
で

さ

え
あ

る

「花
の
歌
」
が
展
開
し
て
い
る
。
特
に
近
世
三
味
線
歌
謡

（
三
味
線
小
唄

・

遊
里
歌
）
か
ら
民
謡

（地
方
歌
）

へ
の
流
れ
の
中
で
辿
る

「花
」
は
、

「若

い
女
性
」

「美
女
」
そ
の
も
の
を
指
す
、
直
載
的
な
比
喩
で
捉
え
ら
れ
る
も

の
ば
か
り
と

な

り
、

「吹
く
」
「散
る
」
「
折
る
」
「実
が
な
る
」
と
い
っ
た

縁
語
そ
の
も
の
を
も
性
愛
表
現
に
し
て
、
男
女
の
色
恋
沙
汰
を
謡
う
、
そ
れ

こ
そ
類
型
の
中
で
終
始
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
に
出
さ
れ
た
唯

一
の
地
方
別
の
民
謡
集
と
も
言
え
る

『山
家
鳥
虫
歌
』
（明
和
九
年
刊
）
に
載
る
次
の
歌
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

○
花
の
盛
り
を
こ
な
た
で
し
ま
ふ
　
た
ど
こ
を
盛
り
と
暮
そ
や
ら

○
花
は

一
枝
折
り
手
は
二
人
　
わ
し
は
ど
ち
ら
へ
靡
こ
や
ら

（大
和
）
　
　
　
一

近
世
以
降
の
歌
謡

・
民
謡
に
広
く
類
歌
が
散
見
す
る
二
首
で
あ
り
、
こ
こ
に
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見
る

「花
」
は
、
女
性
そ
の
も
の
、
し
か
も
若
く
美
し
い
そ
れ
を
表
現
し
て
　
　
一

い
る

「花
」
で
あ
る
。

「恋
」
の
当
事
者
と
し
て
は
、
若
い
男
女
が
ふ
さ
わ
し
い
。
作
り
あ
げ
ら

れ
た

「恋
の
場
」
で
は
、
男
は
若
く
て
美
男
に
な
る
し
、
女
は
こ
れ
ま
た
若

く
て
美
人
に
な
る
。
そ
の
若
い
美
男
美
女
の
間
の
恋
を
想
定
し
て
交
わ
さ
れ

た
の
が
近
世
遊
里
歌
で
あ

っ
た
。
客
の
男
と
相
手
を
す
る
遊
女

（女
郎
）
と

の

「
つ
く
り
も
の
の
恋
」
の
歌
の
お
び
た
だ
し
い
氾
濫
の
中
で
、
手
軽
で
即

席
の

「花
の
歌
」
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
民
謡
と
い
わ
れ
る
地
方
歌

に
も
影
響
し
て
、
労
働
の
場
や
踊
り
の
場
、
酒
の
場
に
と
流
用
さ
れ
る
恋
歌

の
広
が
り
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「花
の
歌
」
に
限
ら
ず
、
近
世
歌



謡

・
民
謡
の
類
型
が
生
ま
れ
る
背
景
は
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
。

言
わ
ば
、

「
つ
く
り
も
の
の
恋
」
の
中
で
交
わ
さ
れ
た
戯
歌
と
も
言
え
る

「花
の
歌
」
は
、
地
方
歌
の

「う
た
の
場
」

（ま
つ
り
、
祝
い
、
踊
り
、
労

働
）
で
、
そ
れ
な
り
の
効
用
を
果
た
し
て
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
軽
さ
、
即
意
性
が

「花
」
に
こ
め
ら
れ
て
い
く

の
は
、
近
世
歌
謡
の
世
界
、
も

っ
と
言
え
ば
劇
場
や
遊
廓
を
背
景
に
男
女
の

恋
の
や
り
と
り
が
模
擬
的
に
演
じ
ら
れ
る
中
で
次
第
に

一
つ
の
型
を
生
み
出

し
て
き
た
結
果
で
あ

っ
た
。

王
朝
和
歌
に
お
け
る

「花
」
は
、
言
う
ま

で
も

な

く

「桜
」
で
あ
る
。

「花
」
な
る
普
通
名
詞
が

「桜
」
と
い
う

一
植
物
を
表
現
す
る
に
至
る
意
味

は
軽
く
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
あ
た
り
で
す
で
に

「華
や
か
さ
」
「
豪
華
さ
」

が

一
方
に
あ

っ
て
、　
も
う

一
方
に

「移
ろ
い
や
す
さ
」
「
は
か
な
さ
」
も
あ

り
、
そ
の
両
属
性
が

「花
」
に
か
ぶ
せ
て
詠
出
さ
れ
、

「花
」

一
般
の
中
に

引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
「明
」

よ
り
も

「暗
」
、
「花
」
の
豪
華
さ
、
派
手
々
々
し
さ
を
賞
で
る
よ
り
は
、
そ

の
誇
り
や
盛
り
の
短
さ
か
ら
、
「滅
び
る
も
の
」
「衰
え
る
も
の
」

「移
り
行

く
も
の
」
と
い
っ
た
意
味
合

い
を
強
く
し
て
、

「花
」
は
王
朝
美
の
中
に
据

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
上
代
に
あ

っ
て
は
、

「花
」
は

個
々
の
も
の
と
し
て
生
活
の
場
に
あ

っ
て
詠
歌
の
対
象
で
あ

っ
た
。
中
で
観

賞
に
供
さ
れ
る
も
の
は
、
梅
花

・
梨
花
な
ど
の
、
中
国
の
詩
文
に
影
響
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

「花
」
が
植
物
を
離
れ
て
、
人
の
姿
形
や
心

持
ち
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
根
本
に
は
、
王
朝
人
の
美
意
識
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
近
世
以
降
の
歌
謡
に
お
け
る

「花
」
の
謡

わ
れ
方
に
美
意
識
と
か
詩
精
神
と
い
う
ほ
ど
の
仰
々
し
さ
は
な
い
。

そ
こ
で
、
王
朝
和
歌
と

近
世
小
唄
の
中
間
に
位
置
す
る
中
世
の
小
歌
で

は
、

「花
」
な
る
語
が

一
体
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合

い
で
受
け
止
め
ら
れ
て

「
謡
い
も
の
」
の
中
の

一
語
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
単
純
・

素
朴
な
疑
間
が
こ
の
稿
の
出
発
と
な

っ
た
。

ま
た
、
文
芸
用
語
と
し
て
の

「花
」
と
は
別
に
、
農
耕
生
活
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
た

「花
」
が
あ
る
。

「花
祭
」
の
名
で
営
ま
れ
る
神
事
の
ほ
か
、

ハ
ナ
カ
ケ

・
ハ
ナ
カ
ザ
リ

・
ハ
ナ
キ
リ

・
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ

・
ハ
ナ

ホ
ダ
　
　
・

ラ

・
ハ
ナ
モ
チ
な
ど
、
小
正
月
を
中
心
に
つ
く
り
花
を
飾

っ
て
そ
の
年
の
穀
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類
の
豊
作
を
予
祝
す
る
行
事
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
　
　

．

よ
う
に
、

「花
」
は
穀
物
の
花
、
特
に
稲
の
花
の
象
徴
で
あ
る
。

「花
の
盛

り
」
は
豊
穣
の
兆
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
根
ざ
し
て
の
農
を
営
む
人
々
の
心
情

を
合
み
つ
つ
、
信
仰
的
な
側
面
か
ら
生
活
の
中
の

一
語
と
し
て

「花
」
に
対

し
た
敬
虔
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
う
し
た
言
わ
ば
源
初
的
な

「花
」
に
対
す

る

一
途
さ
の

一
方
に
、
農
仕
事
や
そ
の
後
の
慰
安

（酒
盛
り
や
踊
り
）
の
場

で
、
手
軽
に

「花
」
を

謡

っ
て
哄
笑
す
る
側
面
を

同
時
に
持

っ
て
き
た
。

「花
の
歌
」
も
含
め
て
、
近
世
以
降
の
歌
謡
を
圧
倒
的
に
お
お
っ
て
男
女
の

色
恋
を
謡
う
歌
が
多
く
な
る
の
は
、
恋
が
売
り
物

（恋
と
い
う
よ
り
は
性
愛

そ
の
も
の
）
の
遊
廓
を
通
過
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
根
源
的
に
は
、
男
女
の



性
的
結
合
を
暗
示
し
て
、
稲
魂

（穀
霊
）
の
和
合

・
結
合
を
促
す
、
い
わ
ゆ

る
感
染
呪
術
に
遠
く
起
因
し
て
い
る
の
だ
と
説
か
れ
て
き
た
こ
と
を
否
定
し

な
い
。
し
か
し
、
近
世
小
唄
か
ら
民
謡
の
実
際
の
享
受
者
の
心
持
ち
に
そ
う

し
た
呪
術
に
対
す
る
信
仰
的
な
意
識
が
、
そ
の
都
度
々
々
の
歌
唱
に
お
い
て

明
確
に
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
近
世
小
唄
や
民
謡
の
世
界
の

「花
」
は
、

あ
く
ま
で
も
恋
歌
の

一
つ
の
素
材
で
あ

っ
て
、
そ
の

「花
の
歌
」
は
類
型

一

辺
倒
を
承
知
し
な
が
ら
、
そ
の
場
の
、
時
の
心
情
を
拡
大
誇
張
し
て
謡
う
こ

と
で
気
分
の
高
揚
を
ね
ら

っ
た

「遊
び
」
的
な
意
識
で
謡
い
出
さ
れ
た
も
の

と
す
る
方
が
実
際
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

王
朝
和
歌
の

「花
」
は
、
王
朝
美
や
王
朝
精
神
に
か
か
わ
る
心
意
語
で
あ

り
雅
語
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
近
世
小
唄
か
ら
民
謡
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た

「花
」
は
、
性
愛
を
意
識
し
て
の

「女
性
」
「美
人
」
「女
盛
り
」
そ
の
も
の

の
代
用
で
あ
る
具
象
語
で
あ
り
俗
語
で
あ
る
。　
一
方
は
詠
む
歌

（和
歌
）
で

あ
り
、　
一
方
が
謡
う
歌

（歌
謡
）
で
あ
る
か
ら
、
同
語
で
あ
る
と
は
言
え
、

単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、　
一
方
が
王
朝
貴
族
の
世
界
の
産
物
で

あ
り
、　
一
方
は
近
世
庶
民
の
世
界
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
ご
と

く
歌
謡
語
の

「花
」
が
歌
語
の
花
か
ら
分
派
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立

っ
て
ｆ
中
世
小
歌
の

「花
」
を
見
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
時
代
的
に
中
間
に
位
置
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
歌
が

大
歌

（宮
廷
歌
謡
）
に
対
し
て
、
民
間
歌
謡
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

中
世
小
歌
は
近
世
以
降
の
、
三
味
線
歌
謡
か
ら
民
謡

へ
の
系
譜
を
辿
る
場
合

の
出
発
点
で
あ
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
近
世
的
な
も
の
の
萌

芽
が
ど
の
程
度
表
わ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
前
代
的
な
も
の

（王
朝
和

歌
的
な
も
の
）
の
継
承
が
ど
の
程
度
あ

っ
た
の
か
を
、
小
歌
の
味
わ
い
そ
の

も
の
の
中
で
確
認
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

中
世
小
歌
が
中
世
と
い
う
時
代
の
人
々
、
そ
れ
も
広
い
意
味
で
庶
民
的
な

心
情
を
も
吐
露
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
小
歌
に
謡
わ
れ
た

「花
」

に
も
中
世
人
の
思
い
が
投
影
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
、
い
く
ら
か
で
も
さ
ぐ
り
出
せ
れ
ば
、

「花
」
の
歌

の
系
譜
の
上
で
、
近
世
小
唄
か
ら
民
謡

へ
の
展
開
に
も

一
つ
の
道
筋
を
引
く

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

中
世
小
歌
の
集
成
で
あ
る

『閑
吟
集
』
に
お
い
て
、
「花
の
歌
」
が
ど
の
よ

う
な
広
が
り
を
持

っ
て
い
る
か
を
さ
ぐ
る
時
、
梅
や
桜

（桜
花

・
八
重
桜
）
・

梨
花

。
夕
顔
の
花

・
萩

。
種

・
菊

（白
菊
）

。
牡
丹

・
桔
梗
等
々
の
言
わ
ば

個
有
の
自
然
の
花
そ
の
も
の
を
謡

っ
て
い
る
歌
は
、
こ
こ
で
は
除
外
す
る
。

さ
て
、

「花
」
の
語
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
と
し
て
、
ま
ず
巻
頭
第

一

歌
が

「花
」
の
歌
な
の
で
あ
る
。

○
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

こ
の
歌
が
編
者
の
こ
の
小
歌
集
を
編
む
に
あ
た

っ
て
、
わ
が
小
歌
に
寄
せ
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る
思
い
、
わ
が
小
歌
に
生
き
た
時
代
、
す
で
に
故
人
と
な
り
果
て
て
し
ま

っ

た
同
輩

・
先
輩
に
対
す
る
懐
し
さ
と
い
っ
た
編
纂
動
機
を
代
弁
す
る
挨
拶
歌

で
あ
っ
た
こ
と
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
編
者
の
こ
の
歌
に
こ
め

た
思
い
は
、
わ
れ
と
と
も
に
に
あ

っ
て
小
歌
を
楽
し
ん
だ
人
々
へ
の
懐
旧
の

念
で
あ
り
、
小
歌
に
明
け
暮
れ
し
た
、
わ
が
過
ぎ
し
日
々
へ
の
懐
古
で
あ

っ

た
。
そ
れ
を
こ
の
歌
の

「大
事
な

一
語
」
で
あ
る

「
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
」
に

こ
め
て
、
こ
の
歌
を
巻
頭
に
据
え
た
の
で
あ

っ
た
。

今
、
そ
う
し
た
歌
意
の
重
層
性

（男
女
の
恋
情

・
編
者
の
懐
旧
の
念
）
を

論
じ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「花
」
を
謡

っ
た
歌
と
し
て
捉
え
直
し
て

み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

開
巻
第

一
歌
に

「花
の
歌
」
を
据
え
た
編
者
の
心
根
は
や
さ
し
い
。
そ
の

や
さ
し
さ
は
、

「花
の
錦
の
下
ひ
も
は
」
と
い
う
謡
い
出
し
の
美
し
い
響
き

に
導
か
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
語
意
は
と
い
う
と
、

「花
の
錦
」
に
つ
い
て
、

元
来
、
花
の
美
し
い
の
を
錦
に
見
て
て
い
う
語
。
こ
こ
で
は
花
の
よ
う

に
美
し
い
錦
、
き
れ
い
な
着
物
の
意
に
掛
け
て
、

「下
紐
」

（下
裳
ま
た

は
下
袴
の
紐
）
に
続
け
た
。
若
い
女
性
の
艶
麗
な

衣
裳
を

思
わ

せ
る
。

（
３
）

「花
の
下
紐
」
は
花
の
苦
。

と
解
説
さ
れ
て
、
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
も
の
は
な

さ

そ

う
で
あ

る
。
た

だ
、

「花
」
そ
の
も
の
を
も
う
少
し
吟
味
し
て
み
た
い
。

右
の
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

「花
の
」
は
連
体
修
飾
語
で
序
詞
風

な
働
き
を
持

つ

「花
の
よ
う

な
」
の
意
で

あ
る
。　
そ
の
場
合
の

「花
」
は

「美
し
い
も
の
」
「
あ
で
や
か
な
も
の
」
「
派
手
な
も
の
」
「盛
り
な
る
も
の
」

の
意
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

「花
の
よ
う
に
美
し
い
」

「花
の
よ
う
に
あ

で
や
か
な
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
次
の
語
に
か
か
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「花
の
よ
う
な
」
と
考
え
て
、
さ
ら
に
ど
の
語
に
か
か
る
か
に

よ
っ
て
、
次
の
二
つ
の
場
合
が
出
て
く
る
。

１

「錦
」
に
か
か
る

２

「下
紐
」
に
か
か
る
。

つ
ま
り
、

「花
の
よ
う
に
美
し
い
錦
の
下
紐
」
か

「花
の

よ

う

に
美
し

い
、
錦
の
下
紐
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
意
に
お
い
て
差
異
の
な
　
　
・

い
も
の
を
屁
理
屈
を
こ
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
語
感
に
微
妙
な
揺
れ
が

　

２３

生
じ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

た
だ
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
歌
全
体
の
響
き
か
ら
は

「錦
」
か

「
下
紐
」

か
と
い
う
よ
り
も
、

「花
の
」
も

「錦
の
」
も
同
資
格
で

「下
紐
」
に
か
か

っ
て
い
く
飾
り
言
葉
と
と
る
方
が
自
然
の
よ
う
で
あ
る
。
鷺
賢
通
本

（安
政

二
年
写
）
の

「座
禅
」
や
狂
言
記

「花
子
」
の
小
歌
に

「
綾
の
錦
の
下
紐
は
」

と
あ
る
よ
う
に
、

「錦
」
に
か
け
る

語
と
し
て
は

「花
の
」
で

は

な

く
、

「綾
の
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
後
代
的
に
は
、
さ
ら
に

「
綾
や
錦
」
と
並
列
的

（４
）

に
用
い
ら
れ
て
い
く
。

も
う

一
つ

「花
の
」
の

「
の
」
を
ま
さ
に

「
の
」

（連
体
語
）
そ
の
も
の

と
し
て
受
け
止
め
る
と
、　
一
首
全
体
の
意
味
合
い
は
か
な
り
違

っ
た
も
の
に



な
る
。

「花
」
は

「女
性
」
、
そ
れ
も
美
し
い
女
性
、　
盛
り
の
女
性

・
恋
の

年
代
の
女
性
そ
の
も
の
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
女
性
が
自
分
の

「錦

の
下
紐
」
が
解
け
た
こ
と
を

謡
う

歌
と

と

る
。

「花
の
」
を

「
美
し
い
私

の
」

「若
い
盛
り
の
私
の
」
と
と

っ
て
解
釈
し
て
み
る
。

花
の
よ
う
に
美
し
い
私
、
そ
の
私
の
錦
の
下
紐
は
と
け
て
、
か
え
っ
て

何
と
も
し
よ
う
が
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た
こ

と

よ
。
下
紐
が
解
け
て
以

来
、
私
の
心
は
柳
の
糸
が
風
に
吹
き
乱
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
の
方
の
こ
と

を
思

っ
て
乱
れ
に
乱
れ
る
心
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
本
当
に
、
い
つ
に
な

っ
た
ら
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
の
方
の
寝
乱
れ
髪
の

面
影
を
。

浅
野
建
二
氏
は
、

「
わ
が
下
裳
の
紐
も
解
け
が
ち
で
」
と
こ
の
意
味
で
解

釈
さ
れ
た
。

「寝
乱
れ
髪
」
が
女
性
専
用
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な

か

っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、

「私
の
下
紐
は
と
け
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。

「解
け
た
」
の
で
は
な
く

「解
い
た
」
の
は
自
分
な
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に

「花
」

（美
し
く
盛
り
の
女
、
恋
の
華
や
か
さ
に
あ

こ
が

れ

る
女
）

の
、
自
分
自
身
で
も
捉
え
難
い
ほ
ど
の
恋
に
揺
れ
動
く
女
心
を
見
る
の
で
あ

る
。
女
と
し
て
の
慎
し
み
は
わ
き
ま
え
な
が
ら
、
心
が
恋
に
あ
こ
が
れ
出
て

し
ま
う
、
そ
ん
な
ふ
わ

つ
い
た
心
持
ち
に
か
ぶ
せ
て
、
わ
が
身
を

「花
の
」

と
出
し
て
、
そ
の
心
の
せ
い
で
解
け
て
し
ま

っ
た

（許
し
て
し
ま

っ
た
）
こ

と

へ
の
後
悔
を
謡

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

や
や
、
理
屈
に
す
ぎ
た
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

「花
」
が
若
く
美

し
い
女
性
そ
の
も
の
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
近
世
以
降
の
歌
謡

に
お
び
た
だ
し
い
が
、
中
世
小
歌
の
中
で
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
直
載
的
で
は

な
い
。
検
討
し
た

「花
の
錦
の
下
紐
は
」
に
し
て
も
、
や
や
近
世
歌
謡
に
傾

い
た
捉
え
方
を
す
れ
ば
と
い
っ
た
断
り
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

「花
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、

「下
紐
と
け
て
」
、
相
手
の
寝
乱
れ

髪
の

面
影
を
忘
れ
ら
れ
な
く
な

っ
て
、

「柳
の
糸
の
乱
れ
心
」
と
な
る
男
女
の
仲

は
、
狂
言
に
よ
れ
ば

「花
の
縁
」
（和
泉
流
で
は

「花
子
」
、
鷺
流
で
は

「身

替
座
禅
」
∧
「座
禅
」
「
座
禅
象
」
と
も
∨
）
な
の
で
あ

っ
た
。

○
綾
の
錦
の
下
紐
は
　
解
け
て
な
か
／
ヽ
よ
し
な
柳
の
糸
の
乱
れ
心
　
い
　
　
一

つ
何
忘
れ
う
ぞ
　
寝
乱
れ
髪
の
面
影

（中
略
）
い
つ
の
春
か
思
ひ
初
め
　
　
２４

て
忘
ら
れ
ぬ
　
花
の
縁
や
花
の
縁

（鷺
賢
通
本

「座
禅
」
）
　
　
　
　
　
　
一

こ
の

「花
の
縁
」
は
、
所
詮
遂
げ
ら
れ
な
い
縁
、
は
か
な
い
縁
、
成
就
の

か
な
わ
ぬ
縁
な
の
で
あ

っ
た
。

巻
頭
の

「花
の
歌
」
の
あ
と
、
『閑
吟
集
』
の

「花
の
歌
」
は
、　
梅
の
花

の
歌
が
桜
に
切
り
か
わ
ろ
う
と
す
る
十

一
番
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。

○
老
い
を
な
へ
だ
て
そ
か
き
ほ
の
む
め
　
さ
て
こ
そ
花
の
な
さ
け
し
れ

花
に
三
春
の
や
く
あ
り
　
人
に

一
夜
を
な
れ
そ
め
て
　
後
い
か
な
ら
ん

う
ち

つ
け
に
　
心
そ
ら
に
な
ら
し
ば
の
　
な
れ
は
ま
さ
ら
で
　
恋
の
ま

さ
ら
ん
く
や
し
さ
よ

宮
増
作
の
謡
曲

「鞍
馬
天
狗
」
の
地
謡
、
上
げ
歌
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ



に
謡
わ
れ
た

「花
」
は
具
体
的
に
は
梅
の
花
で
あ
る
。

「
垣
穂
の
梅
は
老
若

の
隔
て
な
く
色
香
を
送
る
故
に
」
、
情
あ
る
色
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
如
く
、

老
い
た
私
を
隔
て
ず
に
打
ち
解
け

て
こ
そ

「花
と
し
て
の
情
」
で

あ

ろ

う

と
、
つ
れ
な
く
な

っ
た
相
手
の
心
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「花
の
な
さ

け
」
は
、
春
が
来
れ
ば
必
ず
時
節
を
守

っ
て
花
を
つ
け
る
梅
の
律
気
さ

・
真

心
を
言
い
立
て
て
、　
一
夜
の
情
だ
け
か
け
て
こ
ち
ら
の
「
老
い
」
を
理
由
に
、

心
変
わ
り
し
て
し
ま

っ
た
相
手
を
な
じ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の

「花
」
は

「梅
の
花
」
か
ら
導
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
数
少

な
い
例
で
あ
り
、
し
か
も
讐
え
て
い
る
の
は
若
く
美
し
い
女
性
で
は
な
く
、

稚
児

（牛
若
丸
）
な
の
で
あ
る
。

「花
に
は
春
季
三
か
月
の
約
束
が
あ
る
」

（花
に
三
春
の
約
あ
り
）
、
毎
年
二
春

（孟
春

・
仲
春

・
季
春
）
の
候
に

な

れ
ば
必
ず
咲
き
匂
う
。
そ
れ
で
こ
そ

「花
」
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、

「
一

夜
」
の

「
な
れ
そ
め
」
だ
け
で
、
あ
と
は
遠
く
隔
た
ろ
う
と
す
る
稚
児
の
薄

情
さ
を
い
さ
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

十
二
番
の

「年
／
ヽ
に
人
こ
そ
ふ
り
て
な
き
世
な
れ
、
色
も
香
も
か
は
ら

ぬ
宿
の
花
ざ
か
り

（以
下
略
）
」
の

「花
ざ
か
り
」
も

「梅
の
花
の
盛
り
」

で
あ
る
。
人
の
世

。
人
の
命
の
う
つ
ろ
い
や
す
さ
、
老
い
ゆ
く
は
か
な
さ
に

比
し
て
、
梅
の
花
の
色
香
は
め
ぐ
り
来
る
春
ご
と
に
は
変
わ
ら
ぬ
盛
り
を
見

せ
る
こ
と
へ
の
う
ら
や
ま
し
さ

が
あ
る
。　
た
だ
し
、　
そ

の

「花
ざ
か
り
」

も
、
そ
れ
が
春
ご
と
と
い
う
、
時
節
を
違
わ
ず
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、

「春
の
夜
の
夢
」
の
ご
と
き
は
か
な
さ
、
短
さ

で
あ
る
と
思
い
返
し
て
み
た
時
に
、
人
の
世
の

「花
ざ
か
り
」
が
は
か
な
く

短
い
の
も
何
ら
う
ら
や
む
に
足
ら
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
、
思
い
あ
き

ら
め
る
の
で
あ
る
。

「梅
の
花
」
の
歌
と
し
て
、
十

一
番
の
歌
の
連
続
で
あ
り
な
が
ら
、
十
三

番
の
歌
に
は
、
単
に

一
個
人
の
領
域
を
越
え
て
、

「花
」
に
人
生
の
、
あ
る

い
は
恋
の
時
代
の

「盛
り
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
響
き
を
伝
え
て
い
る
。

一
体
に

『閑
吟
集
』
の
歌
の
配
列
に

一
つ
の
法
則
性
が
存
在
し
た
ら
し
い

こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
十
二
番
の
小
歌
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
そ

（
６
）
　
　
　
　
　
　

‐
　
　
‐
　
　
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

れ
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

「言
葉
の
縁
」
と
も
言
え
る
も
の
で
、

同

一
語

（句
）
を
合
む
歌
を
次
々
に
並
べ
て
連
鎖
さ
せ
て
い
く

方

式

で
あ

る
。
そ
こ
に
も
さ
ら
に
細
か
い
配
慮
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る

が
、　
と
も
あ

れ
、
そ
う
し
た
連
鎖
を
起
こ
す
、
言
わ
ば
鎖
目
と
し
て
の
語
に

「花
」
が
あ

り
、
集
中
最
も
多
く
の
歌
を

つ
な
ぐ
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

編
者
の
こ
の
集
を
編
纂
す
る
に
あ
た

っ
て
の
感
懐
を
こ
め
た

「花
の
歌
」

に
始
ま
っ
て
、
春
に
賀
の
意
を
重
ね
て

「
若
菜
摘
み
」

（菜
摘
み
）
の
歌
を

三
首
、
そ
の
後
祝
意
は
続
い
て

「松
」
を
連
鎖
語
と
す
る
三
首
の
あ
と
、
八

番
の
歌
か
ら

「梅
」
の
歌
と
な
り
、
十
二
番
の

「花
ざ
か
り
」
の

「花
」
か

ら
、
以
下
三
十
番
ま
で
が

「花
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
の

「花
」
の
語
を
含
む

部
分
を
取
り
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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色
も
香
も
か
は
ら
ぬ
宿
の
花
ざ
か
ケ
、

（
１３
）

よ
し
の
川
の
花
い
か
だ

（
１４
）

か
づ
ら
き
山
に
さ
く
花
候
よ

（
１５
）

人
の
す
が
た
は
花
う

つ
ぼ
や
さ
し

（
１６
）

（
９
）

花
の
み
や
こ
の
た
て
ぬ
き
に

（
１８
）

面
白
の
花
の
都
や

（
１９
）

花
見
の
御
幸
と
聞
こ
え
し
は

（
２０
）

花
を
や
夢
と
さ
そ
ふ
ら
ん

（
２１
）

花
の
あ
た
り
の
山
お
ろ
し

（
２２
）

せ
い
し
の
美

（
２３
）

西
施
咲
裡
刀

（
２４
）

さ
く
ら
花

。
花
ご
ゝ
ろ

（
２５
）

花
の
鳥

（
２６
）

地
主
の
桜
は

（
２７
）

さ
か
り
ふ
け
ゆ
く
八
重
桜

（
２８
）

花
の
間
も
そ
ひ
は
て
ぬ

（
２９
）

花
ゆ

へ
／
ヽ
に

（
３０
）

越
王
勾
践
が
呉
に
敗
れ
た
後
、
呉
王
夫
差
に
送

っ
た
美
女

「
西
施
」
を
謡

っ
た
二
十
二
、
二
十
四
番
以
外
は

「桜
の
花
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
導
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に

「桜
」
（
八
重
桜
）
と
あ
る
も
の
、
「花
の
都
」
や

「花
見
の
御

幸
」
と
い
っ
た
固
定
化
し
た
も
の
を
除
い
て
、

「花
」
の
語
そ
の
も
の
の
意

味
合
い
を
分
析
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
た
い
歌
が
い
く

つ
か
あ
る
。

十
五
番
の
小
歌
、

○
か
づ
ら
ぎ
山
に
さ
く
花
候
よ
　
あ
れ
を
よ
と
　
よ
そ
に
お
も
ふ
た
念
ば

か
り

「葛
城
山
に
咲
く
花
」
は

「桜
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
警
え
ら
れ
た
も
の
は
手

の
届
か
な
い
女
性
で
あ
る
。

「片
思
い
」
の
歌
で
あ
る
。
遠
く

「
見
る
」
だ

け
で
触
れ
る
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
相
手
な
の

で
あ
る
。
『新
古
今
集
』
巻
第
十

一
、
恋

一
の
読
人
し
ら
ず
の
歌
の
、

よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
む
葛
城
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

高
間
の
山
の
峰
の
白
雲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２６

に
拠
る
歌
で
あ
る
。

「初
恋
の
不
安
と
危
惧
の
心
理
を
詠
ん
だ
」
も
の
で
あ
　
　
．

る
が
、
和
歌
の

「白
雲
」
を

「花
」
に
改
め
た
十
五
番
の
小
歌
は
、

「恋
の

（
１０
）

対
象
も

一
層
具
象
化
さ
れ
た
感
じ
が
す
る
」
と
い
っ
た
評
の
通
り
、
焦
が
れ

る
相
手
の
美
し
さ
、
可
憐
さ
が
花
に
よ

っ
て
強
調
さ
れ
る
。

「葛
城
山
の
雲
」
が
思
い
人
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
語
句
と
し
て
歌
語
に

定
着
す
る
の
は
、
王
朝
和
歌
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
そ
の
前
段
階
に

『
万
葉

集
』
の
次
の
歌
を
介
し
て
み
る
と
、
葛
城
山
と
言
え
ば
、

「雲
」
が
想
定
さ

れ
て
く
る
経
緯
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

春
楊
葛
城
山
に
た
つ
雲
の
立
ち
て
も
坐
て
も
妹
を
し
ぞ
思
ふ

（十

一
、

寄
物
陳
思
）



民
謡
風
な
こ
の
歌
で
は

「春
楊
葛
城
山
に
た

つ
雲
の
」
ま
で
が
序
歌
で
、

「立
つ
」
を
起
こ
す
も
の
と
な

っ
て
い
て
、

「
立

っ
て
も
す
わ

っ
て
も
あ
の

娘
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
と
い
う
中
心
部
を
引
き
出
す
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
歌
で
は

「雲
」
そ
の
も
の
が

「思
い
人
」
「
あ
こ

が
れ
人
」
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
序
歌
発
想
が
と
ら
れ

て
い
く
う
ち
に
、

「山
に
か
か
る
雲
」
に

「
心
に
か
か
る
恋
情
」
を
重
ね
て

い
く
中
で
、
恋
歌
と
し
て
の
道
筋
が
で
き
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

葛
城
や
高
間
の
山
の
桜
花
雲
居
の
よ
そ
に
見
て
や
す
ぎ
な
む

（千
載
集

一
、
春
）

葛
城
や
高
間
の
山
の
花
ざ
か
り
雲
の
よ
そ
な
る
く
も
を
見
る
か
な

（続
古
今
集
二
、
春
）

小
女
子
が
か
づ
ら
き
山
の
桜
花
こ
こ
ろ
に
か
け
て
見
ぬ
時
ぞ
な
き

（続
千
載
集
二
）

白
雲
の
立
て
る
や
い
づ
こ
葛
城
の
高
間
の
山
に
は
な
咲
き
に
け
り

（続
後
拾
遺
集

一
）

白
雲
の
や
へ
立

つ
峯
と
見
え
つ
る
は
高
間
の
山
の
花
さ
か
り
か
も

（風
雅
集
二
）

「雲
」
と
重
ね
合
わ
せ
て

「花
」
が
詠
ま
れ
て
い
く
の
は
、
そ
こ
に
女
性

に
対
す
る
恋
心
が
大
き
く
ふ
く
ら
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
山
の
峰
に
か

か
る
白
雲
を
遠
望
す
れ
ば
、
そ
れ
は
花
霞
の
か
か

っ
た
趣
き
に
も
通
じ
る
の

で
あ
ろ
う
。

男
に
と

っ
て
、
恋
の
対
象
が
若
く
美
し
い
女
性
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
雲
」

よ
り

「花
」
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
手
の
届
か
ぬ
、
あ
こ
が
れ
の
女
性
は

「高

嶺
の
花
」
で
あ
る
。
た
だ
眺
め
や
る
花
で
あ
る
。
そ
こ
に
片
思
い
の
恋
歌
の

歌
材
と
し
て
の
定
着
が
行
な
わ
れ
る
。
見
る
だ
け
で
手
折
る
こ
と
か
な
わ
ぬ

恋
は
、
近
世
の
廓
情
緒
の
中
で
端
的
な
展
開
を
遂
げ
、
民
謡
へ
と
引
き
継
が

れ
て
い
く
。

『山
家
鳥
虫
歌
』
の
淡
路
の
国
の
歌
に
、

○
花
は
折
り
た
し
槍
は
高
し
　
眺
め
暮
す
や
こ
の
も
と
に

が
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
歌
に
至
る
ま
で
の
種
相
は
、
近
世
の
三
味
線
歌
謡

の
集
成
で
あ
る
多
く
の
歌
謡
集
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
『落
葉
集
』
巻

一
・

　

一

古
来
十
六
番
舞
之
唱
可

「花
は
折
り
に
し
」
、

『松
の
葉
』

第
二
巻

。
端
歌

　

２７

「涙
川
」
（
『大
幣
』
で
は
新
曲
歌
之
唱
歌

「
な
み
だ
川
し
、
『艶
歌
選
』
「身
　
　
一

は
ひ
と

つ
」
、
『
浮
れ
草
』
巻
中

「妹
背
山
」
、
『春
遊
興
』
な
ど
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。

「
尾
張
船
歌
拾
遺
」
に
も
次
の
よ
う
に
あ

っ
て
、
そ
れ
も
地
方
歌
で
の

一

つ
の
定
着
の
相
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
目
に
は
見
て
　
手
に
は
取
（ら
）
い
で
身
は
ほ
れ
て
心
尽
し
の
遠
山
の

花
を

（
一
枝
）
折

（り
）
た
し
の

（
エ
イ
　
そ
り
や
身

ハ
）

（「
よ
し

川
」
）

○
折

（り
）
た
し
花
を
　
木
ず
え
は
高
し
　
手
折

（り
）
か
た
な
の
木
の

本
や
　
せ
め
て

一
枝
手
折

（り
）
た
や

（
「高
根
ぶ
し
し



浅
野
建
二
氏
も

『閑
吟
集
研
究
大
成
』
で
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
青
森
県

の

「津
軽
あ
い
や
節
」
の
、

○
あ
い
や
な

ァ
　
花
は
よ
け
れ
ど
あ
の
本
の
高
さ
　
ど
う
か
こ
の
手
を
ソ

レ
モ
ヨ
イ
ヤ
届
く
様
に

や
福
島
県
の

「相
馬
流
れ
山
」
の
、

○
向
か
い
小
山
の
が
ん
け
の
つ
つ
じ
　
及
び
な
け
れ
ば
見
て
く
ら
す

な
ど
の
同
発
想

。
同
類
型
の
歌
を
民
謡

・
地
方
歌
に
拾
う
と
な
る
と
数
限
り

な
い
。

○
花
は
折
り
た
し
ま
だ
木
は
若
し
　
折
ら
せ
ま
い
で
は
な
け
れ
ど
も
　
今

は
苦
で
は
ず
か
し
や
　
咲
い
た
上
な
ら
幾
枝
で
も
　
思
う
て
み
な
ん
せ

無
理
か
い
な

（
『対
馬
民
謡
集
』
雨
の
降
る
夜
節
）

○
花
は
折
り
た
し
木
は
高
し
　
離
れ
難
な
や
木
の
上
に

（同

「花
は
折
り

た
し
」
）

○
花
よ
咲
く
な
よ
つ
ぼ
み
で
お
れ
よ
　
咲
い
て
小
枝
を
折
ら
れ
ま
い

（
『土
佐
の
民
謡
』
「太
刀
踊
り
し

○
花
は
咲
い
た
が
あ
り
や
木
が
高
い
　
ど
う
で
わ
た
し
に
や
折
れ
は
せ
ぬ

（同

「
同
」
）

○
可
愛
い
こ
の
主
は
御
殿
の
桜
　
お
手
は

届
か
ぬ
見
る

ば
か
り

（
『甲
斐

民
謡
採
集
』
日
引
き
唄
）

○
此
花

一
枝
折
ら
ん
と
や
　
大
事
な
こ
ち
が
花
ぢ
や
も
の
　
よ
そ
の
花
な

れ
や
　
見
て
通
れ
と
な
―

（
『但
謡
集
』
鹿
児
島
県
熊
毛
郡
、
坂
田
節
）

山
や
雲
か
ら
離
れ
て
高
嶺
の
花
が
平
地
に
降
り
て
来
た
と
こ
ろ
で
、

「
折

る
」
こ
と
に
関
心
が
移

っ
て
、
木
が
高
く
て

「折
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
、
や
は
り
片
思
い
の
歌
の
外
に
、

「折
る
」
に
ま
だ
早
い
花

（菅
）
に

寄
せ
る
い
と
お
し
さ
も
恋
歌
の
領
域
に
加
え
て
い
た
り
、
気
位
の
高
い
女
性

へ
の
非
難
め
い
た
日
ぶ
り
の
も
の
も
あ

っ
た
り
と
、
そ
の
発
想
は
多
様
化
し

て
展
開
し
て
い
る
。
ま
た

「花
」
か
ら
は
離
れ
る
も
の
の
、

「花
は
折
り
た

し
槍
は
高
し
」
の
同
発
想
で

「竿
は
短
し
槍
は
高
し
」
と
な

っ
て
、

「餌
さ

し
」
「
鳥
さ
し
」
歌
が
や
は
り
近
世
歌
謡
か
ら
民
謡
へ
と
続
い
て
い
る
。

時
代
を
小
歌
時
代
に
引
き
戻
し
て
、
隆
達
小
歌
に
は
、
十
五
番
の
小
歌
の

典
拠
と
思
わ
れ
る
前
掲
の
『新
古
今
集
』
の
歌
の
よ
り
直
接
的
な
小
歌
化
の
、　

　
一

〇
君
は
高
間
の
峰
の
自
雲
　
よ
そ
に
の
み
見
て
や
み
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
２８

が
あ
る
が
、
小
歌
時
代
に
は
、

「花
」
も

「雲
」
も
同
発
想
で
謡
わ
れ
た
ら
　
　

．

し
い
。
そ
し
て
、
そ
の

「花
」
の
方
は
、
桜
の
花
が
意
識
さ
れ
、
若
く
て
美

し
い
女
性
を
讐
え
て
謡
い
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『閑
吟
集
』
中
で
こ

こ
に
重
ね
た
い
の
が
次
の
二
首
で
あ
る
。

○
我
ら
も
も
ち
た
る
尺
八
を
　
そ
で
の
下
よ
り
と
り
い
だ
し
　
し
ば
し
は

ふ
い
て
松
の
風
　
花
を
や
夢
と
さ
そ
ふ
ら
ん
　
い
つ
ま
で
か
此
（
の
）
尺

八
ふ
ひ
て
心
を
な
ぐ
さ
め
む

（
２１
）

○
ふ
く
や
こ
ゝ
ろ
に
か
ゝ
る
は
　
花
の
あ
た
り
の
山
お
ろ
し
　
ふ
く
る
ま

を
お
し
む
や
　
ま
れ
に
あ
ふ
よ
な
る
ら
ん
　
此
（
の
）
ま
れ
に
あ
ふ
夜
な

る
ら
む

（
２２
）



と
も
に
日
楽
の
歌
謡
、
猿
楽

（大
和
）
の
歌
謡
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら

技
巧
的
な
小
歌
で
あ
る
。
「
尺
八
を
吹
く
」
か
ら

「松
風
が
吹

く
」
が
起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
松
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
る
花
を
思
う
の
は
恋
心

に
重
ね
て
の
物
言
い
で
あ
る
こ
と
を
確
か
で
あ
る
。
「
嵐
が
吹
く
」
か
ら

「夜

が
更
く
る
」
に
伸
び
て
、
「花
」
の
こ
と
を
気
遣
う
の
も
同
様
で
あ
る
。

花

。
風
（嵐
）
・
吹
く
と
続
い
て
、
こ
れ
ま
た

「花
の
歌
」
の

一
つ
の
領
域

を
作

っ
て
近
世
以
降
の
歌
謡
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
た
だ
、
こ
こ
に
見

る
技
巧
的
な
謡
い
ぶ
り
や
典
雅
な
物
言

い
は
、
和
歌
か
ら
出
て
、
歌
謡
で
は

宴
曲
か
ら
能
謡
に
流
れ
て
き
た
も
の
で
、　
ま
ず
長

編
歌
謡
の
専

有
で
あ

っ

た
。
二
十

一
。
二
十
二
番
の
歌
の
よ
う
に
能
謡
の
小
歌
化
で
あ
る
中
世
小
歌

に
も
若
千
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
至

っ
て
は
琴
歌
や
三
味
線
の
長
歌

が
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
隆
達
小
歌
や
近
世
調
小
唄
に
お
い
て
は

「花
」
に

「実
の
る
」
「
散
る
」
「
咲
く
」
な
ど
の
属
性
を
加
え
て
、
も

っ
と

端
的
に
、
直
接
的
に
謡
う

「花
の
歌
」
に
な
っ
て
い
く
。

花
ゆ

へ
／
ヽ
に
　
あ
ら
わ
れ
た
よ
な
ふ
　
あ
ら
う
の
は
な
や
　
う
の
は

な
や

（
３０
）

あ
た
か
も
月
が
照
り
輝
い
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
り
を
明
か
る
く
す
る
卯

の
花
の
た
め
に
忍
ぶ
恋
が
露
顕
し
た
と
、
卯
の
花
に
恨
み
言
を
い
っ
た
歌
と

い
う
の
は

あ
く
ま
で
も

表
面
上
の
こ
と
。
恋
の
相
手
の
目
立
つ
美
し
さ
、

人
目
を
引
く
美
し
さ
故
に
、
二
人
の
仲
が
世
間
に
知
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
か

ら
、
男
が
そ
れ
を

「憂
の
花
」
―
―
情
無
い
花
、
か
え

っ
て
辛
い
花
と
嘆
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
実
は
そ
の
非
難
め
い
た
口
ぶ
り
の
裏
に
、

わ
が
恋
人
の
美
し
さ
を
誇
示
し
た
い
男
心
が
あ

っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
ほ
ど
の

美
し
い
女
と
恋
仲
に
あ
る
こ
と
が
世
間
に
知
れ
渡

っ
て
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い

と
い
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
近
世
三
味
線
歌
謡
の
情
緒
、
さ
ら

に
言
え
ば
廓
情
緒
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
誰
も
が
あ
こ
が
れ
る
ほ
ど
の
美
人

と
い
い
仲
に
な

っ
て
い
る
男
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
を
世
間
に
知

っ
て
も
ら
う

こ
と
で
自
分
の
男
の
価
値
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
勝
手
さ
が
あ
る
。

深
刻
に
と
れ
ば
、
世
間
に
知
れ
て
は
な
ら
な
い
恋
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
秘
　
　
一

め
て
の
逢
瀬
を
続
け
て
き
た
の
に
、
女
の
美
し
さ
故
に
世
間
の
関
心
が
強
か

　

２９

っ
た
も
の
だ
か
ら
、
と
う
と
う

「
顕
わ
れ
」
て
し
ま

っ
た
。
最
早
二
人
の
仲
　
　
一

も
終
わ
り
に
な

っ
て
し
ま
う
、
本
当
に
情
無
い
こ
と
だ
と
い
っ
た
意
味
合
い

に
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、

「あ
ら
う
の
は
な
や
」
を
卯
の
花
、
憂
の
花
に
か

け
て
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
真
情
と
し
て
は
秘
め
た
恋
の
露
顕
を
嘆

き
、
相
手
を
非
難
す
る
思
い
よ
り
も
、
い
っ
そ
知
れ
て
し
ま

っ
て
さ
ば
さ
ば

し
た
、
こ
れ
か
ら
は
公
認
の
恋
人
同
志
と
し
て
振
舞
え
る
と
い
っ
た
男
の
得

意
さ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
近
世
庶
民
の
恋
歌
を
も
て
あ
そ
ぶ
余
裕
と
い

う
か
明
る
さ
、
強
さ
に
通
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。

「桜
」
の
花
の
見
事
さ
か
ら
、

「花
」
に
こ
め
た
想
い
は
、
美
し
い
女
性

盛
り
の
女
性
か
ら
、
華
や
か
な
も
の
、
美
し
い
も
の

一
般
に
か
か
る
広
が
り

四



を
持

つ
。
次
の

「花
い
か
だ
」

「花
う
つ
ぼ
」
の

「花
」
は
そ
れ
で
あ
る
。

○
よ
し
の
川
の
花
い
か
だ
　
う
か
れ
て
こ
が
れ
候
よ
の
／
ヽ

（
１４
）

○
人
の
す
が
た
は
花
う

つ
ぼ
や
さ
し
　
さ
し
て
お
ふ
た
り
や
　
う
そ
の
か

は
う

つ
ぼ

（
１６
）

前
歌
の

「花
い
か
だ
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
。

１
　
花
が
散

っ
て
水
面
を
流
れ
る
の
を
筏
に
擬
し
た
語

（志
田
延
義

・
浅

野
建
二
説
）

２
　
花
の
枝
を
折
り
そ
え
た
筏

（浅
野
建
二
説
）

３
　
桜
の
花
の
散
り
か
か

っ
て
い
る
筏

（真
鍋
昌
弘
説
）

吉
野
山
の
桜
か
ら
導
か
れ
た
吉
野
川
の
花
筏
は
、
和
歌

・
連
歌
か
ら
持
ち

越
さ
れ
た
類
型
的
な
発
想

（素
材
）
で
あ
る
。
ど
の
解
釈
を
と
る
に
し
ろ
、

美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
る
、
優
雅
な
響
き
を
持

つ
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
美

し
い
イ
メ
ー
ジ
に
謡
い
手
が

自
分
自
身
を

讐
え
て
、

「私
は

吉
野
川
の
花

筏
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
若
い
女
性
の
歌
で
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
恋

の
盛
り
の
た
だ
中
に
あ
る
女
性
の
歌
で
あ
る
。

「花
筏
」
を
恋
す
る
自
分
に

見
立
て
て
、
そ
の
女
性
が
わ
が
恋
心
を
、
あ
の
人
故
に
浮
か
れ
焦
が
れ
て
い

る
と
謡
う
と
こ
ろ
に
こ
の
歌
の
中
世
小
歌
ら
し
い
明
か
る
さ
と
軽
ろ
や
か
さ

が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
や
連
歌
の
常
套
的
詞
句
と
し
て
の
美
し
く
風

雅
な
表
現
に

「筏
」
か
ら
の
連
想
で
、
心
情
の
直
接
表
現
で
あ
る

「
う
か
れ

て
こ
が
れ
候
よ
の
」
と
、
秘
め
る
べ
き
恋
心
を

「私
は
あ
な
た
に
浮
か
れ
焦

が
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
そ
の
思
い
を
打
ち
明
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「筏
」

か
ら

「
浮
か
れ
」
「
こ
が
れ
」
と
続
け
る
と
、
い
か
に
も

陳
腐
な

の
で
あ
る

が
、
そ
の
国
語
的
発
想
を
俗
に
落
と
す
こ
と
な
く
、
候
言
葉
で
続
け
て
い
る

と
こ
ろ
に
中
世
小
歌
と
し
て
の

一
つ
の
味
わ
い
、
と
い
う
よ
り

『
閑
吟
集
』

歌
謡
の
庶
民
性
が
近
世
歌
謡

・
民
謡
の
庶
民
性
と
は
違
う
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
見
せ
て
い
る
。
た
だ
、
宴
席
歌
謡
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
れ
ば
、
「
う

か
れ
る
」
「
こ
が
れ
る
」
と
い
う
、
露
骨
な

ほ
ど
の
直
裁
的
心
情
表
現
を
ぶ

つ
け
な
が
ら
、
わ
が
心
中
で
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
、
候
言
葉
で
や
さ
し
く
、
し

か
も
つ
い
漏
れ
て
し
ま
う
嘆
息
の
よ
う
に
反
復
す
る
と
い
っ
た
、
計
算
し
つ

く
さ
れ
た
妙
味
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は

一
種
の
女
歌
の
伝
統
に
根
ざ
し
た

「
は
ぐ
ら
か
し
」
で
あ
る
。
男
の
恋
の
対
象
と
し
て
は
、
そ
の
関
心
が
と
う
　
　
一

に
薄
れ
て
し
ま

っ
た
女
性
、
花
の
時
代
を
過
ぎ
て
久
し
い
女
性
が
、
わ
が
身

　

３ｏ

を

「花
筏
」
と
謡
い
出
し
た
と
し
た
ら
、
宴
席
歌
と
し
て
の
こ
の
歌
の
効
果
　
　
．

は
い
よ
い
よ
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「花
筏
」
の
優
雅
さ
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
女
性
が
酒
席
で
酌
を
す
る
男
の
誰
彼
に

「あ
な
た
に
浮
か
れ
焦
が
れ
て

い
る
の
で
す
」
と
謡
い
掛
け
る
戯
態
が

一
層
宴
席
を
に
ぎ
わ
し
た
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。
仰
々
し
い
候
言
葉
を
使
い
、
し
か
も
、
「
う
か
れ
て
」
以
下
を

繰
り
返
す
あ
た
り
に
宴
席
の
戯
歌
と
し
て
の
側
面
を
強
く
感
じ
て
し
ま
う
。

こ
れ
も
近
世
遊
里
歌
情
調
に
引
か
れ
て
の
解
釈
に
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
後
代

へ
の
こ
の
歌
の
継
承
と
言
え
ば
、

「花
」
も

「筏
」
も
捨
て
て
、

「船
」
の
歌
と
し
て
、
そ
の
縁
で

「う
か
れ
る
」
「
こ
が

れ
る
」
思
い
を
掛

け
て
い
く
。
例
え
ば

『山
家
鳥
虫
歌
』
に
、



○
幾
夜
明
石
の
浦
漕
ぐ
船
も
　
浮
か
れ
焦
が
れ
て
磯

へ
寄
る

（大
隈
）

と
あ
る
。

も
う

一
つ
の

「花
う

つ
ぼ
」
で
あ
る
が
、

「花
靭
」
は
、
花
を
差
し
て
あ

る
靱
、
花
を
折
り
添
え
た
靭
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

「桜
」
の
花
が
続
い
て
い

る
。
真
鍋
昌
弘
氏
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
『菟
玖
波
集
』
（文

和

五
年

成

立
）
巻

一
の

「花
靱
」
に
あ
る
、

北
山
の
花
を
見
て
帰
る
侍
る
と
て
、
う
つ
ぼ
に
花
の
枝
さ
し
て
、　
一
条

の
大
路
を
過
ぎ
侍
り
け
る
に
、
さ
じ
き
の
内
よ
り
女
の
声
に
て
、

や
さ
し
く
見
ゆ
る
花
う
つ
ば
か
な

と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
馬
よ
り
下
り
て
、

も
の
の
ふ
や
桜
狩
し
て
帰
る
ら
ん

の
情
景
そ
の
ま
ま
に
、
武
士
の
具
で
あ
る
靭
に
花
を
折
り
そ
え
た
姿
を

「
や

さ
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
、

「花
う

つ
ぼ
」
は
花

（桜
）
柄
を
施
し
た
靭
と
も
受
け
と
れ

る
。
花
柄

（花
模
様
）
の
靭
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
別
に

し
て
、
そ
の
場
合
も
華
や
か
で
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
消
え
な
い
。

と
も
あ
れ
、

「花
靭
」
と
い
っ
た
華
や
か
で
美
し
い
も
の
を
背
負

っ
て
い

る
姿
を
賞
讃
し
て
あ
こ
が
れ
て
い
る

の

で
あ

る
。

「
や
さ
し
」
は

「矢
差

し
」
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
武
骨
で
お
よ
そ
風

流
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
い
は
ず
の
武
士
が
靭
に
桜
の
花
を
折
り
添
え
る

（描
き

添
え
る
）
と
こ
ろ
に
、
そ
の
心
根
の
や
さ
し
さ
を
感
じ
た
と
い
う
の
で
は
な

い
。
あ
く
ま
で
も

「花
靭
」
を
負
う
た
、　
そ
の

「人
の
姿
」
、　
外
見
の

「優

し
さ
」
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「人
」
は

「恋
人
」
、
こ
の
歌
の
謡
い
手

に
と

っ
て
特
定
の
人
で
あ
る
。
恋
人
の
真
実
味
の
無
さ
を
非
難
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
外
見
は
花
靭
の
よ
う
に
優
し
く
見
え
る
恋
人
な
の
で
あ
る
が
、
少

し
も
真
心
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
風
流
で
華
や
か
な

「花
靱
」
と

「頻

の
皮
靱
」
と
い
う
、
少
々
興
ざ
め
た
風
情
の
な
い
靭
を
対
照
的
に
出
し
な
が

ら
、
そ
の

「瀬
」
に

「
嘘
」
、
不
真
実
を
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
「負
ふ
」

に

「逢
ふ
」
も
働
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
逢
う
度
に
相
手
の
不
真
実
さ
が
い

よ
い
よ
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
恋
の
相
手
と
し
て
は
最
も
頼
み
に
で
き
な
い

型
の
人
間
な
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

し
か
し
、
そ
れ
は
和
歌
の
恋
歌
の
世
界
で
あ
る
。
中
世
小
歌
の
恋
歌
と
し

　

３１

て
は
、
深
刻
に
す
ぎ
て
こ
の
歌
の
謡
い
手
の
立
場
を
悲
劇
的
に
捉
え
る
必
要
　
　
一

は
あ
る
ま
い
。
集
団
の
共
有
で
あ
る
歌
謡
は
深
刻
な
恋
は
歌
声
に
し
な
い
。

「恋
」
を

一
般
化
し
て
、
誰
彼
に
も
共
有
で
き
る
部
分
に
お
い
て
恋
の
歌
謡

は
成
立
す
る
。
こ
の
歌
は

「姿
の
優
し
さ
に
似
ず
、
冷
た
い
人
だ
こ
と
」
と

ぶ
つ
け
合
え
る
間
柄
で
恋
の
気
分
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
恋
に
熟
達
し
た
女
が
男
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
未
熟
者
に
教
え
諭
す

歌
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、

「恋
」
の
枠
を
は
ず
し
て
も

っ

と

一
般
的
に
、
人
と
い
う
も
の
の
頼
り
な
さ
、
信
用
の
な
さ
を
謡

っ
た
処
世

歌
、
教
訓
歌
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
歌
と
関
連
さ

せ
て
み
る
と
き
、
編
者
の
こ
の
歌
の
受
け
止
め
方
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ

っ



た
よ
う
で
あ
る
。

「人
は
み
な
嘘
の
皮
靱
を
負
う
て
い
る
」
と
い
う
教
訓
を

受
け
て
次
の
十
七
番
の

「人
は
う
そ
に
て
く
ら
す
世
に
」
が
導
か
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

○
人
に
う
そ
に
て
く
ら
す
世

に
　
な
ん
ぞ
よ
燕
子
が
実
相
を
談
じ
が
ほ
な

る
一
方
、

「人
の
世
が
嘘
の
か
た
ま
り
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
燕
だ
け
が

実
相
を
語
り
顔
に
と
り
す
ま
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
し
か
つ
め

ら
し
く
説
教
す
る
人
間
を
燕
に
警
え
て
茶
化
し
て
し
ま

っ
て
い
る
十
七
番
の

歌
か
ら
十
六
番
に
戻

っ
て
み
る
と
、
や
は
り
深
刻
な
恋
の
嘆
き

歌

で
は

な

い
、
恋
と
は
そ
う
し
た
も
の
、
人
と
は
、
人
の
世
と
は
そ
う
し
た
も
の
所
詮

真
実
な
ど
あ
て
に
す
る
方
が
ま
ち
が

っ
て
い
る
と
、
む
し
ろ
割
り
切

っ
た
さ

ば
さ
ば
し
た
思
い
で
明
か
る
く
謡

っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。

そ
こ
に
は
、
こ
の
時
代
の
人
達
が
戦
乱
の
世
と
い
う
、
現
実
を
見
据
え
た
上

で
持

っ
た
、

「生
き
る
」
た
め
の

一
種
の
強
さ
も
出
て
い
る
。
次
の
、

○
く
す
む
人
は
見
ら
れ
ぬ
　
ゆ
め
の
／
ヽ
／
ヽ
世
を
　
う
つ
ゝ
が
ほ
し
て

（
５４
）

○
な
に
せ
う
ぞ
　
く
す
ん
で
　

一
期
は
夢
よ
　
た
ゞ
狂

へ

（
５５
）

の
歌
に
も
通
ず
る
ひ
ら
き
直
り
と
い
う
か
、
中
世
の

「憂
き
世
」
か
ら
近
世

の

「浮
き
世
」

へ
通
じ
る
兆
し
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
世
小
歌
の
時
代
は
、
見
か
け
の
華
々
し
さ
、
美
し
さ
の
底
に
、
も
う

一

つ
生
々
し
い
現
実
の
厳
し
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
知
ら
さ
れ
た
時
代
な
の
で

あ

る
。

五

『閑
吟
集
』
の
「花
の
歌
」
で
い
か
に
も
中
世
小
歌
ら
し
い
の
が
次
の
二
首
。

○
ち
ら
で
あ
れ
か
し
さ
く
ら
花
　
ち
れ
か
し
口
と
は
な
ご
ゝ
ろ

（
２５
）

○
霜
の
自
菊
　
う

つ
ろ
ひ
や
す
や
な
ふ
　
し
や
た
の
む
ま
じ
の

一
花
ご
ゝ

ろ
や

（
２０４
）

右
の
二
つ
の
歌
に

見

ら

れ

る

「花
心
」
「
一
花
心
」
は
、
「
花
」
の

「
咲

く
」
見
事
さ
、
美
し
さ
で
は
な
く
、

「
散
る
」
「
色
あ
せ
る
」
と
い
う

属

性

か
ら
、
頼
み
に
な
ら
な
い
も
の
、
変
わ
り
や
す
い
も
の
と
し
て

「
心
」
に
か
　
　
・

か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３２

「花
心
」
は
中
古
か
ら
の
文
芸
用
語
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
ず

「
心
が
　
　
一

花
に
な
る
」
と
い
う
言
い
方
で
出
て
く
る
。
『古
今
集
』
の
序
に
、

今
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
け
る
よ
り

と
あ
り
、
華
や
か
で
散
り
や
す
い
花
か
ら
、
華
美
に
し
て
変
わ
り
や
す
い
人

の
心
を

「花
に
な
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
集
の
恋
五
に
、

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

と
あ
っ
て
、
草
木
の
花
は
そ
の
移
り
変
わ
っ
て
い
く
色
は
見
え

る
も

の
だ

が
、
は
っ
き
り
と
し
た
色
が
見
え
な
い
で
変
わ

っ
て
い
く
の
が

「人
の
心
の

花
」
だ
と
、
頼
み
に
な
ら
な
い
、
あ
て
に
な
ら
な
い
相
手
の
心
を
嘆
く
恋
歌

に

「花
の
心
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
歌
は

「桜
の
花
心
」
と



あ

っ
て
、
風
に
誘
わ
れ
て
散
る
桜
花
に
頼
み
が
た
い
心
を
重
ね
て
い
る
。

頼
め
ど
も
い
で
や
桜
の
花
心
さ
そ
ふ
風
あ
ら
ば
散
り
も
こ
そ
す
れ

（続
後
撰
和
歌
集
、
巻
二
春
中
）

中
古
の
文
芸
用
語
で
あ
る

「花
心
」
は
中
世
の
小
歌
か
ら
近
世
の
三
味
線

歌
謡
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
日
に
つ
い
た
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お

〇

一
花
心
そ
か
な
人
ぢ
や
　
そ
れ
や
さ
う
あ
ら
う
ず
　
そ
か
な
人
ぢ
ゃ

（宗
安
小
歌
集
）

○
さ
く
花
も
千
よ
　
九
重
八
え
さ
く
ら
　
な
む
そ
我
身
の
ひ
と
は
な
こ
ゝ

ろ

（隆
達
小
歌
集
）

○
い
や
と
言
う
た
も
の
　
か
き
口
説
い
て
の
う
　
何
ぞ
や
其
方
の
ひ
と
花

ご
ゝ
ろ
　
思
へ
や
君
さ
ま
　
か
な
へ
や
我
が
恋
　
あ
ら
う
つ
ゝ
な
の
浮

か
れ
心
や
　
揉
ま
い
の
／
ヽ
　
さ
ゞ
ら
も
ま
い
の
　
我
等
も
若
い
時
は

殿
に
も
ん
揉
ま
れ
た

（松
の
葉
、
巻

一
、
腰
組
）

『松
の
葉
』
の
例
の
よ
う
に
、
「
ひ
と
は
な
ご
こ
ろ
」
は
、　
ま
さ

に

「う

つ
つ
な
の
浮
か
れ
心
」
で
あ

る
。

浮
か
れ
心
、　
定
ま
ら
な
い
移
り
気
で
あ

る
。
恋
に
浮
か
れ
る
心
、
そ
れ
が

「花
心
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
強
め

ら
れ
た
の
が

「
ひ
と
花
心
」
で
あ
る

。
「花
」

一
つ
に
定
ま
ら
ず
、
次
々
と

「花
」
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
の
が

「花
心
」
で
あ
る
。
次
の

「花
」
に
移
ら

れ
た

（心
変
わ
り
さ
れ
た
）
側
は
、
わ
れ
に

「増
す
花
」

（自
分
よ
り
も
人

を
引
き
つ
け
る
花
）
の
あ
る
故
と
思
い
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。

○
月
日
か
け
て
　
変
ら
じ
と
契
り
し
中
を
　
く
や
し
や
増
す
花
あ
れ
ば

見
捨
て
ら
る
ゝ
（吉
原
は
や
り
小
歌
総
ま
く
り
、
か
ぶ
ろ
お
も
は
く
踊
）

○
わ
ざ
と
来
ん
と
は
お
し
や
れ
ど
も
　
真
実
お
も

へ
ば
　
恥
も
人
目
も
お

も
は
く
も
　
思
ひ
出
さ
れ
ぬ
も
の
ぢ
や
も
の
　
し
か
し
な
が
ら
君
は
た

ゞ
増
す
花
の
あ
る
ゆ
ゑ

（松
の
葉
、
巻

一
、
不
詳
組
）

○
月
の
夜
に
打

つ
砧
の
音
の
　
え
い
は
ら
／
ヽ
ほ
ろ
／
ヽ
　
は
ら
ほ
ろ
と

又
し
て
も
お
ど
ろ
く
夜
も
／
ヽ
あ
る
に
　
独
り
寝
よ
と
は
何
事
ぞ
思
は

ざ
　
な
き
そ
　
増
す
花
狂
ひ
せ
う
ず
も
の
わ
ざ
く
れ

（右
同
）

一
つ
の

「花
」
か
ら

「増
す
花
」

へ
と
移
り
行
き
、
と
ど
ま
ら
な
い
う
わ

き
心
に
落
ち
着
か
な
い
の
が
、

「増
す
花
狂
い
」
な
の
で
あ
る
。

「花
心
」

「
ひ
と
花
心
」
の

「花
」
は
散
る
、
色
あ
せ
る
花
か
ら
き
た
は
か
な
さ
、
移

ろ
い
や
す
さ
を
、
そ
し
て

「増
す
花
」

「増
す
花
狂
い
」
の

「花
」
は
咲
く

花
か
ら
き
た
見
事
さ
、
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
て
、
そ
れ
が
恋
の
嘆
き
歌
に

ひ
と
つ
な
が
り
に
謡
わ
れ
て
い
る
の
が
面
白

い
。

「花
心
」
に
つ
い
て
は
、
『
雅
言
集
覧
』
で
は
、
「
心
の
あ

だ

な

る

を
い

ふ
。
俗
の
ウ
ワ
キ
心
也
」
と
あ
り
、
足
代
弘
訓
の

雅

言

辞
書

『
詞
の
し
き

波
』
に
も

「色
め
き
て
あ
だ
な
る
心
を
い
へ
り
。
タ
ノ
ミ
ズ
ク
ナ
イ
心
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
の
語
義
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
詮
索
は

い
ら

な

い
。
た

だ
、
二
十
五
番
と
二
百
四
番
の
小
歌
の

「花
心
」
「
ひ
と
花
心
」
の
周
辺
を

も
う
少
し
追

っ
て
み
た
い
。

こ
の
二
つ
の
小
歌
の

「花
心
」
「
ひ
と
花
心
」
は
と
も
に

「移
ろ

い
や
す
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い
人
の
心
」
を
指
し
な
が
ら
、
　
一
方
は

「桜
の
花
」
一
方

は

「霜
の
自
菊
」

か
ら
導
か
れ
て
い
た
。

「花
心
」

「
ひ
と
花
心
」
の
成
語
は
含
ま
な
い
な
が

ら
、
次
の
小
歌
は
明
ら
か
に

一
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
人
の
心
よ
　
げ
に
も
あ
だ
な
る
花
の
姿
ぞ

（隆
達
小

歌
）

○
扱
も
そ
な
た
は
霜
の
自
菊
　
う

つ
り
や
す
や
な
う
　
う
つ
り
や
す
や
な

う

（同
）

○
何
を
お
し
や
る
も
か
こ
で
候
　
心
こ
と
ば
が
花
に
な
る
　
ち
る
も
る
よ

の

（同
）

○
千
歳
ふ
る
と
も
　
散
ら
ざ
る
花
と
　
心
の
か
は
ら
ぬ
人
も
が
な

（同
）

最
後
の
歌
は

「ち
ら
で
あ
れ
か
し
さ
く
ら
花
」
を
さ
ら
に
具
体
的

・
積
極

的
に
謡

っ
て
い
る
。

「花
」
は
散
る
も
の
と
わ
か

っ
て
い
な
が
ら
、
散
ら
な

い
花
が
あ

っ
た
ら
と
願
う
思
い
は
、
変
わ
ら
ぬ
心
を
求
め
る
気
持
ち
に
通
じ

て
い
る
が
、
散
ら
な
い
花
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
、
人
の
心
も
変
わ
る
の
が
常

だ
と
す
る
あ
き
ら
め
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
い
心
こ
そ
大
事

だ
と
謡
い
続
け
る
。

歌
謡
の
継
承
と
し
て
は
、

〇
北
野
の
梅
も
吉
野
の
花
も
散
る
　
君
心
あ
れ

（隆
達
小
歌
）

○
春
は
花
　
夏
時
鳥
　
秋
は
月
　
冬
薄
雪
に
人
は
心

（同
）

○
梅
は
に
ほ
ひ
よ
木
立
は
い
ら
ぬ
　
人
は
心
よ
す
が
た
は
い
ら
ぬ

（同
）

○
梅
は
匂
ひ
花
は
く
れ
な
ひ
　
柳
は
み
と
り
人
は
こ
ゝ
ろ

（同
）

な
ど
の
小
歌
群
か
ら
、

○
梅
は
匂
よ
桜
は
花
よ
　
人
は
心
よ
ふ
り
い
ら
ぬ

（山
家
鳥
虫
歌
、
河
内
）

の
近
世
民
謡
ま
で
行
き

つ
く
。

も
う
少
し
和
歌
や
歌
謡
を
離
れ
て

「花
の
心
」
を
追

っ
て
み
る
。

御
伽
草
子

「鉢
か
つ
ぎ
」
で
、
亡
き
北
の
方
の
死
に
嘆
き
悲
し
む
鉢
か
つ

ぎ
の
父
親
に

一
門
の
人
々
が
説
得
し
て
あ
と
が
ま
を
迎
え
る
ご
と
に
な
る
。

一
も
ん
の
人
々
よ
ろ
こ
び
て
、
さ
る
べ
き
人
を
と
た
づ
ね
、
も
と
の
ご
と

く
む
か
ひ
と
り
、
う

つ
れ
ば
か
は
る
世
中
の
、
こ
ゝ
ろ
は
は
な
ぞ
か
し
。

時
間
の
経
過
と
と
も
に
亡
き
人

へ
の
思
い
も
い
つ
し
か
薄
れ
ド
新
し
い
奥
方

に
気
持
ち
が
移

っ
て
い
く
こ
と
を

「
こ
ゝ
ろ
は
は
な
ぞ
か
し
」
と
言
い
切

っ
　
　
一

て
い
る
。
読
者
の
納
得
で
も
あ
る
。
こ
の
強
い
言
い
切
り
が
そ
れ
以
後
の
、
　
　
３４

継
子
と
な

っ
た
鉢
か
つ
ぎ
の
辿
る
不
運
な
筋
展
開
を
遂
げ
る
自
然
さ
を
生
み
　
　
．

出
し
て
い
る
。

謡
曲

「卒
都
婆
小
町
」
で
は
、
卒
都
婆
に
腰
か
け
た
老
残
の
小
町
が
僧
に

と
が
め
ら
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
卒
都
婆
間
答
を
始
め
る
く
だ
り
で
次
の
よ
う
に

出
て
く
る
。

し

て．
「仏
体
色
性
の
恭
き
と
は
宣
へ
ど
も
、
こ
れ
ほ
ど
文
字
も
見
え
ず
刻
め

る
形
も
な
し
。
た
だ
朽
木
と
こ
そ
見
え
た
れ
。

わ
き

「
た
と
ひ
深
山
の
朽
木
な
り
と
も
、
花
咲
き
し
木
は

「隠
れ
な
し
。
い

は
ん
や
仏
体
に
刻
め
る
木
、
な
ど
そ
の
じ
る
し
な
か
る
べ
き
。

し

て

「
わ
れ
も
い
や
し
き
埋
木
な
れ
ど
も

「心
の
花
の
ま
だ
あ
れ
ば
、
手
向



け
に
な
ど
か
な
ら
ざ
ら
ん
。
さ
て
仏
体
た
る
べ
き
い
は
れ
は
い
か
に
。

シ
テ
の
小
町
が
老
い
さ
ら
ば
え
た
わ
が
身
は

「埋
れ
木
」
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、

「
心
の
花
」
は
ま
だ
あ
る
と
い
う
。

「
心
の
花
」
は

「華
や
か
な
も

の
」

「艶

っ
ぱ
い
も
の
」
、
と
い
う
よ
り

「花
」
を

「花
」
と
み
る
分
別
理

解
力
で
あ
ろ
う
。
物
の
真
実
を
み
る
、
感
じ
る
心
は

「花
」
の
部
分
に
お
い

て
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
心
の
花
」
ま
で
失

っ
て
は
い
な
い
と

い
う

の

で
あ

る
。

「心
が
花
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
ふ
わ
つ
い
た
頼
り
な
い
心
、
浮
わ
き

心
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
同
時
に
心
に
花
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

と
、
物
の
道
理
、
分
別
も
わ
か
ら
な
い
心
に
な

っ
て
し

ま

う

こ
と
で
あ

つ

た
。
華
や
い
だ
、
恋
に
浮
か
れ
る
心
を
失

っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
生
き
て

い
る
者
の
心
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

結

び

『閑
吟
集
』
の

「花
の
歌
」
を
追

っ
て
き
て
、
最
早

一
応
の
し
め
く
く
り

を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

「花
心
」
に
関
連
し
て
、
九
十
九
番

に

「
ふ
か
き
や
法
の
花
心
」
が
あ
る
。

「法
の
花
」
は
法
華
経
で
あ
る
。
心
中
の
花
で
あ
る
。
百
四
十

一
番
に
、

○
う
ら
み
は
数
／
ヽ
お
ほ
け
れ
ど
も
　
よ
し
／
ヽ
申

（す
）
ま
じ
　
此
の

花
を
御
法
の
は
な
に
な
し
給

ヘ

が
あ
る
。
裏
切
ら
れ
、
そ
む
か
れ
た
恋
の
数
の
多
さ
、
恨
み
言
を
言
え
ば
限

り
が
な
い
が
、
そ
の
花

（恋
の
時
代
の
こ
と
）
を

「御
法
の
花
」

（仏
に
供

（
１２
）

え
る
花
）
に
し
て
し
ま
い
な
さ
い
と
い
う
。
こ
こ
に
恋
の
苦
悩

。
苦
痛
も
宗

教
的
な
救
い
に
す
が

っ
て
思
い
あ
き
ら
め
た
い
と
す
る
、
中
世
の
時
代
が
み

え
て
い
る
。

「花
」
は
つ
か
の
間
の
も
の
、　
一
時
期
の
あ
て
に
で
き
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
。
恋
の
時
代
も
、
美
し
く
若
い
時
代
も
、
若
さ
も
美
し
さ
も

「花
」
に

置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
と
も
に
過
ぎ
ゆ
く
も

の
、
変
わ
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
嘆
き
嘆
か
れ
、
恨
み
恨

ま
れ
る
と
こ
ろ
に
恋
の
歌
の

「花
」
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
「折
る
」
「散

る
」
と
い
っ
た
縁
語
に
よ
る
広
が
り
の
中
で
近
世
歌
謡
や
民
謡
に
ま
で
継
承
　
　
一

さ
れ
て
い
く
。

そ
う
し
て
、　
一
方

で

「散
ら
ぬ
花
」
を

求
め
る

心
は
結
局

　

３５

「法
の
花
」
の
永
遠
性
に
つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
世
俗
歌
謡
の
素
　
　
一

材
と
し
て
は
断
ち
切
れ
て
し
ま

っ
て
、　
一
時
の
花
で
も
い
い
、
思
い
き
り
咲

き
た
い
、
美
事
に
咲
い
た
花
を
手
折
り
た
い
、
や
た
ら
散
ら
せ
た
く
な
い
、

よ
そ
の
嵐
や
風
に
吹
か
せ
た
く
な
い
と
い
っ
た
も
の
ば
か
り
を
多
少
気
の
き

い
た
言
い
ま
わ
し
で
む
し
か
え
し
む
し
か
え
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
替
え
歌
を
生

み
出
し
て
遊
里
歌
謡
を
に
ぎ
わ
し
て
い
く
。

『閑
吟
集
』
も
終
盤
に
、
も
う

一
つ

「花
の
歌
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

○
花
か
ど
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
）

「花
」
と

「月
」
と
を
対
比
し
て
い
る
が
、



○
泣
い
て
も
笑
う
て
も
　
ゆ
く
も
の
を
　
月
よ
花
よ
と
遊
べ
た
だ

（隆
達

小
歌
）

○
花
よ
月
よ
と
　
暮
せ
た
ゞ
　
程
は
な
い
も
の
う
き
世
は
（編
笠
節
唱
歌
）

の

「花
」

「月
」
で
は
な
い
。

「花
籠
」
は
花
を
摘
み
入
れ
た
り
、
花
枝
を
盛
る
竹
製
の
籠
の
こ
と
で
あ
る
。

○
十
七
に
ョ
ィ
，、
花
か
ご
も
た
せ
　
花
折
り
に
　
牡
丹
に
あ
や
め
か
き
つ

ば
た

（『
但
謡
集
』
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
、
田
植
歌
）

に
謡
わ
れ
て
い
る

「花
か
ご
」
は
ま
さ
に
そ
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
三
百
十

番
の

「花
か
ご
」
は
単
純
に
そ
の
意
ば
か
り
で
は
な
い
。

「入
れ
て
」

「も

ら
さ
じ
」
の
二
語
に
重
ね
て

「花
か
ご
」
を
見
て
み
る
と
も
っ
と
性
愛
的
な

表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
な
る
と
、

最
早
、
巻
頭
の

「花
の
歌
」
、　
そ
し
て

「梅
の
花
」
か
ら

導
か
れ
た

『
閑
吟
集
』
の

「花
の
歌
」
か
ら
離
れ
て
、
ま
さ
に
庶
民
の
歌
謡
・

民
謡
の
世
界
の
発
想
に
よ
る

「花
の
歌
」
に
な
る
。

注
（
１
）

「
花
」
に
寄
せ
る
信
仰
的
な
側
面
が
受
け
継
が
れ
た
の
が
、
花
の
踊

・
お
花

踊

・
花
見
踊
と
い
っ
た
祭
礼
や
行
事
に
行
な
わ
れ
た
風
流
踊
歌
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
『
閑
吟
集
』
の
起
首
と
巻
末
歌
―
―
そ
の
編
纂
意
図
を
め
ぐ

っ
て
」
（獨
協

中
学
校

・
高
等
学
校

「
研
究
紀
要
」
第
五
号
）

浅
野
建
二

『閑
吟
集
研
究
大
成
』

（
２
）

（
３
）

『
山
家
鳥
虫
歌
』
に

「瓢
葛
屋
に
蚊
遣
を
焚
き
て
綾
や
錦
と
夕
涼
」
（尾
張
・

但
馬
）
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
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
す
る
浅
野
説
と
、
や
っ
と
念
願
が
か
な
っ
た
男
が

か
え
っ
て

一
層
恋
心
が
慕
っ
て
忘
れ
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
く
と

す
る
志
田
延
義
の
解
釈
が
あ
る
が
、
も
う

一
つ

「
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
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て

「
や
な
ぎ
の
糸
の
乱
れ
心
」
を
間
に
入
れ
て
仕

立
て
た
技
巧
的
な
歌
と
解
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
を
提
出

し
た
こ
と
が
あ
る
。

（注
２
同
論
文
）

「
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
）

「
花
」
の
歌
に
重
ね
て

「春
」
の
歌
が
編
者
の
配
列
意
識
で
あ

っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
し
め
く
く
り
は
、

○
し
ゐ
て
や
手
折

（ら
）
ま
し
　
お
ら
で
や
か
ざ
さ
ま
し
や
な
　
弥
生
の
な

が
き
春
日
も
　
猶
あ
か
な
く
に
く
ら
し
つ

の
五
十
六
番
ま
で
伸
び
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

算
用
数
字
は
歌
謡
番
号
。
以
下
同
じ
。

十
七
番
は
十
六
番
を
受
け
た

「
う
そ
」
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

注
３
同
書
。

「
花
筏

・
花
靱

・
花
心

。
一
花
心
の
歌
」
（『中
世
近
世
歌
謡

の
研
究
』
所

収
）大

田
垣
能
登
守
忠
説
作
の
謡
曲

「
朝
顔
」
の
一
節
で
、
原
曲
で
は
朝
顔
の
精

が
僧
に
向
か
っ
て
恨
み
言
の
多
い
こ
と
を
訴
え
た
も
の
。

（
４
）

（
″ｏ
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１０
）

（
Ｈ

）

（
１２
）
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「社
会
史
研
究
」
考

―
大
野
英
二
著

『
現
代
ド
イ
ツ

社
会
史
研
究
序
説
』
に
寄
せ
て
―

久
慈
　
栄
志

昨
今
、
「社
会
史
」
関
係
の
著
書
、
論
文
が
き
わ
め
て
数
多
い
こ
と
に
気

付
く
。
『社
会
史
研
究
』
（
日
本

エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
や

『
歴
史

と
社
会
』
（
リ
ブ

ロ
ポ
ー
ト
）
な
る
雑
誌
も
発
刊

さ
れ
、　
そ
れ
ぞ
れ
現
在
、

ま
だ
第
二
号
ま
で
と
は
言
え
、
続
刊
に
意
欲
を
燃
や
し
て
い
る
。

今
、
評
者
の
手
許
に
あ
る

『
歴
史
学
研
究
』
（青
木
書
店
）
最

新

号

（九

月
号
）
に
も
、
「社
会
史
」
の
位
置
と
意
義
を
論
じ
た

三
篇
の
論
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
歴
史
学
に
お
い
て

「社
会
史
研
究
」
が
確
実
に

″
市
民
権
″

を
得
つ
つ
あ
る
、
と
の
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、

こ
う
し
た
背
景
に
は
、

「社
会
史
研
究
」
発
祥
の
地
た
る
フ
ラ

ン
ス
を
筆
頭
と
し
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
欧
米
の
若
手
研
究

者
ら
に
よ
る
意
欲
的
な

″
社
会
史
学
体
系
化
″

へ
の
努
力
が
大
い
に
寄
与
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

我
国
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
史
、
ド
イ
ツ
史
を
プ

ロ
パ
ー
と
す
る
歴
史

家
・経
済
史
家
を
中
心
と
し
て
、
社
会
史
論
争
が
活
発
に
交
わ
れ
さ
て
い
る
。

昨
年
五
月
、
近
代
ド
イ
ツ
社
会
経
済
史
研
究
の
第

一
人
者
、
大
野
英
二
氏

に
よ
る

『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
が
岩
波
書
店
よ
り

刊

行
さ

れ

た
。ド

イ
ツ
現
代
史
、
と
く
に
ナ
チ
ズ
ム
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る

「社
会
史
」
の

諸
問
題
及
び
、
現
在
、
西
ド
イ
ツ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
比
較
社
会
史
の
研
究

動
向
等
が
著
者
の
明
確
な
る
問
題
意
識
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
鋭
い
批
判

と
を
織
り
交
ぜ

つ
つ
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
近

。
現
代
史
研
究
者
に
と

っ
て
、
ま
さ
に
待
望
の
書
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
同
書
の
紹
介
を
兼
ね
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
　
　
・

の

「社
会
史
研
究
」
の
歩
み
、
そ
し
て
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
の
現
状
に

　

３７

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
尚
、
そ
の
際
同
書
に
対
す
る
若
干
の
書
　
　
．

評
も
試
み
た
い
。

―
―
ア
ナ
ー
ル
学
派
と
―

　『
社
会
史
』
―

歴
史
学

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
幾

つ
か
の
方
法
論
が
あ
る
。

そ
れ
は
歴
史
学
の
持

つ
学
問
的
性
格
が
、
そ
の
取
り
扱
う
内
容
の
多
様
さ

か
ら
判
断
し
て
、
き
わ
め
て
漠
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ

ろ
う
。
と
は
言
う
も
の
の
、

「政
治
史
」
や

「事
件
史
」
こ
そ
が
、
歴
史
学

接
近

へ
の
最
短

コ
ー
ス
で
あ
り
、
正
道
で
あ
る
、
と
の
認
識
が
、
永
い
間
、

東
西
の
歴
史
学
界
を
支
配
し
て
き
た
。
こ
と
に
近

・
現
代
史
研
究
者
に
お
い



て
、
こ
の
考
え
方
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。

我
国
の
近

。
現
代
史

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
）
研
究
者
の
半
数
以
上
が

「政
治

史
」
を
専
門
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
傾
向
が
い
か
に
根
強
い
も
の

で
あ
る
か
が
う
か
が
え
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
我
国
史
学
界
が
ド
イ
ツ
の
歴
史
主
義
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず

受
け
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
歴
史
主
義
に
あ

っ
て
は
、
歴
史
は
、
個
々
の
国
々
の
進
歩
、

発
展
や
、
民
族
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
と
し
て
捉

え

ら

れ

て
い

た
。
ラ
ン
ケ

（ｒ
８
り
ｏ
こ

６
●
”
”
●
Ｆ
）
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
、
進

化
論
に
基
づ
い
た
歴
史
認
識
の
結
果
、
実
際
の
研
究
方
法
と
し
て
は
記
述
史

料
が
重
視
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
研
究
対
象
と
し
て
は
、
最
も
記
述
史
料
と
し
て
残
り
や
す
い
政

治
、
外
交
に
片
寄

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
内
容
も
、
そ
の
国
に
多
大
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
よ
う
な
事
件
及
び
特
定
の
個
人

（英
雄
な
ど
）
に
焦

点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
形
な
き
、
史
料
な
き
無
名
の
個
人
、
す
な
わ
ち
民

衆
の
果
た
し
た
役
割
は
完
全
に
無
視
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
指
向
に
対
し
て
疑
間
を
は
さ
み
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
交

替
を
主
張
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
で
あ
る
こ
と
を
御
存
じ

の
方
は
多
か
ろ
う
。

「
ア
ナ
ー
ル
」
の
名
称
は

『経
済

・
社
会

・
文
明
年
報
』
（原
題

＞
目
日
‐

一ｏ
∽・
ぃ
８
８
８
一ｏ
∽）
リ
ュ
０
ま
∽）
０
７
壽
８
■
８
ｒ

以
下

『
ア
ナ
ー
ル
誌
』
と

略
）
と
い
う
雑
誌
に
由
来
す
る
。
『
ア
ナ
ー
ル
誌
』
は

一
九
二
九
年

創
刊

の

『
社
会
経
済
史
年
報
』

（原
題

＞
●
日
【８

ヽ
〓
∽”ｏ
け
ｏ

一
８
８
日
中ρ
‘
０

０
け

∽８
Ｌ
ｏ
）
を

一
九
四
六
年
に
改
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

両
誌
名
か
ら
察
せ
ら
る
如
く
、
そ
の
目
的
は
歴
史
と
い
う
も
の
を

〃
事
件

よ
り
社
会
、
個
人
よ
り
全
体
〃
と
し
て
把
握
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の

「
ア
ナ
ー
ル
」
の
学
風
を
創
り
あ
げ
た
偉
大
な
る
功
労
者
が
ル
ュ
シ

ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル

（”
８
中ｏ
口
”
ｏぴ
ｌ
ｏ
）
と

マ
ル
ク

・
ブ

ロ
ッ
ク

（〓
”
８

”
】８
Ｆ
）
の
二
人
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

『
ア
ナ
ー
ル
誌
』
の
前
身

『社
会
経
済
史
年
報
』
も
彼

ら

に

よ
っ
て
編

集
、
創
刊
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
史
学
界
は
、
歴
史
主
義
的

　

３８

方
法
論
に
立
脚
し
た
歴
史
学
研
究
の
再
検
討
を
行
な
い
、
歴
史
学
と
そ
の
他
　
　
一

の
隣
接
諸
科
学
と
の
合
同
を
め
ざ
す
方
向

へ
と
進
ん
で

い
っ
た
。

と

り

わ

け
、

エ
ミ
ー
ル

・
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム

（”
日
〓
０
∪
日
５
０
い日
）
と
ア
ン
リ

●
ベ

ル

（〓
８
Ｌ

”
８
【）
の
思
想
は

フ
ェ
ー
ブ

ル
、

ブ

ロ
ッ
ク
に
方
法
論
的
方

向
性
を
与
え
、
社
会
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
重
要
性
を
植
え
つ
け
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
歴
史
を
単
に
史
料
解
釈
、
史
料
操
作
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な

く
、　
〃
生
き
た
人
間
″
そ
れ
も

″
名
も
な
き
人
間
〃
の
行
動
全
体
を
研
究
対

象
と
し
、
そ
の
行
動
様
式
の
解
明
に
、
あ
ら
ゆ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
る
姿

勢
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
①

″
行
動
す
る
人
間
″
を
取
り
扱
い
、
②
さ
ら
に
個
々
の



現
象
を

「全
体
史
」
と
し
て
総
合
化
し
て
ゆ
く
。
以
上
が

「
ア
ナ
ー
ル
」
学

派
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。

戦
後
の

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
は
、
二
人
の
先
達
に
代
わ
り
、
そ
の
学
恩
を

深
く
受
け
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
プ
ロ
ー
デ
ル

（”
ｏ
日
”
●
鮎
”
屋
●
』
ｏ
【）
が
こ
れ

を
継
承
し
た
。

ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、

「全
体
史
」
像
構
築

へ
の

ス
テ
ッ
プ
の

一
つ
と

し

て

「構
造
史
」
（口
Ｆ
ｏ
中お

鮎
ｏ∽
∽質
８
ξ
お
∽）
と
い
う
新
た
な
概
念
を
導
入
し

た
。後

述
の
西
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お
い
て
も
、
戦
後
直
後
プ

ロ
ー
デ
ル
の
影
響

を
受
け
て
、
構
造
史
的
考
察
方
法
が

提
唱
さ
れ
、　
幾
多
の
論
争
を

経
て
、

「比
較
社
会
史
」

へ
と
到
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

「構
造
史
」
が
脱
伝

統
史
学

へ
の
突
破
口
と
な

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

ブ
ロ
ー
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

「全
体
史
」
と
い
う
概
念
を
分
析
す
る
と
、
各

種
の

「構
造
体
」
の
重
層
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人

々
が

″
生
存
す
る
″
時
、
そ
こ
に
は
有
形
無
形
の

フ
ァ
ク
タ
ー

が

介

在
す

る
。
プ

ロ
ー
デ
ル
は
、
こ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を

「構
造
」
と
規
定
し
、
経
済
的

構
造
、
政
治
的
構
造
、
文
化
的
構
造
…
と
分
類
し
た
。
さ
ら
に
ブ

ロ
ー
デ
ル

は
、
各

「構
造
」
に

「持
続
期
間
」
な
る
概
念
を
か
ぶ
せ
、
長
期
、
中
期
、

短
期
の
各

「構
造
」
に
大
別
し
た
。
地
理
的
、
社
会
的
、
民
族
的

「構
造
」

を

「長
期
的
構
造
」
、
政
治
的
、
軍
事
的

「構
造
」
は

「短
期

的

構
造
」
と

言

っ
た
具
合
に
。

「持
続
時
間
」
す
な
わ
ち

″
時
間
的
周
期
″
を
導
入
す
る

こ
と

に

よ
っ

て
、

「構
造
」
が
動
的
に
捉
え
ら
れ
、

「構
造
の
重
層
」
理
論
も
あ
る
意
味

に
お
い
て
説
得
力
を
持

っ
た
と
言
え
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
プ

ロ
ー
デ
ル
は

単
に
分
類
の
み
に
終
始
し
て
し
ま
い

″
人
間
生
活
″
（あ
る
い
は

″
事
件
″
）

と

「構
造
」
と
の
因
果
関
係
の
解
明
に
は
消
極
的
で
あ

っ
た
。

プ
ロ
ー
デ
ル
の

「持
続
期
間
」
を
媒
介
と
し
た

「
全
体
史
」
研
究
に
つ
い

て
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
根
ざ
す
歴
史
家
や

「
ア
ナ
ー
ル
」
内

部

か

ら

す

ら
、
そ
の

「曖
味
さ
」
を
指
摘
す
る
声
が
高
か
っ
た
の
だ
が
、
ブ

ロ
ー
デ
ル

は
、
歴
史
研
究
対
象
に

″
法
則
性
、
定
義
あ
る
い
は
区
分
″
と
い
っ
た
も
の
　
　
一

を
強
制
的
に
規
定
す
る
態
度
は
、
歴
史
家
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
と
反
論
す

　

３９一

Ｚ
一
‐

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
は
以
上
の
如
き
思
考
経
緯
を
経
て
、
近
年
、

「
生
活

史
」
を
重
視
す
る
に
至

っ
た
。

「
ア
ナ
ー
ル
」
誌
の
原
題

『経
済

・
社
会

・
文
明
…
…
』
に
合
致
す
る
考

え
方
と
言
え
る
が
、
そ
の
研
究
対
象
、
分
析
方
法
、
デ
ー
タ
ー
処
理
そ
し
て

「生
活
史
」

へ
の

一
般
化

（あ
る
い
は
総
合
化
）
等
々
、
数
多
く
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
、
従
来
で
も

″
日
常
生
活
の
歴
史
″
に
関
す
る
研
究
は
決
し
て
め

ず
ら
し
く
は
な
い
が
、
お
う
お
う
に
し
て
特
定
地
域
、
特
定
内
容
に
限
ら
れ

た
い
わ
ゆ
る

「
風
俗
史
」
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
感
が
あ
る
。



「
ア
ナ
ー
ル
」
が
こ
の
壁
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「生
活
史
」
に
は
基
本
的
三
要
素
た
る

″
衣

・
食

・
住
″
は
言
う
に
お
よ

ば
ず
、
そ
れ
ら
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
文
化

・
宗
教

・

社
会

・
経
済
、
さ
ら
に
は
気
候
等
の
諸
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

各
々
は
無
名
の
大
衆
の
ま
さ
に

「長
期
的
持
続
時
間
」
の
中
で
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
だ
け
に
、
そ
の
把
握
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
の
歴
史
家
た
ち
の
中
で
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
デ

ュ
ビ
ィ
、

（０
８
『∞
０
∽
∪
‘
げ
て
）

ロ
ラ
ン
・
ム
ニ
エ

（”
Ｏ
Ｆ
●
鮎
〓
Ｏ
Ｃ
∽〓
．ｏ
【）

ら
が
、

家
族
史
や
結
婚
形
態
の
歴
史
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
も
、　
″
生
き
て
い
る
人

間
″
の
全
体
史
像
を
さ
ぐ
る
上
の

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。ま

た
、
「時
系
列
史
」
（〓
∽絆ｏ
一お

∽Ｏ
Ｌ
ｏ
〓
ｏ
）
研
究
で
有
名
な
ジ
ャ
ッ
ク

・

ル
ゴ
フ

（旨
８
●
ｏ∽
い
ｏ
Ｏ
Ｏ
識
）
に
も
大
い
に
注
目
し
た
い
。

「時
系
列
史
」
と
は
、
物
価
、
賃
金
、
租
税
、
人
口
等
、
数
量
化
可
能
な

諸
変
数
の
分
析
を
通
し
て
、
い
く

つ
か
の
グ
ル
ー
プ
間
の
相
関
関
係
を
究
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。
土
地
台
帳
、
徴
税
簿
、
さ
ら
に
は
近

・
現
代
史
に
お
い

て
は
人
口
統
計
資
料
等
の
数
量
的
デ
ー
タ
の
分
析
、
再
構
成
に
よ
り
、
大
衆

の
日
常
生
活
像
を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
発
達
に
よ

っ
て
、
情
報
処
理
能
力
が
飛
躍
的
に
上
昇
し

た
か
ら
こ
そ
可
能
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
概
観
し
た
如
く
、
今
日
ほ
ど
、
歴
史
学
と
隣
接
諸
科
学
と
の
提
携
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
時
代
は
過
去
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

数
量
経
済
史
が
欧
米
史
学
界
に
お
い
て
着
実
に
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
こ

と
も
う
な
づ
け
よ
う
。

だ
が
歴
史
学
は
疑
い
な
く
人
文
科
学
系
学
問
で
あ
る
。

社
会
科
学
的
分
析
を
用

い

つ

つ
も
、
そ
こ
に
い
か

に
し

て

〃
心
性
″

（日
８
邑
思
）
的
要
素
を
加
え
て
ゆ
け
る
か
が
、

今
後
も

大
き
な

課
題
と

し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

―
―
大
野
英
二
著

『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
に

見
る
、
西
独
史
学
界
に
お
け
る
社
会
史
研
究
の
動
向
―
―

こ
の
数
年
来
、
西
ド
イ
ツ
で
は
歴
史
学
の
方
法
論
を
め
ぐ

っ
て
き
ま
ざ
ま

な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

議
論
好
き
の
ド
イ
ツ
人
で
は
あ
る
が

〃
方
法
論
〃
を
そ
の
対
象
と
し
た
こ

と
は
、
こ
の
国
が
歴
史
学
で
は
き
わ
め
て
保
守
的
と
見
ら
れ
、
ま
た
実
際
に

そ
の
通
り
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
異
例
と
も
言
え
る
現
象
で
あ
る
。

前
述
の

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
の
動
向
を
受
け
て
、

ス
イ
ス
、

ス
ペ
イ
ン
、

イ
ギ
リ
ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
従
来
相
対
的
に
関
心
の
薄
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
等

の
歴
史
学
界
で
も
同
様
の
議
論
が
ま
き
起

っ
て
い
る
。
我
国
も
例
外
で
は
な

西
ド
イ
ツ
で
の
論
争
の
中
心
テ
ー
マ
は

「外
交
の
優
位
」
か

そ

れ

と
も

「内
政
の
優
位
」
か
、
換
言
す
れ
ば
歴
史
学
の
本
流
は

「国
家
史

・
国
家
関
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係
史
」
で
あ
る
の
か

「国
家
内
部
の
社
会

・
経
済
的
諸
問
題
」
な
の
か
で
あ

る
。ラ

ン
ケ
、
　
フ
ン
ボ
ル
ト

（ョ
〓
ぎ
】曰

く
０
●
〓
●
日
ぎ
〓
け）

に

よ
っ
て
理

論
的
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ
た

「
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
」
に
対
す
る
ア
ン
チ

。
テ

ー
ゼ
と
し
て
提
起
さ
れ
た

「社
会
史
」
は
、
伝
統
史
学
に
固
執
す
る
ヒ
ル
グ

ル
ー
バ
ー

（＞
〓
【８
∽
〓
〓
∞
言
ぎ
【）
と
、
方
法
論
の
転
換
を
提
唱
す
る
ヴ

ェ
ー
ラ
ー

（〓
Ｂ
∽，Ｃ
ｒ
ｏＦ
ヨ
０
〓
ｏ
【）
の
論
争
で

一
段
と
熱
を

帯
び
て
き

た
の
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た

『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
の
著
者
、
大
野
英

二
氏
も
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
に
傾
倒
す
る
学
者
の

一
人
で
あ
る
。

戦
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て

″
非
政
治
的
〃
歴
史

へ
の

″
試
み
″
が
な
さ
れ

な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。　
ケ
ー
ア

（”
ｏ
ご
諄

パ
ｏ
ギ
）
、
　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル

ク

（〓
彗
∽
”
８
８
】８
お
）
の
名
前
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

だ
が
、　
二
人
の
伝

統
史
学

へ
の

″
挑
戦
″
も
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
い
う

一
大
政
変
の
前
に
も

ろ
く
も
敗
れ
、
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
亡
命
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
。

ツ
ン
フ
ト
的
と
も
言
え
る
、
ド
イ
ツ
伝
統
史
学
の
牙
城
を
崩
し
た
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ

〃
ド
イ
ツ
の
敗
戦
″
で
あ

っ
た
。

ド
イ
ツ
を
運
命
づ
け
た

一
九
四
五
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
を

支
配
し
つ
づ
け
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
観
念
が
動
揺
し
始
め
た
。

歴
史
学
界
に
お
い
て
も
次
に
の
べ
る
幾

つ
か
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。

①
　
敗
戦
に
よ
っ
て
、
永
ら
く
研
究
者
の
頭
を
縛

っ
て
い
た

国

民

国

家

的
、
観
念
論
的
思
考
が
そ
の
信
用
を
失
な

っ
た
。
結
果
と
し
て
、
社
会

史
研
究
を
妨
げ
て
き
た
種
々
の
障
害
が
と
り
除
か
れ
た
。

②

　
一
九
五
〇
年
以
降
、
西
ド
イ
ツ
で
も
体
系
的
社
会
科
学
の
影
響
力
が

強
ま
り
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
社
会
構
造
を

一
層
重
視
す
る
よ
う
に

な

っ
た
。

③
　
今
ま
で
閉
鎖
的
で
あ

っ
た
ド
イ
ツ
史
学
界
が
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
の
研
究
動
向
に
も
目
を
向
け
、
自
ら
体
質
改
善

を
は
か

っ
て
い
っ
た
。

以
上
の
事
柄
を
背
景
と
し
て
、

特
に
若
手
研
究
者
た

ち

の
間
に

「社
会
　
　
・

史
」

へ
の
要
求
が
高
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
交
替
」
が
進
ん
だ

　

４１

の
で
あ

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
、
こ
う
し
た
気
運
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
一
九
五
〇

年

代

頃

ま
で

は
、

「
ア
ナ
ー
ル
」
史
学
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
反
応
に
は
冷
や
か
な
と
こ
ろ

が
見
ら
れ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
、
共
産
主
義
的
に
見
え
る
す
べ
て
が
警

戒
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ソ
連
、
東
ド
イ
ツ
史
学
界
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
が
提
唱
す

る
、
史
的
唯
物
論
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
経
済
史
観
、
総
合
的
科
学
と
し
て
の

歴
史
学
、
数
量
分
析
的
方
法
の
応
用
と
い
っ
た
方
法
に
、

「
ア
ナ
ー
ル
」
が

あ
ま
に
酷
似
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



「社
会
史
」
研
究
が
緒
に
就
い
た
の
は
六
十
年
代
以
降
で
あ
る
。

現
在
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て

「社
会
史
」
は
次
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

構
造
史
、
部
門
学
科
と
し
て
の

「社
会
史
」
（狭
義
の
社
会
史
）
、

「社
会

の
歴
史
」
（広
義
の
社
会
史
）
で
あ
る
。

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
を
肯
定
的
に
捉
え
、

「社
会
史
」
研
究

へ
の
第

一
歩

と
し
た
の
が
い
わ

ゆ

る

「構
造
史
」
（∽
質
●
ｒ
贅
∞
ｏ∽ｏ
〓
ｏ
Ｆ
ｏ
）
で
あ

り
、

推
進
的
役
割
を

果
た
し
た
の
が

コ
ン
ツ
ェ

（ョ
０
日
０
●
０
０
●
ド
）
、
ブ
ル
ン

ナ
ー

（〇
簿
ｏ
”
言
●
８
じ
、
　
シ
ー
ダ
ー

（↓
Ｆ
ｏ＆
ｏ
【
８
〓
＆
ｏ【）
ら

で
あ

フ●
。

「構
造
史
」
な
る
用
語
自
体
は
す
で
に
、
ブ

ロ
ー
デ
ル
が

「事
件
史
」
に

対
す
る

「構
造
史
」
（口
す
ｏ
〓
ｏ
鮎
ｏ
∽
∽一言
ｏ
日
お
∽）
と
し

て
用

い
て
い
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
両
史
学
界
に
お
い
て

「構
造
史
」
の
概
念
は
未

だ
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

た
だ
、
大
ざ

っ
ぱ
に
定
義
す
れ
ば
、

「
ア
ナ
ー
ル
」
史
学
の
基
本
方
向
と

同
様
、　
″
比
較
的
永
続
す
る
歴
史
の
要
素
〃
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
こ
の

″
比
較
的
永
続
す
る
要
素
″
に
支
え
ら
れ
た

「社
会
史
」
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
取
り
扱
う

「社
会
史
」
と

は

「都
市
市
民
の
み
な
ら
ず
、
婦
人
、
労
働
者
、
農
民
等
を
含
ん
だ
、
す
べ

て
の
人
間
と
そ
の
集
団
」
を
内
容
と
し
、

「構
造
」
は
ブ

ロ
ー
デ
ル
の
唱
え

た

「長
期
的
持
続
期
間
」
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「構
造
史
」
の
本
質
は
「社
会
の
歴
史
」
（Ｏ
ｏ∽卜
】ｏｒ
ｏ
鮎
ｏ
【
０
８
ｏ
〓
８
訂
Ｐ
）

だ
と
コ
ン
ツ
ェ
は
言
う
。
こ
の

″
社
会
″
の
意
味
が

″
広
義
の
社
会
″
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の

「社
会
の
歴
史
」
が
い
か
な
る
理
論
操
作
に
よ
っ
て

「歴
史

的
統

一
像
」

へ
と
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
か
が
、
問
題
と
し
て
残

る

で
あ
ろ

う

。

「社
会
」
を
構
成
す
る
要
素

（領
域
）
が
拡
大
方
向

へ
向

っ
て

い
る

以

上
、
分
析
の
対
象
と
な
る

「構
造
」
も
ま
た
無
限
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、

「構
造
史
」
に
は

″
数
多
い
構
造
史
的
側
面

の
羅
列
に
終
わ
る
〃
危
機
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
は

「社
会
史
」
が
本
来
有
し
て
い
る

″
そ
れ
自
体
と
し
て
は
　
　
・

き
わ
め
て
曖
味
で
、
特
定
の
構
造
を
対
象
と
す
る
領
域
と
結
び

つ
い
て
初
め
　
　
４２

て
、
具
体
的
意
味
を
も
つ
″
性
質
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　

．

さ
て
、

「構
造
史
」
と
は
別
に

「狭
義
の
社
会
史
」
を
基

盤

と

し

つ
つ

も
、
そ
こ
か
ら

″
『
総
体
的
』
な

意
味
に
お
け
る

「社
会
の
歴
史
」
を
構
築

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
う

一
方
の

「社
会
史
」
″
の
潮
流
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
在
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る

「社
会
史
」
研
究
の
主
流
を
な
し

て
い
る
、
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
や
コ
ッ
カ

（『
彎
∞
０
●
パ
０
０″
）
ら
若
手
研
究
者
の

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

彼
ら
は

「社
会
の
歴
史
」
（Ｏ
ｏ
∽ｏ
〓
∽ｏぎ
Ｆ
∞
ｏいｏ〓
ｏ
Ｆ
①
）
を
目
ざ
し
て
い

フる
）。研

究
意
識
は
あ
く
ま
で
も

「狭
義
の
社
会
史
」
で
あ
る
か
ら
、
対
象
領
域



と
し
て
は

「階
級

。
階
層

・
集
団
の
発
展
、
運
動
、
紛
争
及
び
協
調
」
を
取

り
扱
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
、
細
分
化
、
専
門
化
し
、
相
互
の
関
連
性

が
希
薄
に
な
る
と
い
う
危
険
性
に
対
し
て
、
常
に
危
機
意
識
を
も

っ
て
の
ぞ

ん
で
い
る
点
は
評
価
さ
れ
よ
う
。

一
九
七
五
年
、
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

『
歴
史
と
社
会
―
歴
史

的
社
会
科
学
の
た
め
の
雑
誌
―

』

（０
０
ｏ〓
ｏ
ｒ
ｏ
●
●
鮎
Ｏ
ｏＸ
〓
∽ｏぎ
Ｆ

Ｎ
ｏ
″
ｏ
Ｆ
澤

Ｆ
【
目
●
ｏ
Ｌ
∽ｏす
ｏ
９
ヽ
す
【■
″
８
∽ｏ
Ｆ
¨
）

（以
下

Ｇ
Ｇ
誌

と

略
記
）
が
創
刊
さ
れ
て
以
来
、
西
ド
イ
ツ
国
内
に
は
か
つ
て
な
い
程
、　
〃
社

会
史
旋
風
〃
が
ま
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｇ
Ｇ
誌
創
刊
号
の
序
文
に
は
雑
誌
の
性
格
並
び
に

「社
会
史
」
研
究
に
対

す
る
姿
勢
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。　
一
部
を
要
約
す
る
と
―

①

　

「
Ｇ
Ｇ
誌
は
、
学
際
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
歴
史
的

社
会
科
学
と
見
な
し
う
る
歴
史
科
学
は
、
そ
の
研
究
の
為
に
、
体
系
的

な
社
会
諸
科
学
、
特
に
社
会
学
、
政
治
学
及
び
経
済
学
と
の
密
接
な
提

携
を
必
要
と
し
て
い
る
。」

②

　

「
研
究
対
象
は
広
義
の
社
会
の
歴
史

（の
ｏ
８
〓
∽ｏぎ
″
∞
ｏ
鴇
〓
ｏｒ
ｏ
）

で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
、
特
定
の
社
会
構
成
体
に
組
み
こ
ま
れ
て
い

る
社
会
、
経
済
、
政
治
、
文
化
、
そ
し
て
精
神
等
の
各
現
象
の
歴
史
と

考
え
る
も
の
で
あ
る
。」

③

　

「十
八
世
紀
末
の
産
業
革
命
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
諸
問
題
が

中
心
と
な
ろ
う
が
、
編
年
史
的
研
究
や
、
伝
統
的

（
一
般
的
）
な
時
期

区
分
方
法
を
採
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
事
象
の
長
期
的

発
展
過
程
の
分
析
で
あ
る
」

以
上
三
点
か
ら
、
我
々
は
彼
ら
の
目
ざ
す
方
向
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
し

う
る
と
同
時
に
、
歴
史
主
義

へ
の
断
固
た
る
抵
抗
姿
勢
を
感
じ
と
る
こ
と
が

出
来
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
大
野
英
二
氏
も
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
に
共
鳴
し
、
Ｇ
Ｇ

誌
の
方
法
論
に
立
脚
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

訳
書
と
し
て
は

『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
経
済
史
序
説
』

（
一
九
七
六
年
）、
『
ド

イ
ツ
社
会
史
の
諸
問
題
』
（
一
九
七
八
年
）
（
い
ず
れ
も
共
訳
、
未
来
社
刊
）
　

　

一

が
あ
り
、
社
会
経
済
史
関
係
の
著
作
と
し
て
は

『
ド
イ
ツ
金
融
資
本
成
立
史

　

４３

論
』
（有
斐
閣
、　
一
九
五
六
年
）
、
『
ド
イ
ツ
資
本
主
義
論
』
（未
来
社
、　
一
九
　
　
一

六
五
年
）
に
続
き
、
『
現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』
は

第
二
作
目

に
あ

た
る
。

各
章
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
　
立早
　
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
類
型
と
経
済
政
策
の
展
開

第

一
章
　
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
的
基
盤

第
二
章
　
ナ
チ
ス
の
農
業
綱
領

第
二
章
　
プ

ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
の
近
代
化
と
地
方
自
治

第
四
章
　
四
カ
年
計
画
と
経
済
政
策
の
転
換



第
五
章

猜矛
エハ
立早

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
社
会
史
の
形
成

「組
織
資
本
主
義
論
」
の
問
題
点

中
心
テ
ー
マ
は

「
ナ
チ

・
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
と
展
開
の
比
較
社
会
史
的
研

究
」

（
三
二
六
頁
）
で
あ
る
。

各
章
は
、
独
立
の
論
文
と
し
て
構
成
さ
れ
、
い
く

つ
か
は
既
に

一
九
七
〇

―
八
〇
年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
ド
イ
ツ
社
会
経
済
史
論
争
に

一
石
を
投
じ
た

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
『
ド
イ
ツ
資
本
主
義
論
』
か
ら
十
七
年
、

そ
の
間
に
著
者
の

「視
座
に
も
新
た
な
展
開
」
（
三
二
八
頁
）
が
見

ら

れ
、

か
な
り
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

大
ま
か
に
内
容
を
捉
え
る
と
―
―

序
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は

「
ナ
チ

・
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
と
展
開
」
を
扱

っ

て
い
る
。
序
章
で
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク

・
レ
ジ
ー
ム
を
概
観
し
、
さ
ら
に
ヴ
ァ

イ
マ
ル
を
経
て
、
ナ
チ

・
レ
ジ
ー
ム
に
至
る
展
開
を
論
じ
て
い
る
。

氏
は
、
中
世
以
来
ド
イ
ツ
社
会
を
性
格
づ
け
て
き
た
ユ
ン
カ
ー
的
生
産
関

係
が
、
帝
制
ド
イ
ツ
に
そ
の
ま
ま
移
行
し
、
究
極
的
に
は

「
一
九

一
八
年
革

命
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
構
造
変
革
と
ヴ

ァ
イ

マ
ル
共
和
制

へ
の
移
行
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
崩
壊
し
た
」
（
三
〇
頁
）
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
『
ド

イ
ツ
資
本
主
義
論
』
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
何
ゆ
え
に
ヴ

ァ
イ
マ
ル
共

和
国
に
お
い
て
ナ
チ
ス
台
頭
の
上
壌
が
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
間
に
対

し
、
土
地
問
題
と
経
済
政
策
の
二
点
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

結
論
と
し
て
は
ヴ

ァ
イ
マ
ル
成
立
時
に
お
い
て
、　
ユ
ン
カ
ー
的
土
地
所
有

形
態
に
改
革
の
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
、
と
い
う
点
と
社
会
民
主
党
の

恐
慌
対
策
の
失
敗
に
そ
の
原
因
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り

「
ユ
ン
カ
ー
階
級
を
政
権
の
座
か
ら
退
か
せ
た
と
は
い
え
、　
エ
ル

ベ
河
以
東
の
ユ
ン
カ
ー
的
土
地
所
有
を
揚
棄
す
べ
き
土
地
改
革
を
日
程
に
の

せ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
」
（
三

一
頁
）
為
、　
中
小
農
は
社
会
民
主
党
の

政
策
か
ら
逆
に
は
じ
き
出
さ
れ
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ

が
、
そ
の
際
、
労
働
者
階
級
と
の
同
盟
に
至
ら
な
か

っ
た
点
が
共
和
国
崩
壊

へ
の
下
地
を
作

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
恐
慌
に
対
し
、
何
ら
積
極
的
景
気
対
策
を
う
ち
出
さ
ず
、
静
観
　
　
一

し
続
け
た
無
能
ぶ
り
は
、
ナ
チ
ス
と
農
民
と
が
結
び

つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

一　
　
４４

層
鮮
明
と
な

っ
て
ゆ
く
。　
一
九
二
〇
年
に
ナ
チ
ス
左
派
が
発
表
し
た

「農
業
　
　
一

綱
領
」
、
三
二
年
の

「経
済
緊
急
綱
領
」
に
お

い

て

「
ナ
チ
農
本
主
義
」
が

う
ち
出
さ
れ

（
三
八
―
二
九
頁
）
、
ナ
チ
ス
は
広
汎
な
中
間
層
の
支
持
を
獲

得
し
て
い
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。

続
く
第

一
章
―
四
章
は
、
序
章
で
の
仮
定
を
多
角
的
視
座
か
ら
検
証
し
て

い
る
。
紙
数
の
都
合
上
、
詳
説
は
で
き
な
い
が
、
箇
条
書
に
列
挙
す
る
と
、

中
間
層
の
動
向
、
中
小
企
業
的
産
業
構
造
、
農
業
綱
領
、
経
済
政
策
四
カ
年

計
画
等
が
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

第
五

・
第
六
章
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
史
研
究
の
過
去
と
現
状
に
つ



い
て
で
あ
る
。

第
五
章
で
は

「社
会
史
」
研
究
の
生
成
に
寄
与
し
た
ケ
ー
ア
、　
ロ
ー
ゼ
ン

ベ
ル
ク
ら
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
、
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る

比
較

社
会
史
研
究

の
興
隆
に
対
し
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
（
二
五
八
頁
）
と
し
て
い
る
。

第
六
章
で
は
、
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
、
コ
ッ
カ
ら
の
比
較
社
会
史
的
方
法
を
め
ぐ

る
議
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昨
今
、
新
た
に
問
題
提
起
さ
れ
た

「組
織
資
本
主
義
論
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

著
者
の
論
を
簡
約
す
れ
ば

「組
織
資
本
主
義
の
展
開
と
干
渉
国
家
の
強
化

は
、　
一
方
で
は
権
威
的
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
支
配
形
態
に
導
く
可

能

性

が

あ

り
、
他
方
、
自
由
主
義
的
又
は
社
会
主
義
的
支
配
形
態

へ
も
つ
な
が
る
可
能

性
も
有
し
て
お
り
、
そ
の
両
方
向
の
分
か
れ
目
を
検
討
す
る
こ
と
こ
そ
必
要

で
あ
る
。」
（
三
〇
七
―
三
〇
八
頁
）
と
。

さ
ら
に
は
比
較
社
会
史
研
究
の
究
極
的
理
念
は

「大
衆
民
主
主
義
的
社
会

国
家
」
（
二
七
八
―
二
七
九
頁
）
建
設
に
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
が
最
後
に
評
者
の
意
見
を
二
、
三
述
べ
て
お

ま
ず
、
著
者
の
帝
制
ド
イ
ツ
の
社
会
構
成
把
握
を
示
す

語
と
し
て
、
『
ド

イ
ツ
資
本
主
義
論
』
で
使
用
し
て
い
た

「
似
而
非
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
」
を

本
書
で
は
使
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ

な

い
ば

か
り

か
、
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
」
概
念
を
、　
ヴ

ェ
ー
ラ
ー
が

一
八
九
〇
年
ま
で

と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
著
者
は

一
九

一
八
年
ま
で
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
認
識
の
ズ
レ
も
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
ヴ

ァ
イ
マ
ル
共
和
国
成
立
時
に
お
い
て
、　
ュ
ン
カ
ー
に
対
す
る

土
地
政
策
が
失
敗
し
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
で
は
、
そ
の
後
土
地
制

度
は
ど
う
な

っ
た
の
か
は
、
き
わ
め
て
曖
味
で
あ
る
。

第
二
は
、
ナ
チ
ス
経
済
政
策
と
農
民
層
と
の
結
び

つ
き
に
関
し
て
、
農
業

綱
領
、
緊
急
綱
領
の
分
析
が
若
干
甘
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
緊
急
綱
領
を
も

っ
て
し
て
も
、
あ
の
大
恐
慌
に
お
い
て
、
中

間
市
民
層
が
期
待
し
た
、
雇
用
創
出
は
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
尚
、
農
民
、
大
衆
が
ナ
チ
ス
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
の
　
　
一

は
な
ぜ
か
、
で
あ
る
。
評
者
に
は
、
綱
領
の
過
大
評
価
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
　

４５

最
後
に
、
同
書

へ
の
漠
然
た
る
印
象
を

付
言
す
る

な

ら

ば
―
―
こ
れ
は
　
　
一

「社
会
史
」
の
性
格
上
、
や
む
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
―
―
い
さ
さ

か
大
味
の
感
が
あ
る
。
内
容
、
対
象
、　
一
貫
性
、
分
析
の
為
の
マ
テ
リ
ア
ル

等
々
、
氏
の
前
二
冊
の
著
書
と
比
し
、
も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
で

浅
学
非
才
ゆ
え
に
稚
拙
な
論
評
、
か
つ
数
々
の
非
礼
を
お
許
し
い
た
だ
き

た
い
。

と
も
あ
れ
同
書
が
、
ド
イ
ツ

（近

・
現
代
）
社
会
史
研
究
に
関
す
る
初
の

本
格
的
研
究
書
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
ド
イ
ツ
近

。
現
代
史
研
究
者

き
た
い

は
な
い



の
良
き
テ
キ
ス
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
す
る
。

幾
多
の
試
練
を
越
え
て
、
今
ま
さ
に

「
一
学
問
分
野
」
と
し
て
の
地
位
を

築
き
つ
つ
あ
る

「社
会
史
」
。

社
会
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
複
雑
多
様
化
に
伴

い
、
今
後

一
層
学
問
的
価

値
が
高
ま

っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

○
大
野
英
二
著

『現
代
ド
イ
ツ
社
会
史
研
究
序
説
』

（岩
波
書
店

。
一
九
八
二
年
五
月

・
四
〇
〇
〇
円
）
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平
安
時
代
中
期
の
黒
田
荘
を

め
ぐ
る
在
地
情
勢

―

　
「天
喜
事
件
」
を
中
心
と
し
て
―
―

新

井

孝

重

は
し
が
き

伊
賀
国
名
張
郡
に
は
、
か
つ
て
平
安
最
末
期
に
完
成
し
て
か
ら
鎌
倉
時
代

を
通
し
、
室
町
末
期
に
至
る
ま
で
強
靭
な
生
命
力
を
保
ち

つ
づ
け
た
荘
園
が

存
在
し
た
。
南
都
寺
院
東
大
寺
が
支
配
し
た
黒
田
荘
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
荘

は
平
安
時
代
末
期
ま
で
に
、
数
あ
る
東
大
寺
領
の
な
か
で
も
、
そ
の
規
模
が

最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
大
荘
園
が

一
円
不
輸
の
完
成
し
た
姿
を

と
る
ま
で
に
は
、
当
国
を
支
配
し
た
国
衝

（
＝
王
朝
国
家
権
力
の
地
方
支
配

機
構
）
と
の
政
治
的
対
抗
関
係
に
お
い
て
、
い
く
つ
も
の
形
成
の
諸
契
機
を

経
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
戸
田
芳
実
氏
は
黒
田
荘
成
立
の
諸
契
機
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
要
約
列
挙
し
て
い
る
。

一　
勅
施
入
柚
の
荘
園
化
、
本
免
の
成
立
。

二
　
柚
工
荘
民
の
公
領
出
作
、
及
び
公
民
の
柚
工
寄
人
化
、
同
前
に
そ
の

作
田
畠
の
荘
領
化
。

三
　
実
力
行
使
に
よ
る
河
東
の
四
至
確
定

（
一
一
世
紀
天
喜
年
間
）
。

四
　
伊
賀
国
東
大
寺
封
戸
の
封
米
が
荘
民
出
作
地
の
名
作
田
に
便
補
さ
れ

た
こ
と
、
御
封
便
補
地
の
成
立
、
封
戸
の
荘
園
化

（天
喜
年
間
）
。

五
　
公
領
に
お
け
る
私
領
主
所
領
の
公
験
獲
得
。
即
ち
寄
進
相
博
等
に
よ

る
地
主
権
獲
得

（長
承
年
間
）
。

六
　
庁
宣
、
院
庁
下
文
に
よ
る
所
当
奉
免
、
名
張
郡

一
円
不
輸
寺
領
の
完

成

（承
安
年
間
）
。

こ
れ
ら
の
諸
契
機
の
う
ち
、
本
稿
は
と
く
に
第
二
の
契
機
を
詳
し
く
検
討

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
大
寺
の
強
引
な
河
東
四
至
の
確
定
の
動
き

と
、
こ
れ
を
く

つ
が
え
そ
う
と
す
る
国
衝
の
反
撃
は
、
天
喜
事
件
と
よ
ば
れ
　
　
一

る
抗
争
事
件
を
惹
き
起
こ
す
。
こ
の
事
件
は
黒
田
荘
を
め
ぐ
る
い
か
な
る
在

　

４７一

地
情
勢
と
む
す
び

つ
い
て
起
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
の
問
題
関
心

に
た

っ
て
天
喜
事
件
を
分
析
す
る
と
、
つ
ぎ
の
論
点
が
行
論
上
に
設
定
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
０
御
封
便
補
以
前
の
膀
示
の
打
ち
込
み
の
意
味
と

そ
の
可
能
条
件
は
な
に
か
。
０
膀
示
を
打

つ
べ
き
境
界
が
川
で
あ
る
場
合
、

川
が
移
動
す
る
と
、
東
大
寺
は
そ
の
自
然
現
象
を
ど
う
政
治
的
に
利
用
す
る

か
。
０
現
実
に
東
大
寺
が
展
開
す
る
公
領

へ
の
侵
攻
は
い
か
な
る
人
間
の
行

動
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
あ
た
え
ら
れ
る
か
。
こ
れ
ら
の
論
点
が
深
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
黒
田
荘
成
立
史
の

一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
天
喜
事
件
は
、
基
底

の
在
地
状
況
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



一
東
大
寺
と
国
衛

の
抗
争

天
喜
年
間

（
一
〇
五
三
２

一
〇
五
七
）
に
東
大
寺
と
国
衛
と
の
間
で
惹
き

お
こ
さ
れ
た
荘
園
公
領
の
境
堺
を
め
ぐ
る
武
力
抗
争
事
件
を

「天
喜
事
件
」

と
よ
ぶ
。
こ
の
事
件
は
、
つ
と
に
荘
園
史
家
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

棟
方
朝
臣
は
、
前
司
公
則
が
郷
毎
に
荘
園
膀
示
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
容

認
し
、
た
め
に

「百
姓
」
ら
が

官
物
を
遁
避
し
、　
国
務
に
叶
ざ
る
を

指
摘

し
、
当
国
は

「狭
少
之
地
」
に
し
て

「亡
弊
之
境
」
で

あ

る
と

嘆
じ
て
い

（
７
）

る

。棟
方
が
送

っ
た
太
政
官

へ
の
報
告
に
よ
る
と
、
当
国
四
カ
郡
の
う
ち
、
管

名
張
郡
に
は
興
福
寺

・
東
大
寺
所
領
と
し
て
三
百
余
町
が
立
券
さ
れ
、
同
管

伊
賀
郡
に
は
伊
勢

大
神
宮
新
免
田

・
右
大
臣

（藤

原

教

通
）
家

。
東
大
夫

（藤
原
能
信
）
家

。
侍
従
中
納
言

（藤
原
信
長
）
家
ら
の
所
領
が
、
そ
し
て

管
山
田
郡
に
は
見
作
田
百
余
町
の
内
大
臣

（藤
原
頼
家
）
家

・
按
察
大
納
言

（藤
原
資
平
）
家

・
民
部
卿

（藤
原
長
家
）
家
ら
所
領
が
あ
り
、
さ
ら
に
管
　
　
一

阿
拝
郡
内
に
は
東
大
寺
柏
原
荘
な
ら
び
に
平
柿
荘
新
免
田
拾
余
町
が
存
在
し

　

４８

た
。
伊
賀
四
郡
の
多
く
の
部
分
が
私
的
に
分
割
さ
れ
、
貴
族
的
大
土
地
所
有
　
　
．

の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
憂
慮
す
る
棟
方
は
、
荘
園
所
領
の
濫
立
に
よ

っ
て
公

田
の
官
物
収
取
が
む
づ
か
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「従
庄
田
外

入
作
公
田
、
不
丼
進
官
物
、
不
勤
仕
公
事
、
如
此
之
間
、
営
道
済
物
敢
以
難

丼
済
」
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
か
れ
は
、

望
請
官
裁
、
早
任
道
理
、
且
被
抜
新
庄
傍
示
、
且
被
催
徴
封
拝
之
輩
、

将
仰
憲
法
之
貴

（
９
）

と
い
う
解
状
を
し
た
た
め
中
央
の
大
政
官

へ
送
付
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

受
け
た
中
央
で
は
天
喜
元
年
二
月
廿
七
日
付
官
宣
旨
を
も

っ
て
前
々
司
顕
長

（
２

）

中
村
直
勝
、

（
３
）

竹
内
理
三
、

象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
各
氏
に
よ
る
先
行
諸
研
究
は
全
体
と
し
て

荘
園
形
成
史
の

一
酌
と
し
て
部
分
的
に
論
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「事
件
」
を
正
面
に
据
え
て
、　
背
後
に
か
く
れ
た

時
代

の
動
向
ま
で
も
つ
か
み
出
そ
う
と
し
た
の
は
、
わ
ず
か
に
津
田
信
勝
氏
の
研

（５
）

究
の
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
津
田
氏
の
研
究
と
て
も
は
た
し
て

「
事
件
」
の

実
相
を
か
な
ら
ず
し
も
正
確
に
把
握
さ
れ
た
う
え
で
の

「農
民
闘
争
」
史
の

立
論
な
る
や
い
な
や
多
少
の
疑
間
が
の
こ
る
。
そ
こ
で
、　
こ

こ

で

は

「事

件
」
の
経
過
を
正
確
に
あ
と
ず
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

０
　
抗
争
の
前
提

藤
原
棟
方
が
新
任
の
国
司
と
な
っ
て
伊
賀
国
に
着
任
し
た
の
は
永
承
六
年

（
一
〇
五

一
）
か
ら
同
七
年

（
一
〇
五
二
）
ま
で
の
間
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

彼
が
前
任
国
司
藤
原
公
則
に
と
っ
て
か
わ
る
と
、
伊
賀
国
内
に
お
け
る
東
大

寺
と
国
衛
と
の
緊
張
は
に
わ
か
に
た
か
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
。
と

い
う

の

は
、
前
司
公
則
の
国
内
荘
園
容
認
策
を
否
定
し
、
強
硬
な
荘
園
停
止
策
に
転

じ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
４

）

赤
松
俊
′秀
、の

各
氏
が
す
で
に
て
が
け
た
研
究
の
対



朝
臣
の
と
き
以
後
に
打
た
れ
た
荘
園
膀
示
を
抜
き
棄
て
て
官
物
を
徴
す
べ
き

（
１０
）

こ
と
を
伊
賀
国

へ
令
し
た
。

公
田
の
公
田
た
る
ゆ
え
ん
が
官
物
と
公
事

（臨
時
雑
役
）
の
国
家
に
よ
る

徴
収
に
あ
る
い
し
ょ
う
、
官
物
公
事
の
催
徴
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

公
田
の
内
実
を
恢
復
し
不
当
な
膀
示
を
撤
去
し
よ
う
と
す
る
こ
の
官
宣
旨
は

東
大
寺
が
す
す
め
よ
う
と
す
る
黒
田
荘
の
運
動
方
向
と
鋭
く
対
立
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

長
元
七
年

（
一
〇
三
四
）
、
官
符
に
よ

っ
て
黒
田
荘
の
荘
域

（
四
至
＝
東

限
名
張
河

。
南
限
斎
王
登
道

・
西
限
小
倉
倉
立
解
小
野

・
北
限
八
多
前
高
峯

井
鏡
瀧
）
が
確
定
さ
れ
、
長
暦
二
年

（
一
〇
三
八
）
に
は
内
部
の
田
地
と
居

住
工
夫
が
面
積
と
人
数
に
お
い
て
限
定
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
官
物
と
臨

時
雑
役
を
免
除
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
河
西
山
地
な
ら
び
に
そ
の
麓
平
坦
地

か
ら
な
る
黒
田
荘
は
、　
一
一
世
紀
前
半
か
ら
右
の
条
件
を
利
用
す
る
東
大
寺

の
手
に
よ

っ
て

「柚
」
か
ら

「
荘
」

へ
と
そ
の
経
営
構
造
を
急
速
に
換
え
つ

つ
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
一
世
紀
の
後
半
に
入
る
と
、

「
荘
」
田
経
営
に
招
雇

し
た
浮
浪
人
が
公
田
を
出
作
す
る
事
実
を
通
し
て
東
大
寺
は
明
確
に
川
の
対

岸

（国
衛
公
領
）

へ
侵
攻
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
棟
方
朝
臣
が

「庄

田
よ
り
外
に
出
て
、
公
日
に
入
作
し
、
官
物
を
弁
進
し
な
い
」
で
、
公
事
も

勤
仕
し
な
い
と
述
べ
た
の
は
、
東
大
寺
の
こ
う
し
た
本
免
田
か
ら
公
田

へ
の

侵
攻
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
黒
田
荘
が

一
方
で
い
ま
だ

「
板
蝿
柚
」
と
し
て
の
機

能
を
喪

っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
か
な
り
時
代
が
降

っ
て
も

「
板
蝿
柚
」
を
も

っ
て
こ
の
地
を
指
称
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
宇
陀

・
名
張
川
の
西

岸
か
ら
大
和
高
原
（隆
起
準
平
原
）
に
か
け
て
柚
に
占
定
勅
施
入
さ
れ
た
こ
ろ

は
欝
蒼
た
る
原
生
林
に
お
お
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
伐
採
し
た
用
材
は

柚
山
の
谷
々
か
ら
宇
陀
川

・
名
張
川

へ
運
び
出
さ
れ
、
筏
を
く
ん
で
南
山
城

木
津
方
面

へ
漕
檸
さ
れ
た
。
材
木
搬
出
の
様
子
は
平
安
時
代
後
期
に
は
い
っ

て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
永
久
年
間
（
一
一
一
三
―

一
一
一
七
）
に
大
仏
殿

を
修
造
し
た
と
き
は

「修
造
料
材
木
、
随
所
用
之
色
日
、
不
謂
大
少
、
不
論

書
夜
、
所
採
進
」
と
い
わ
れ
、
ま
た

「柚
山
川
下
」
が

一
日
と
て
休
む
こ
と

（
１５
）

な
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。
伐
採

・
製
材

・
河
川
輸
送
等
の
労
働
過
程
を
な
か
　
　
・

だ
ち
に
東
大
寺
が
柚
と
む
す
び

つ
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て

「東

　

４９

大
寺
鉾
音
不
絶
之
由
、
世
以
所
博
申
也
」
と
云
わ
れ
る
ご
と
く
、
七
堂
伽
藍
　
　
．

の
た
え
ま
な
い
破
損
修
理
と
施
設
の
維
持
が
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

黒
田
荘
の
右
の
よ
う
な

「柚
」
的
性
質
は
荘
園
の
経
営
と
拡
張
運
動
に
き

わ
め
て
有
効
に
作
用
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

「
彼
両

（玉
瀧

・
黒

田
）
柚
人
等
解
状
称
、
従
往
古
以
来
、
耕
作
寺
領
負
田
、
以
件
所
当
官
物
、

便
補
彼
封
米
、
柚
人
等
立
用
公
食
、
御
寺
修
理
料
材
木
所
取
進
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
柚
工
が
寺
領
負
田

（公
田
）
を
耕
作
す
る
場
合
に
所
当
官

物
を
封
米
に
便
補
す
る
の
は
、
柚
工
の

「
公
食
」
に
充
当
す
る
た
め
で
あ

っ

て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
大
寺
の
修
理
材
料
が
取
り
進
め
ら
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
い
い
換
え
る
と
、
柚
工
が
公
田
を
出
作
す
る
と
い
う
こ
と



は
食
料
の
公
給
の
た
め
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
な
さ
れ
ね
ば
、
材
木
調
進
が
で

き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
鎮
護
国
家
の
総
国
分
寺
＝
東
大
寺
を
荒
廃

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
王
朝
国
家
に
と

っ
て
こ
の
論
理
は

一
定
の
説
得
性

を
も
つ
も
の
で
は
あ

っ
た
。
顕
密
体
制
の
完
成
す
る
平
安
末
期
に
な
る
と
こ

の
論
理
は
、

「本
願
記
文
」
な
る
も
の
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
す
る

「我

寺
興
復
者
天
下
可
興
福
、
食
寺
衰
弊
者
天
下
可
衰
弊
」
と
い
う
宗
教
的
確
信

（１８
）

に
補
強
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
河
東
公
田
へ
出
作
す
る
人
間
が
東
大
寺
を
介
し
て

「柚
工
」
と
表

現
さ
れ
る
の
は
、
以
上
か
ら
も
判
る
よ
う
に
伽
藍
修
造
の
大
義
か
ら
出
発
す

る
論
理
の
行
き
つ
く
当
然
の
帰
結
で
あ

っ
た
。
現
実
に
山
林
労
働
に
従
事
す

る
柚
工

（長
暦
段
階
で
五
〇
人
）
は
良
材
を
も
と
め
て
移
動
す
る
性
質
を
も

っ
て
お
り
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
柚
工
が
実
際
に
川
を
渡
っ
て
公
田
を
耕

し
て
い
た
か
は
疑
間
で
あ
る
。

「柚
工
」
の
名
を
か
り
た

「浮
浪
人
」
的
雇

傭
労
働
力
に
よ
る
か
な
り
計
画
的
な
河
東

へ
の
入
植
か
、
あ
る
い
は
公
民
の

「柚
工
」
僣
称
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う

（後
述
）
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
封
便
補
の
天
喜
四
年

（
一
〇
五
六
）
以
降
は
、
耕
作

者
が
柚
工
で
あ
る
そ
の
こ
と
の
理
由
を
も

っ
て
官
物

の
大
部
分
を
御
封
米
と

し
、
も

っ
て
東
大
寺
が
こ
れ
を
合
法
的
に
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
御
封
便
補
が
な
さ
れ
る
以
前
は
き
わ
め
て
強
引
な
公
田

へ
の
侵
攻
と

な
ん
ら
論
理
的
説
明
の
な
さ
れ
な
い
官
物

・
公
事
の

「
遁
避
」

「封
揮
」
を

お
こ
な

っ
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
、
天
喜
元
年
二
月
宣
旨
を
受
け
た
国
司
棟
方
は
全
力
量
を
か

け
て
こ
の

「
遁
避
」
な
り

「封
揮
」
の
状
況
を
く

つ
が
え
さ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
い
や
が
う
え
に
も
東
大
寺
と
の
衝
突
が
避
け
が
た
い
方
向

へ

と
事
態
を
す
す
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

０
　
抗
争
の
第

一
段
階

天
喜
元
年
七
月
、
さ
き
の
二
月
宣
旨
を
奉
じ
て
官
使
成
通
が
伊
賀
国

へ
下

向
し
た
。

そ
こ
で
か
れ
は
、　
顕
長
朝
臣
い
ご
の
荘
園
膀
示
を
ま
ず

抜
き
棄

て
、　
つ
い
で
拒
揮
使
と
し
て
永
承
六

・
七
二
箇
年
の
作
田
官
物
を
徴
進
す
べ

く
所
々
に
譴
責
を
加
え
た
。
し
か
し
伊
勢
大
神
宮
神
戸
な
ら
び
に
東
大
寺
高

家
は
所
領
の
作
田
官
物
を

一
向
に
排
進
せ
ず
、

「常
成
濫
行
不
善
」
す
始
末
　
　
・

で
あ

っ
た
。

東
大
寺

従

儀

師

（法
名
未
詳
）
の
僧
は
耕
作
者

（
＝

「
浮
浪

　

５ｏ

人
」
的
雇
傭
労
働
力
）
の
動
揺
を
防
ぐ
た
め
に
数
十
人

（従
僧
？
）
を
ひ
き
　
　
一

つ
れ
て
現
地

へ
赴
き
、
官
使
国
使
の
抜
き
棄
て
た
膀
示
を
再
び
打
ち
返
し
復

活
し
た
。

従
儀
師
僧
の

こ
の
行
動
は

黒
田
荘
を
め
ぐ
る

境
界
争
い
で
あ

っ

た
。
大
判
官
代
壬
生
正
助
が
参
府
し
て
報
告
し
た
内
容
に
よ
れ
ば
、
膀
示
復

活
で
公
郷
二
五
２
六
町
ほ
ど
の
面
積
を
荘
内
に
囲
い
込
ん
で
し
ま

っ
た
と
い

（
２０
）

う

。官
使
山
重
成

・
紀
安
武

・
在
庁
官
人
壬
生
正
助

・
郡
司
範
輔
ら
は
、
荘
園

膀
示
の
復
活
は
前
々
司
以
前
の
新
立
荘
園
を
廃
止
す
る
時
に
出
さ
れ
た
官
符

・
宣
旨
の
規
定
に
従
い
、
国
司
に
知
ら
せ
て
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

国
司
に
無
断
で
立
て
ら
れ
た
膀
示
に
つ
い
て
は
、
実
否
を
調
査
し
て
復
活
が



事
実
な
ら
ば
そ
の
勝
示
を
抜
き
捨
て
よ
と
の
国
司
か
ら
の
命
を
受
け
て
、
名

張
川
河
西
の
黒
田
村
荘
屋

へ
向

っ
た
。
黒
田
村
は
、
名
張
郡
域
に
入
る
板
蝿

柚
南
東
の
柚
脚
に
開
け
た
村
で
、
柚
の
地
理
的
中
心
地
で
あ
る
笠
間
毛
原
よ

り
東
に
道
を
辿
れ
ば
高
原
先
端
の
峠
の
足
下
に
な
る
。
十
世
紀
末
か
ら
柚
の

荘
園
化
を
は
か
る
東
大
寺
は
こ
の
地
に
進
出
し
、
こ
こ
に
荘
屋
を
お
い
て
黒

田
荘
を
建
設

・
経
営
す
る
拠
点
と
し
て
い
た
。

官
使
役
人
の

一
団
は
、
荘
屋
か
ら
出
て
き
た
物
部
時
任
と
東
大
寺
知
事
僧

公
澤
に
向

っ
て
官
符
宣
旨
を

「
仰
知
」
ら
し
め
た
。
威
儀
を
正
し
た
姿
勢
を

も

っ
て
音
声
を
挙
げ
、
官
符
宣
旨
を
読
み
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
で

あ
る
。
突
然
、
寺
家
下
部

（不
知
姓
名
男
）
ら
が
出
て
来
る
な
り
武
力
を
も

っ
て

一
団
に
襲
い
か
か

っ
た
。

相
場
正
助
之
身
、
打
縛
使
部
重
成
等
従
者
、
擬
揚
捕
正
助

・
郡
司
範
輔

身
之
間
、
重
成
乗
鞍
尻
骨
射
立
於
矢
、
次
安
武
狩
衣
左
方
袖
射
代
也
、

兼
又
重
成
等
随
身
馬
二
疋
、
乗
鞍
二
具
、
狩
衣
二
領
、
襖
袴
二
腰
、
鳥

（
２３
）

帽
子
二
頭
、
帷
二
領
、
沓
二
足
、
行
騰
二
懸
等
所
押
取
也

正
助
の
身
体
が
つ
か
ま
れ
、
重
成
ら
の
従
者
が
捕
縛
さ
れ
、
郡
司
輔
範
が

揚
め
捕
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
中
央
か
ら
の
官
使
ま
で
が
矢
を
射
ら
れ
、
身
に

つ
け
た
も
の
が
奪
い
取
ら
れ
る
。
こ
と
こ
こ
に
お
よ
ん
で
、　
一
団
は
恐
慌
状

態
に
陥
り
四
散
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
助
は
行
方
不
明
と
な
り
、
範
輔
は
柚

（２
）

の
奥
深
く
逃
げ
込
み
、
か
ら
く
も
大
和
国

へ
脱
出
し
た
。

一
方
、
「従
儀
師
」
「知
事
僧
」
ら
の
寺
僧
を
黒
田
村

へ
派
し
、
在
地
で
の

官
使
役
人
に
対
す
る
如
上
の
抗
争
を
企
て
た
東
大
寺
は
、
中
央

へ
の
は
た
ら

き
か
け
を
強
め
、
黒
田
荘
の
現
四
至
膀
示
の
正
当
性
を
訴
え
た
。

そ

の
さ

い
、
同
寺
は

「本
願
聖
主
勅
施
入
奮
文
」
を
経
き
、

「長
元
之
比
新
官
符
」

（
２５
）

の
趣
旨
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
精
力
的
な
中
央

へ
の
工
作
が
奏
功
し
た
の

で
あ
ろ
う
、
天
喜
元
年
八
月
二
六
日
に

「応
令
如
警
改
立
膀
示
東
大
寺
領
管

（２５
）

名
張
郡
庄
事
」
と
い
う
官
裁
を
得
る
の
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
河
東
の
公
田

を
膀
示
を
打

っ
て
囲
い
込
ん
で
い
る
既
成
の
事
実
が
国
家
に
よ

っ
て
追
認
さ

れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
も
、
こ
の
官
裁
に
は

「
恣
放
使
者
敷
危
官
使
、

打
縛
従
類
、
奪
取
雑
物
、
須
任
犯
過
各
虎
罪
科
、
然
而
恩
詔
、
會
赦
己
畢
」

と
い
う
文
言
ま
で
盛
り
こ
ま
れ
、
黒
田
村
で
行

っ
た
東
大
寺
に
よ
る
官
使
役
　
　
一

人

へ
の
直
接
的
武
力
行
使
が

「
恩
詔
」
に
よ

っ
て
不
間
に
付
さ
れ
て
い
た
。
　
　
５１

天
喜
元
年
に
お
き
た
国
衛
と
東
大
寺
の
抗
争
は
、
政
治
的
に
は
東
大
寺
の
　
　

．

一
方
的
勝
利
の
も
と
に
落
着
す
る
か
に
み
え
た
。
少
な
く
も
、
東
大
寺
の
不

法
な
公
田
の
囲
い
込
み
が

″
国
家
＝
法
″
に
よ

っ
て
不
法
で
は
な
く
な
り
、

官
使
役
人

へ
の
攻
撃
も
免
罪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
年
の
天
喜
二

年
に
な
る
と
、
公
田
と
膀
示
を
め
ぐ
る
抗
争
は
再
燃
す
る
こ
と
に
な
る
。

０
　
抗
争
の
第
二
段
階

天
喜
元
年

（
一
〇
五
三
）
の
九
月
の
こ
ろ
、　
一
か
月
ま
え
に
発
せ
ら
れ
た

と
こ
ろ
の
命
令

（官
宣
旨
）

を
受
け
て
、

官
使
が
名
張
郡

へ
下
向

し
て
き

た
。
か
れ
は
、
東
大
寺
が
強
引
に
打
ち
立
て
た

「本
傍
示
」
を
あ
ら
た
め
て

打
ち
に
や

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
境
界
を
確
定
す
る
た
め
に
大
地

へ
打
ち
こ



む
さ
か
い
ぐ
い
は
、　
一
般
に
そ
の
実
在
の
社
会
的
妥
当
性
と
法
的
根
拠
が
境

を
接
す
る
両
当
事
者
の
立
合
と
相
互
の
承
認
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
。
し
た

が

っ
て
、
下
向
し
て
き
た
官
使
の
膀
示
打
ち
の
作
業
に
寺
家
役
人

（黒
田
荘

司
）
が
立
ち
合

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
両
者
の
認
識
に
す
れ
ち
が
い

が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
天
喜
二
年

（
一
〇
五
四
）
の
抗
争
を
惹
き
起
す
導
火

線
と
な
る
の
で
あ
る
。

官
使
は
公
領
と
黒
田
荘
の
境
を
現
に
流
れ
て
い
る
名
張
河
流
で
あ
る
と
主

張
し
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
は

「
其
瀬
改
変
し
て
定
ま
ら
ざ
る

に
よ
り
」
川
を
も

っ
て
境
と
す
る
場
合
、

「
任
理
正
尋
奮
流
限
四
至
」
と
主

（
２８
）

張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
で
の
両
者
は
お
の
れ
の
主
張
を

一
歩
も
譲
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
官
使
は
膀
示
を
打

つ
の
を
中
止
し
て
京
都

へ
還

っ
て

し
ま

っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
ち
に
、
件
の
荘
司
ら
は
自
分
た
ち
の
主
張
通
り
の

位
置
に
、
か

っ
て
に
膀
示
を
打

っ
て
、
公
地
を
数
十
町

（
二
五
２
六
町
か
）

（
”
）

ば
か
り
囲
い
込
ん
で
し
ま

っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
衝
留
守
所
解

に
よ
れ
ば
、
寺
家
が
公
地
を
囲
い
込
ん
で
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ
の
地
に
賦

（
３０
）

課
す
る
公
事
の
勤
仕
を
公
然
と
承
引
し
な
く
な

っ
た
と
い
う
。

東
大
寺
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
河
道
の
変
遷
を
云
い
だ
し
、
「奮
流
」
（
＝

旧
河
道
）
を
境
と
す
べ
き
旨
を
主
張
し
だ
し
た
。
こ
れ
は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
有

つ
深
い
意
味
性
は
後
述
を
も

っ
て
く
わ
し
く
分
析
し
た

い
が
、
東
大
寺
系
田
堵
が
境
を
越
え
ず
に
国
衛
公
領
の
内
側
に
入
り
こ
む
論

理
上
の
前
提
を
獲
得
し
た
と
い
う
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

天
喜
二
年

（
一
〇
五
四
）
五
月
二
二
日
、
棟
方
朝
臣
の
あ
と
を
う
け
て
小

野
守
経
が
伊
賀
守
と
な

っ
て
名
張
郡
に
入
部
し
た
。
小
野
守
経
は
職
務
に
忠

実
な
、
素
姓
も
明
ら
か
で
な
い
小
貴
族
あ
が
り
の
官
僚
で
あ
る
。　
一
方
、
と

き
の
東
大
寺
別
当
有
慶
は
参
議
藤
原
有
国
の
息
で
、
歳
五
十
に
し
て
南
都
三

会
の

一
つ
で
あ
る
維
摩
会
の
講
師
を

つ
と
め
、
精
義
の
役
に
つ
く
こ
と
十
四

箇
年
、
法
性
寺
、
慈
徳
寺
、
園
融
寺
、
仁
和
寺
、
醍
醐
寺
御
八
講
師
間
者
と

し
て
三
十
余
年
に
及
ぶ
と
い
う
目
も
あ
や
な
経
歴
の
持
主
で
あ
る
。
ま
た
、

か
れ
は

「
一
條
先
帝
御
宇
己
来
、
仕
手
五
代
之
朝
、
其
功
不
可
勝
計
」
と
う

た
わ
れ
る
ほ
ど
中
央
と
結

び

つ
い
た
人
物

で
あ

っ
た
。

「
典
型
的
な
権
門

（３５
）

家
」
と
云
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ

っ
た
。

門
閥
的
な
権
威
権
勢
を
振
り
か
ざ
す
有
慶
に
対
し
、
守
経
は

一
貫
し
て
非

妥
協
的
に
公
田
の
恢
復
の
策
を
講
じ
た
。
か
れ
は
ま
ず
、
さ
き
に
東
大
寺
黒

田
荘
司
が
打
ち
込
ん
だ
名
張
川
河
東
の
膀
示
を
抜
き
捨
て
、
さ
ら
に
当
該
公

田
住
人
に
種
々
の
雑
役

（公
事
）
を
責
徴
し
た
。
六
月
に
入
る
と
東
大
寺
は

申
状
を
も

っ
て
守
経
の
抜
き
捨
て
た
膀
示
を
改
め
て
立
て
ん
こ
と
を
朝
廷

ヘ

（
３６
）

訴
え
た
。
こ
れ
を
う
け
た
守
経
は
、
留
守
所
の
解
状
に
描
れ
た
現
状
を
国
解

と
し
て
ま
と
め
中
央
朝
廷

へ
送
付
し
た
。
そ
の
文
言
の
な
か
で
彼
は

「
何
寺

家
恣
打
籠
公
田
公
民
、
可
為
寺
領
哉
」
と
き
わ
め
て
正
統
な
立
場
か
ら
東
大

へ尤
力
）

寺
を
批
判
し
、
さ
ら
に

「世
間
之
濫
吹
、
唯
紬
徒

（坊
主
の
こ
と
）
中
先
為

下
乎
」
と
有
慶
を
非
難
し
た
。

天
喜
二
年
七
月
廿
五
日
に
四
至
外
公
田
を
打
ち
籠
め
国
役
を
勤
め
ざ
る
を
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停
止
す
る
官
宣
旨
が
あ
ら
た
め
て
伊
賀
国

へ
下
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
お

そ
ら
く
名
張
川
河
東
境
域
で
の
東
大
寺
の
事
実
的
支
配
が
依
然
と
し
て
続
け

ら
れ
て
お
り
、
守
経
の
行

っ
た
膀
示
抜
き
捨
て
と
雑
役
責
徴
も
実
を
上
げ
て

い
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
、
河
西
部
を
根
城

と
す
る
東
大
寺
系
田
堵
ら
は
、
国
司
軍
兵
の
柚
内
乱
入
を
警
戒
し
、
こ
れ
に

（３８
）

対
抗
す
べ
く
楯
を
つ
き
並
べ
、
数
十
の
軍
兵
を
発
向
し
、
配
置
し
て
い
る
。

七
月
末
日
、
つ
い
に
守
経
は
東
大
寺
と
東
大
寺
に
組
織
さ
れ
た
田
堵
ら
の

（
３９
）

公
田
占
拠
状
態
を
く

つ
が
え
す
た
め
に
、
大
規
模
な
武
力
を
発
動
し
た
。
七

月
晦
日
か
ら
早
田
稲
苅
取
り
を
開
始
、
八
月
廿
五
日
に
検
田
を
強
行
、
こ
れ

を
機
に
数
千
の
夫
兵
谷
属
を
境
域

（「
古
川
内
」
）

へ
導
入
し
住
宅

一
六
字
を

焼
く
。
さ
ら
に
廿
四
町
五
反
百
二
十
歩
の
田
地
に
対
し
、
苅
り
取
り
、
あ
る

（
４０
）

い
は
薙
捨
て
の
武
力
行
動
を
展
開
。
結
局
、
東
大
寺
系
田
堵
が
作
田
す
る
公

郷
内
四
六
町
五
反
を
没
官
し
て
守
経
の
武
力
発
動
は
終
了
し
た
。

国
衛
側
の
こ
う
し
た
武
力
発
動
は
、
東
大
寺
系
田
堵
に
よ
る
公
田
籠
作
を

否
定
し
、
黒
田
荘
域
を
河
西
部
に
封
じ
込
め
た
と
い
う
点
で
、　
一
応
の
目
的

を
達
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
二
年
後
の
天
喜
四
年
に
発
せ
ら
れ
た

（
４１
）

官
宣
旨
を
み
る
と
、
国
衛
側
は
大
き
な
譲
歩
を
余
儀
な
く
し
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
河
西
部
全
域
が

「
永
停
止
入
国
使
井
宛
国
役
」
と
い
う
性
格

（
＝
国
使
不
入

。
国
役
免
除
）
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
宇
陀
川

よ
り
西
の
地
域
全
体
は
本
免
田
の
地
と
し
て
公
認
さ
れ
、
東
大
寺
の
確
固
た

る
所
領
が

（公
称
田
積
廿
五
町
八
段
半
）
が
形
成
さ
れ
た
。
こ

の
地

こ
そ

「本
荘
」
と
よ
ば
れ
、
や
が
て
名
張
郡
全
域
を
併
呑
す
る
た
め
の
基
点
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

二

荘
域
拡
張

の
運
動
構
造

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
天
喜
事
件
を
中
心
と
す
る
抗
争
の
経
過
は
、
東
大

寺
領
黒
田
荘
が
荘
域
拡
大

（公
領
寺
領
化
）
を
す
す
め
る
運
動
の
糸
口
を
た

ぐ
り
出
す
た
め
の
重
要
な
い
く

つ
か
の
論
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

０
　
名
張
川
境
域
の
出
作
拠
点
化

天
喜
元
年
九
月
に
東
大
寺
が
荘
域
の
東
限
を
名
張
川
を
も
っ
て
し
、
四
至

の
境
と
す
る
さ
い
、
現
に
流
れ
て
い
る
名
張
川
を
境
界
と
す
る
の
で
は
な
く
　
　
・

旧
河
道
を
も

っ
て
境
界
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
も

っ
て
膀
示
を
こ
こ
へ
　
　
５３

打
ち
込
ん
だ
事
実
を
ま
ず
は
じ
め
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
旧
河
道
に
膀
示
　
　
．

を
打
ち
込
む
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
東
大
寺

・
黒
田
荘
田
堵
と
国
衝
と
の
間
の

い
か
に
重
大
な
対
立
を
惹
き
起
し
た
か
は
国
司
守
経
の
大
規
模
な
武
力
発
動

を
み
れ
ば
充
分
で
あ
る
。

守
経
の
武
力
発
動
を
伝
え
る
史
料
は
左
に
掲
げ
る
二
通
で
あ
る
。

（端
裏
書
）
　

　

　

（
マ
ヽ
）

〔
Ａ
〕
　

「
伊
賀
□
□
等
守
捐
亡
田
記
文
等
」

注
進
　
國
守
苅
取
捐
坪
ヽ
日
記

合
矢
川
苅
取
田
六
丁
三
反
那
木
捨
四
丁
二
反
百
八
十
ト

長
屋
苅
田
二
丁
五
反
三
百
卜
那
木
田
二
丁

一
反



青
蓮
寺

一
丁
八
段
　
下
名
張

一
町
五
反

簗
瀬
六
町
苅
田

己
上
苅
取
田
十
六
町
六
反
三
百
百
卜
　
那
木
捨
七
町
八
反
百
八
十
ト

都
合
弐
拾
肇
町
伍
反
信
弐
拾
歩

右
、
件
伊
賀
守
御
庄
工
夫
住
宅
焼
滅
、
作
田
等

苅
取
那
木
捨
、
官
物
押
返
充
責
不
安
、
働
注
進
如
件
、

天
喜
三
年
十
二
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
子
等

〔
Ｂ
〕

黒
田
御
庄
工
夫
等
解
　
申
進
申
文
事

（中
略
）

右
、
謹
案
物
情
、　
以
去
天
喜
二
年
七
月
晦
ょ
り
始
、　
四
至
古
川
内
早

田
稲
苅
取
之
次
、　
八
月
廿
五
六
日
ょ
り
検
田
之
程
、　
数
千
夫
兵
谷
属

引
率
、
古
川
内
住
宅
、
両
国
十
六
宇
焼
亡
了
、
三
百
人
夫
兵
替
属
坪

ヽ
入
立
被
苅
取
、

守
殿
御
坐
十
五
六
日
也
、

其
成
任

・
則
任
夫
兵

等
、
遺
留
二
三
十
日
、　
苅
取
那
木
捨
取
也
、　
僅
田
堵
見
付
天
ハ
打
追

散
井
避
亡
、
皆
悉
了
、
十
五
也
六
町
苅
取
那
木
給
也

（中
略
）

天
喜
四
年
二
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
物
部
時
任

麻
頭
掃
部
延
時

庄
司
藤
原

「政
頼
」

※
　
な
お
、
右
〔
Ｂ
〕
文
書
の
端
に
、
大
判
官
代
桃
原

・
目
代
学
生
紀

（
両

名
の
も
の
収
納
所
官
人
か
）
の
署
判
を
も

つ
勘
文
あ
り
。
文
言
の
な

か
で
、
こ
こ
で
は

「検
去
天
喜
二
年
名
張
郡
検
田
累
帳
、
注
件
黒
田

柚
住
人
等
丼
公
郷
内
所
被
没
官
作
田
冊
六
町
五
反

浸
罹
潮
針
臥
灯
隔
継
廿
朴

丁
け
者
、
其
内
所
被
苅
納
十
八
町
六
反
百
八
十
卜
、
郡
司
則
佐
所
領

繹
＝
七
町
八
反
百
八
十
卜
・長謳
鴎
計
熱
町
楯
Ｍ
計
酎
棘
瀬
者
…
」
と
あ
る
を
注

意
す
べ
し
。

〔
Ａ
〕
・
〔
Ｂ
〕
か
ら
さ
し
あ
た
り
判
明
す
る
こ
と
。
①
国
司
軍
兵
の
主
要
な

攻
撃
地
域
が
矢
川

・
長
屋

（中
村
の

一
部
）

・
簗
瀬
な
ど
の
黒
田
本
荘
に
面

し
た
宇
陀

・
名
張
川
河
東
の
地
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
。
苅
取
り

ｏ
薙
捨
の

全
耕
地
二
十
四
町
五
段
百
二
十
歩
の
う
ち
、
右
三
地
域
だ
け
で
実
に
二
十

一

町
二
段
百
二
十
歩
を
占
め
て
い
た
。
②
史
料

〔
Ａ
〕
に
み
え
る

「御
庄
工
夫
　
　
一

住
宅
焼
滅
」
と
い
う
の
は
、
〔
Ｂ
〕
の

「古
川
内
住
宅
、　
両
日
十
六
宇
焼
亡

　

５４

了
」
と
対
応
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
〔
Ａ
〕
「作
田
等
苅
取
那
木
　
　

．

捨
」
も

「
古
川
内
早
田
稲
苅
取
」
を
示
す
も
の
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
あ
る

ま
い
。
す
る
と
、
さ
き
の
三
地
域

（矢
川

。
長
屋

・
簗
瀬
）
の
な
か
で
、
攻

撃
を
受
け
た
か
な
り
の
部
分
が

「古
川
内
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
あ

っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
③
守
経
が
主
力
を
投
じ
て
東
大
寺
の
膀
示
境
界
を
く

つ
が
え

そ
う
と
し
た
境
域
が

「
古
川
内
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
東
大
寺
系
の

「御
庄

工
夫
」
が
は
い
り
込
み
、
す
で
に
少
な
く
も
十
六
宇
の

「住
宅
」
を
構
え
、

作
田
を
し
て
い
た
。

ａ

「古
川
内
」

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の

「古
川
内
」
と
は
い
か
な
る
性
格
の
地
で
あ
り
、



ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
地
を
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考

察
す
る
に
は
、
名
張
郡
の
自
然
地
理
学
的
特
徴
と
そ
の
変
化
の
様
相
を
み
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

名
張
郡
は
第
二
紀
末
か
ら
洪
積
世
に
か
け
て
の
基
盤
沈
降
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
た
湖
盆
平
野
と
周
囲
を
続
ら
す
深
い
山
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
盆

地
の
続
壁
を
な
す
山
々
か
ら
は
幾
筋
も
の
小
河
川
が
谷
を
き
ざ
み
な
が
ら
流

れ
だ
し
、
平
野
部
で
宇
陀
川
と
名
張
川
を
つ
く
る
。
郡
南
端
か
ら
北
流
す
る

宇
陀
川
と
東
部
か
ら
西
へ
流
れ
る
名
張
川
は
、
中
央
部
で
互
い
に
合
流
し
、

盆
地
北
西
部
の
深
い
狭
搾
部
を

縫
う
よ
う
に

北
上
し
、　
木
津
川

へ
と
合
す

る
。
か
か
る
地
形
構
造
の
底
部
に
位
置
す
る
名
張
盆
地
は
河
川
上
流
水
域
が

お
よ
そ
三
百
平
方
キ
ロ
に
及
ぶ
た
め
、
大
雨
の
あ
る
た
び
に
湖
盆
化
す
る
危

険
に
さ
ら
さ
れ
、
護
岸
施
設
の
不
完
全
で
あ

っ
た
古
代
に
は
、
河
流
は
水
勢

（
４４
）

に
任
せ
て
自
由
に
奔
流
し
た
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
、
黒
田
村

・
大
屋
戸
村

（本
荘
）
と
簗
瀬
を
界
す
名
張
川
は
、
五

万
分
の

一
地
形
図
を
な
が
め
と
、
河
床
勾
配
の
大
き
い
青
蓮
寺

。
比
奈
知
方

面
の
水
流
が
沖
積
平
野
の
滑
走
斜
面
を

は
し
り
、　
黒
田
本
荘
の
攻
撃
斜
面

（西
山
）
を
は
げ
し
く
洗
い
な
が
ら
湾
曲
北
流
し
て
い
る
様
子
を
み
て
と
れ

（４５
）

る
。
こ
の
た
め
、
洪
水
の
た
び
に
名
張
川
左
岸
は
少
し
づ
つ
削
ら
れ
、
河
道

は
西
へ
遷

っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
川
の
移
動
と
と
も
に

形
成
さ
れ
た

「
奮
河
跡
」
と

「新
河
流
」
と
の
間
の
川
成
地
が

「古
川
内
」

に
外
な
ら
な
か

っ
た
。

（
４６
）

大
治
五
年
東
大
寺
牒
に
よ
る
と
、

「
往
古
以
降
、
毎
度
洪
水
、
件
大

河
押
穿
庄
内
、
其
流
移
改
」
た
結
果
で
き
た
川
成
地
の
四
至
は
、

東
限
奮
河
跡
　
南
限
膀
示
尾

河
成
地
四
至

西
限
新
河
流
　
北
限
供
御
川

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る

「
古
川
内
」

（供

御
川
よ
り
南
の
地
で
あ
る
の
で
中
村
西
岸
宇
陀
川
の
氾
濫
原

で
あ
ろ

う
）
は
、
こ
の
段
階
す
で
に
畝
時
と
な
る
も
、
な
お

「
古
河
古
堺
」
の

地
字
名
で
あ
る

「鮎
瀬

・
鮎
土

。
河
合

，
河
原
田

・
淵
尻

・
溝
口

・
庄

迫
」
を
存
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
地
字
名
は
現
在
消
滅
し
て
お

り

（冨
森
盛

一
著

『
黒
田
庄
誌
』
）
、
そ
の
こ
と
自
体
が
こ
こ
の

（古
川
　
　
一

内
」
が
河
道
変
遷
め
ま
ぐ
る
し
く
、
し
た
が

っ
て
不
安
定
な
農
業
経
営

　

５５

を
余
儀
な
く
す
る
土
地
柄
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る

で
あ

ろ
　
　

．

う

。

「古
川
」
な
る
地
形
名
称
の
あ
ら
わ
れ
る
古
文
書
史
料
を
み
る
と
、
そ
の

景
観
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

「桑
田
」
が

随

伴

す
る
。

「古
河
之

跡
、
変
成
桑
田
」
、
「本
堺
旧
河
既
成
桑
田
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
「
古
川
」

と
桑
田
の
密
接
な
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
桑
田
は

「柚
工
」
の
住

地
田
畠
が
流
れ
消
滅
し
た
あ
と
、
自
然
生
的
に
繁
茂
し
た
ち
の
で
は
な
く
、

荒
涼
た
る
新
た
に
形
成
さ
れ
た
大
地
＝

「
古
川
」
に
加
え
た
人
間
労
働
の
成

果
で
あ
り
、
畠
と
同
じ
く
人
工
の
土
地
区
域
で
あ

っ
た
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
史

料
は
、

「柚
工
」
の
開
発
形
態
を
わ
ず
か
な
が
ら
の
ぞ
か

せ

る

も

の
で
あ



フる
）。

黒
田
庄
四
至
内
、
山
険
地
狭
、
不
便
人
居
、
依
為
活
計
為
安
堵
、
数
百

ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
（
４９
）

歳
之
間
、
開
発
荒
野
、
始
成
桑
田
也
…

彼
ら
が
荒
野
を
開
発
す
る
さ
い
、

「数
百
歳
」
は
誇
張
と
し
て
も
、
長
い

年
月
を
費
し
て
は
じ
め
て
桑
田
を
造
成
し
た
様
子
は
う
か
が
え
る
。
お
そ
ら

く
、
桑
田
は
、
後
述
を
も

っ
て
み
る
と
こ
ろ
の
∧
園
宅
地
∨
で
あ

っ
て
、
住

屋
と
セ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
る
の
を
特
質
と
し
て
い
た
。
河
西
本
荘
側
柚
工
の

屋
敷
地
を
語
る
も
の
だ
が
、

「東
以
大
河

（宇
陀

。
名
張
川
）
為
堺
、
西
瞼

（
５０
）

岨
之
高
峯
也
、
桑
田
屋
宅
併
在
山
之
下
河
之
岸
」
と
あ
る
の
は
、
垣
内
畠
と

同
様
に
桑
田
が

「
屋
宅
」
（
＝
住
屋
）
と
結
び

つ
い
て
、　
一
つ
の

セ
ッ
ト
に

な

っ
て
い
る
景
観
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

要
す
る
に
、
条
里
制
地
割
の
引
か
れ
た
公
田
が
、
乱
流
す
る
河
川
に
よ
っ

（
５１
）

て
流
失
荒
廃
す
る
と
、
そ
の
あ
と
に

「
古
川
」
と
い
う
自
然
堤
防
の
微
高
地

が
で
き
あ
が

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
住
屋
を
中
心
に
桑
田
、
菜
園
、
畠

地
を
め
ぐ
ら
し
、

「
垣
筋
」
で
も

っ
て
ま
わ
り
を
囲
ん
だ
∧
園
宅
地
Ｖ
が
点

在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
こ
う
。
な
お
、
何
故
に

「古
川
内
」
の
開
発

に
桑
が
植
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、　
一
つ
に
は
桑
田
が
常
習
的
は
ん
ら
ん
に

（
２２
）

対
応
す
る
土
地
利
用
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
律
令
国
家
の
支
配
収
奪

の
関
係
に
よ
る
編
籍
の
面
か
ら
掌
握
さ
れ
た
公
民
の
家

（
＝
戸
）
が
桑
漆
の

（
Ｃ
）

栽
培
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
残
影
と
も
み
ら
れ
る
。

ｂ

「御
庄
工
夫
住
宅
」

つ
ぎ
に
、
史
料
〔
Ａ
〕
〔
Ｂ
〕
に
み
え
る

「
古
川
内
」
の

「御
庄
工
夫
住
宅
」

（
こ
れ
こ
そ
、
さ
き
の
∧
園
宅
地
∨
に
外
な
ら
な
い
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
が

東
大
寺
と

「御
庄
工
夫
」

（
田
堵
）
に
と

っ
て
い
か
な
る
機
能
と
意
味
を
有

つ
も
の
で
あ

っ
た
か
を
考
え
る
。

平
安
時
代
を
通
し
て
争
そ
わ
れ
た

「古
川
内
」
を
め
ぐ
る
国
衛
と
の
相
論

文
書
を
つ
ぶ
さ
に
み
る
と
、
東
大
寺
所
司
や
黒
田
柚
司
ら
が
、
川
の
移
動
に

よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
現
象
と
し
て
、
本
荘
に
お
け
る
住
宅
地
の
流
失
を
こ

と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

○
　
去
保
安
二
年
八
月
廿
五
日
、
同
三
年
七
月
日
、
四
年
八
月
廿
三
日
、

　

　

・

三
箇
度
洪
水
、
本
庄
之
内
狭
少
之
地
、
弥
崩
失
、
柚
工
等
無
居
住
之

　

５６

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

○
　
毎
度
洪
水
…
弥
漸
碩
寄
西
高
山
之
麓
。

柚
領
田

畝
、　
追
年

流
減
、

ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

⌒
わ

）

居
住
民
姻
、
如
無
残
地

右
の
二
つ
の
史
料
は
、

「御
庄
工
夫
」
が
本
荘
に
お
い
て
住
宅
地
を
流
失

し
て
い
る
さ
ま
を
表
現
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、

本
荘
で
失
な
わ
れ
た
住
宅
を
、
対
岸
の

「
古
川
内
」
に
合
法
的
に
建
設
す
る

た
め
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
東
大
寺
所
司
が
、　
つ
ぎ

の
よ
う
な
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
は
興
味
が
も
た
れ
る
。

件
黒
田
庄
者
、
限
名
張
河
為
東
堺
之
虎
、
通
経
星
霜
之
間
、
河
流
忽
遷

千
西
、
…
…
古
河
之
跡
変
成
桑
田
、
代
代
国
司
不
顧
奮
例
、
只
随
新
流
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封建社会の成立,東京大学出版会)に ある伊賀国名張郡村

落概略図を利用して作図したものである。氾濫原の所在は

おもに,富森盛一氏がなが年の現地調査によってえた「古

河」の分布 (『黒田在誌』194頁)に依拠し,こ こから推定
した。「古河」は河川の氾濫と流れの移動によってつくら

れた地形であり,そ こにあたえられた地名であるのだから,

「古河」の分布状況からかつての氾濫原を推定することは

可能であろう。
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次
第
所
収
公
也
、
民
姻
有
残
者

（
所
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５６
）

哉
、
居
諸
雖
改
、
基
趾
尚
存

（
不
可
）

□
□
強
訴
、
奮
流
有
跡
者

豊

及
異
論

云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
と
え
河
道
が
動
い
て

「柚
ェ
」
の
家
地

・

田
畠
が
彼
岸
公
領
の
な
か
へ
入

っ
た
と
し
て
も
、

「
民
畑
有
残
」
ば
国
司
は

収
公
の
強
訴
を

す

べ
き

で
は
な
く
、

「
旧
流
」
（
＝
古
川
）
に

（民
姻
の
）

跡
が
あ
れ
ば
ど
う
し
て
異
論
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
ょ
ぅ
か
、
居
所
が
改
ま

っ
た
と
い
っ
て
も
、
か
つ
て
の

「基
趾
」

（住
屋
の
上
台
）
は
な
お
存
在
し

て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
抽
象
的
で
形
式
的

な
国
衝
の
法
理
に
対
し
て
、

「
基
趾
」
の
残
存
と
い
う
現
実
に
立
脚
し
て
在

地
的
に
組
み
た
て
ら
れ
た
領
有
権
の
主
張
で
あ

っ
た
と
云
え
よ
う
。

「御
庄

工
夫
」
が
公
領
の
内
側
に
入
り
込
み
、
住
宅
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
東
大
寺

の
論
理
か
ら
す
れ
ば
境
を
越
え
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
河
道
の
動
い
た
川
を

渡

っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

か
よ
う
の
論
理
的
回
路
を
辿

っ
て
河
東

「
古
川
内
」
に
柚
工
の
住
宅
を
建

設
し
た
こ
と
は
、
単
に
柚
工
の

「活
計
」
「
安
堵
」
の
途
を

開

く
と
い
う
意

味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
が
寺
領
拡
張
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し

た
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
主
要
な
る
意
味
が
存
し
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

「住
宅
」

（
＝
住
屋
）
は
さ
き
に
解
明
し
た
よ
う
に
、
桑
田

・
垣
内
畠
を

附
属
す
る
∧
園
宅
地
∨
で
あ

っ
て
、
こ
の
土
地
区
画
こ
そ
国
家
の
手
の
及
ば

ぬ
免
租
の
地
で
あ

っ
た
。
古
代
律
令
法
に
よ
れ
ば
、

凡
給
園
地
者
、
随
地
多
少
均
給
、
若
絶
戸
還
公
、
凡
売
買
宅
地
、
皆
経

所
部
官
司
、
申
牒
、
然
後
聴
之

（田
令
第
九
）

と
あ
り
、
「
園
地
」
。
「宅
地
」
∧
＝
園
宅
地
∨
は
、
「
公
」
か
ら
区
別
す
る
も

の
で
、
然
る
べ
き
手
続
き
を
経
る
な
ら
ば

「私
」
の
も
の
と
し
て
の
売
買
が

可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
雑
令
第
汁

〔家
長
在
条
〕
は
∧
園
宅
地
∨
が
奴
婢

・
雑
畜

（牛
馬
犬
鶏
の
類
）

「余
財
物
」
と
等
し
く
あ
つ
か
わ
れ
て
い
た
こ

（
５７
）

と
を
そ
の
条
文
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
完
全
な
る
私
的

・
排
他
的
所
有
権
の

認
め
ら
れ
た
∧
園
宅
地
∨
が
王
朝
国
家
の
全

一
的
土
地
所
有
体
系
の
も
と
で

果
す
役
割
は
、
十

。
十

一
世
紀
の
農
業
生
産
力
の
向
上
と
む
す
び

つ
い
て
個

別
経
営
の
基
地
を
提
供
し
、
こ
こ
か
ら
農
民
的
土
地
所
有
権
を
し
だ
い
に
生
　
　
一

み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
で
ぁ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５８

け
れ
ど
も
、
名
張
郡
の
矢
川

。
中
村

・
簗
瀬
の

「古
川
内
」
に
出
現
し
た
　
　
．

∧
園
宅
地
∨
は
か
よ
う
な

一
般
的
∧
園
宅
地
∨
と
は
、
初
発
に
お
い
て
そ
の

性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
東
大
寺
三
綱
が
述
べ
た
左
掲
の
言
葉
は
、

「
古
川

内
」
∧
園
宅
地
∨
が
彼
ら
の
論
理
の
う
え
で
、
農
民
的
所
有
そ
の
も
の
の
条

件
を
与
え
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

出
居
庄
民
居
住
者
、
先
造
家
敷
地
為
寺
領
、
代
代
国
司
無
致
妨
、
因
弦

柚
工
等
随
便
宜
所
居
住
也

こ
こ
で
は
国
司
の

「妨
」
を
な
す
こ
と
の
で
き
な
い

「家
敷
地
」
∧
＝
園

宅
地
∨
は
、
河
東
公
領
を
寺
領
と
す
る
た
め
の
橋
頭
堡
と
し
て
造
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
王
朝
国
家
の
土
地
所
有
の
外
に
お
か
れ
た
免
租
た
る
不
可
侵



性
は
、
東
大
寺
の
手
に
よ
る
組
織
的
な
寺
領
拡
張
を
ま
ず
は
保
障
す
る
も
の

と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
う
す
る
と
、

「古
川
内
住
宅
」
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
考
さ
れ
は
す
ま

い
か
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
川
西
に
設
営
さ
れ
た
黒
田
村
荘
屋
の
分
肢
た
る
べ

く
寺
家
の
所
有
に
属
し
、
そ
こ
に
は
荘
屋
か
ら
川
を
越
え
運
び
入
れ
た
農
具

役
畜
種
子
農
料
が
集
積
さ
れ
る
、
そ
し
て
農
業
労
働
者
の
寝
泊
ま
り
の
場
と

も
な
っ
て
い
る
、
と
。
要
す
る
に
、
東
大
寺
に
よ
る
公
領
荒
廃
公
田
の
開
発

出
作
の
た
め
の
前
進
拠
点
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ

る

の

で
あ

る
。
こ
う
し
た
前
進
拠
点
は
、
そ
の
原
理
的
性
格
に
お
い
て
、
の
ち
の

「庄

家
」
へ
と

つ
な

っ
が

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
十
二
世
紀
四
十
年
代
に

至

っ
た
、
国
衛
収
納
所
か
ら
官
物
の
進
未
沙
汰
が
行
な
わ
れ
た
さ
い
、
そ
れ

が
個
々
の
負
名

（東
大
寺
系
田
堵
の
負
名
）
に
対
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な

（６０
）

く
、
庄
家
が
国
衛
か
ら
の
進
未
沙
汰
を
請
け
負
う
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
た
。

官
物

「封
揮
之
名
」
に
対
し
て

「停
出
作
之
号
」
る
の
は

「庄
家
」
で
あ

っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「庄
家
」
は
、
本
荘
荘
屋
の
分
肢
が
荘
民
統
制
の

機
関
へ
と
機
能
を
転
じ
た
様
子
を
伝
え
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

前
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
の
諸
活
動
、
諸
行
動
が
自
然
的
諸
条
件
に
大

き
く
制
約
、
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
が
ら
に
属
す
。
し
た
が

っ
て
河
川
の
増
水
、
河
岸
の
破
壊
、
流
路
の
変
更
と
い
っ
た
形
態
を
と
っ
て

自
然
が
激
し
く
変
動
を
示
す
と
き
、
そ
の
場
所
に
生
産
や
生
活
を
営
む
人
間

は
、
い
や
お
う
な
く
こ
れ
を
生
産
生
活
を
攪
乱
す
る
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り

災
害
と
し
て
受
け
と
め
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
受
け
と
め
方
が

一
般

的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
よ
う
の
自
然
変
動
は
、
そ
れ
が
あ
る
特
定
の
敵

対
的
社
会
制
度
と
し
て
の
地
面

。
地
形
の
標
識
を
攪
乱
破
壊
す
る
場
合
、
単

な
る
災
害
と
し
て
の
み
人
間
に
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾

と
敵
対
の
政
治
行
動
を
お
こ
さ
せ
、
互
い
の
衝
突
を
く
り
返
え
さ
せ
る
。
か

く
し
て

一
つ
の
地
域
の
歴
史
が
刻
ま
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代

一
〇

。
一
一
世
紀
に
宇
陀
川
と
名
張
川
の
乱
流
＝
河
道
変
更
が

お
よ
ぼ
し
た
境
界
の
攪
乱
作
用
は
川
の
西
側
か
ら
東
側

へ
の
東
大
寺
系
田
堵

の
渡
河
出
作
を
誘
発
し
た
。

「古
川
内
」
な
る
川
成
地
が
川
よ
り
も
東
側
に

形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
旧
流
を
境
と
主
張
す
る
東
大
寺
は
合
法
的
に
　
　
・

川
を
渡
り

「古
川
内
」

へ
の
入
植
を
す
る
き

っ
か
け
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き

　

５９

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「古
川
内
」
で
の
∧
園
宅
地
∨
の
建
設
と
公
田
請
作
　
　
一

（…
事
実
的
支
配
）
の
第

一
段
階
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

０
　
拡
張
運
動
力
の
性
格

当
国
の

「
猛
者
」
と
云
わ
れ
た
私
営
田
領
主
藤
原
実
遠
が
、
国
内
所
領
経

営
に
破
綻
を
き
た
し
没
落
し
た
の
は
十

一
世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
実

遠
の
経
営
破
綻
に
よ
り
、
矢
川
村
は

「
往
昔
住
人
死
去
避
亡
之
後
無

一
人
住

（棘
）

人
」
と
い
う
状
態
と
な
り
、　
一
面
の

「荒
蕪
藪
澤
荊
一穀
」
の
荒
野
と
な

っ
て

（
６２
）

し
ま

っ
た
と
い
う
。
か

つ
て
ほ
ぼ
全
域
が
実
遠
の
所
領
で
あ

っ
た
こ
の
頃
の

名
張

一
円
は
、
宇
陀
川
、
名
張
川
の
常
習
的
な
氾
濫
と
あ
い
ま

っ
て
、
相
当

の
面
積
を
荒
廃
田
で
お
お

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。



名
張

一
郡
の
こ
の
荒
廃
し
た
公
田
を
再
開
発
し
た
勢
力
に
は
、
二
つ
の
タ

イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
つ
は
簗
瀬
の
開
発
を
東
大
寺
か
ら
請
け
負
い
、
大

規
模
な
耕
地
造
成
を
お
し
進
め
た
郡
司
級
の
豪
族
丈
部
為
延
と
そ
の

一
族
集

団
で
あ
る
。
こ
れ
は
在
地
領
主
型
の
開
発
勢
力
と
考
え
ら
れ
る
。
為
延
が
請

け
負

っ
た
と
き
の
簗
瀬
村
は
現
作
わ
ず
か

一
七
町

余

で
他

は

「
元
数
之
荒

（
６３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

野
」
で
あ

っ
た
が
、
約
百
年
後
に
は
五
十
六
町

（約
二
倍
強
）
も
の
現
作
田

と
な

っ
て
い
た
。
彼
ら
丈
部

一
党
は
開
発
を
通
じ
て
付
近
住
民
を
組
織
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
主
的
権
力
を
在
地
に
扶
植
し
た
。　
一
二
世
紀
後

半
、
源

（丈
部
）
俊
方
の
幡
居
す
る
簗
瀬
村
は
東
大
寺
に
対
抗
す
る
た
め
の

（
６５
）

一
大
権
力
拠
点
と
な

っ
て
い
た
。

二
つ
め
の
開
発
の
勢
力

と
し
て
は
、　
東
大
寺
に

雇
傭
さ
れ
た

浮
動
的
な

労
働
者
の

一
群
が
想
定
さ
れ
る
。
か
れ
ら
は

一
〇

・
一
一
世
紀
の
律
令
制
的

公
民
支
配
が
弛
緩

・
解
体
し
、
王
朝
国
家
が
人
民

へ
の
人
格
規
制
を
喪
失
す

る
な
か
で
広
汎
に
生
起
し
た
人
間
集
団
で
、
書
誌
文
献
古
文
書
な
ど
の
史
料

に
は

「
浮
浪
人
」
「浪
人
」
な
ど
と
あ
ら
わ
れ
る
。
「柚
工
」
に
名
を
か
り
た

出
作
負
名
や
寄
人
化
し
た
公
民
が
東
大
寺
の

「寺
奴
」
と
云
わ
れ
だ
す
ま
で

の
間
、
す
な
わ
ち

一
一
世
紀
か
ら

一
二
世
紀
前
半
ま
で
に
黒
田
荘
田
と
河
東

部
の
公
私
領
の
開
発

・
耕
営
は
、
浪
人
の
労
働
力
に
よ
っ
て
主
導
的
推
進
が

は
か
ら
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
こ
の
問
題
の
解
明
を
具
体
的
な
人
間
の

動
き
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
み
た
い
ｃ

ａ
　
物
部
時
任

前
掲
史
料
〔
Ｂ
〕
を
み
る
と

「古
川
内
」
の
蹂
躙
焼
亡
の
惨
状
を
解
状
と
し

て
あ
ら
わ
し
た

「黒
田
御
庄
工
夫
等
」
は
、
文
書
末
尾
の
署
名
か
ら
庄
司
藤

原
政
頼
、
庁
頭
掃
部
延
時
、
そ
し
て
物
部
時
任
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
う
ち
の

一
人
物
部
時
任
は
、
そ
の
生
活

・
行
動
形
態
に
お
い
て
ま
こ
と

に
興
味
深
い
人
物
で
あ
る
。

時
任
の
史
料
中
に
姿
を
現
わ
す
の
は
わ
ず
か
三
箇
所
に
と
ど
ま
る
。
す
な

（
６６
）

わ
ち
、
①
天
喜
元
年
八
月
廿
六
日
官
宣
旨
案
　
②
天
喜
四
年
二
月
廿
七
日
黒

田
荘
工
夫
等
解

（前
掲
〔
Ｂ
〕
）
③
天
喜
五
年
六
月
廿
八
日
伊
賀
國
符
案
に
そ

れ
ぞ
れ

一
箇
所
づ
つ
あ
ら
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
　
　
・

れ
ら
二
つ
の
史
料
は
少
な
い
故
に
無
価
値
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時

　

６ｏ

任
の
主
要
な
存
在
形
態
を
三
つ
の
部
面
で
み
せ
て
く
れ
て
お
り
、
か
れ
を
な
　
　
．

か
だ
ち
と
す
る
連
関
の
糸
が
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
を

互
い
に
結
び

あ
わ

す
と

き
、
こ
れ
ら
三
史
料
は
黒
田
荘
の
自
己
拡
張
す
る
運
動
構
造
を
暗
示
す
る
貴

重
な
史
料
と
し
て
活
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
に
よ
れ
ば
、
時
任
は
黒
田
村
の

「荘
屋
」
に
身
を
お
く
存
在
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
山
重
成
、
紀
安
武
、
書
生
正
助
、
そ
し
て
郡
司
範
軸
ら
の
官
使

役
人
が
東
大
寺
に
よ
る
不
法
な
公
郷
廿
五

・
六
町

（古
川
地
帯
）
の
囲
い
込

み
を
撤
廃
す
べ
く
荘
屋
に
や

っ
て
く
る
と
、
時
任
と
本
寺
知
事
僧
公
澤
が
な

か
か
ら
出
て
き
て
対
応
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
彼
の
い
あ
わ
せ
た
そ
の
場
で
、

官
使
役
人
が
東
大
寺
側
の
突
然
の
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
確
認
し



て
お
き
た
い
。
要
す
る
に
、
①
で
は
時
任
が
荘
屋
と

「濫
行
不
善
」
と
い
う

要
素
に
結
び

つ
い
て
お
り
、
そ
こ
に
彼
の
行
動
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
け
ば
よ
い
。

②
に
よ
れ
ば
、
時
任
は

「古
川
内
」
の
早
田
蹂
躙

・
住
宅
焼
亡
の
惨
状
を

述
べ
て
、
田
堵
久
富

・
徳
丸
ら
の
御
封
米
を
弁
済
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る

（
６８
）

を
国
司
使
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
え
を
解
状
と
し
て
し
た
た
め
た

主
体
が
時
任
で
あ
る
。
か
れ
は

「古
川
内
」
を
は
じ
め
、
そ
の
他
青
蓮
寺
や
下

名
張
に
い
た
る
ま
で
の
広
範
囲
に
亘
っ
て
河
東
公
領
部
の
状
況
を
俯
敵
す
る

こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ

っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
被
害
状
況
を

整
理
し
て
本
寺

へ
報
告
し
た
前
掲
〔
Ａ
〕
の
文
書
も
差
出
人
が
庄
子
等
と
の
み

あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
出
作
地
帯
全
体
を
み
る
こ
と
の
で
き
た
時
任
ら
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。

つ
ぎ
に
、
や
は
り
②
で
考
え
て
お
き
た

い
こ
と
は
、
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
た
時
間
の
推
移
と
そ
れ
に
伴
う
事
態
の
変

化
の
正
確
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
〔
Ａ
〕
で
は

一
言
も
及
ん
で
い
な
い

「古

川
内
」
と
い
う
き
わ
め
て
具
体
的
な
被
害
の
場
の
特
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
、
こ
の
こ
と
は
時
任
が
、
政
頼
、
延
時
と
同
じ
く

「古
川
内
住
宅
」
に

活
動
の
足
場
を
設
け
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

要
す
る
に
、
②
で
は
時
任
が
河
東
公
領
部
全
体
と
「古
川
内
住
宅
」
に
結
び

つ

い
て
お
り
、
そ
こ
に
②
に
お
け
る
か
れ
の
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③
に
よ
れ
ば
、
時
任
は
国
衛
公
田
を
請
け
作
す
る
十
五
人
の
田
堵
の
う
ち

の

一
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
国
衛
の
東
大
寺

へ
下
行
す
べ
き
封
米

（天
喜

四

・
五
両
年
分
百
九
十
六
石
五
斗

一
升
五
合
）
の
う
ち
時
任
は

五

石

五

斗

（
正
米
五
石
、
交
米
五
斗
）
を
負
担
し
て
い
る
。
当
時
の
出
作
田
堵
の
生
産

活
動
は
公
田
に
対
し
て

「去
春
申
請
之
由
、
蒙
仰
、
即
以
下
可
令
耕
作
」
と

い
う
形
式
を
ふ
ん
だ

一
年
ご
と
の
有
期
的
請
作
を
内
容
と
し
た
も
の
で
、
請

作
者
と
し
て
の
か
れ
の
地
位
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ

っ
た
と
云
わ

（∞
）

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
荒
廃
し
た
名
張
郡
で
は
国
衛
か
ら

「新
従
境
越
来
開

発
常
荒
之
輩
」
（
＝
出
作
田
堵
）
に
対
し
て
、
「
令
免
除
雑
役
、
至
千
当
土
之

人
民
者
、
敢
不
有
免
限
」
と
い
う
公
民
に
比

べ
て
有
利
な
立
場
が
与
え
ら
れ

て
お
り
、
出
作
田
堵
の
請
作
活
動
は
、
開
発
に
と
も
な
う
公
田
の
事
実
的
支

配
と
半
ば
恒
常
化
し
た
耕
営
権
の
確
立
を
容
易
に
し
、
ひ
い
て
は
土
地
所
有

の
実
現

へ
向
て
そ
の
質
的
前
進
を
う
な
が
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
方
向

へ
の
作
用
の
評
価
は
、
公
田
開
発
と
黒
田
荘
拡
張
の
基
底
的
運
動
力
を
み
る

（
７２
）

さ
い
に
大
切
な
視
点
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
時
任

が
公
田
の
田
堵
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
存
在
が
公
民
の
寄
人
化
と
と
も
に
、

寺
領
拡
張
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
①
②
③
か
ら
時
任
の
大
体
の
存
在
形
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
今
度
は
、
時
任
の
各
存
在
形
態
が
ど
の
よ
う
な
連
関
を
も

つ
も
の
か
、

①
ｌ
③
ま
で
を
結
ぶ
連
関
の
線
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
れ
の
活
動
形

態
を
の
ぞ
き
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
①
の
時
任
が
そ
の
な
か
に
詰
め
て
い
た

「荘
屋
」
な
る
施
設

に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
た
い
。
本
来

「荘
」
と
い
う
の
は
建
造
物
を
さ
す
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言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
倉
庫
あ
る
い
は
家
屋
を
中
心
と
す
る
若
千
の

園
地
を
含
む
敷
地
の

一
区
画
を
さ
す
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
荘
園
は
ま
ず
経
営
の
た
め
の
建
物
施
設
を
核
と
し
て
発
展
し
た
も
の
と

も
云
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
黒
田
村
の

「荘
屋
」
も
黒
田
荘
の
形
成
に
あ

た
っ
て
相
当
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。

「古
川
」
の
公
郷
廿
五

・
六
町
を
東
大
寺
が
囲
い
込
ん
で
強
引
に

膀
示
を
打

っ
た
さ
い
。
官
使

。
在
庁
官
人

・
郡
司
ら
は
打
た
れ
た
膀
示
の
所

在
す
る
現
場
に
向
う
の
で
は
な
く
、
外
で
も
な
い
荘
屋

へ
直
行
し
た
。
こ
の

こ
と
は
荘
屋
の
古
川
に
対
す
る
か
か
わ
り
か
た
と
そ
こ
に
及
ぼ
し
て
い
る
重

要
な
る
役
割
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
荘
屋
で
は
、
本
寺
か
ら
の
僧
侶
が
直

接
下
向
し
て
き
て
、
荘
園
の
経
営
と
管
理
に
あ
た

っ
て
い
た
。
執
務
す
る
荘

官
の
多
く
が
、
そ
の
は
じ
め
僧
侶
で
し
め
ら
れ
て
い
る
の
は
初
期
の
荘
園
の

一
般
的
傾
向
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
黒
田
荘
に
お
け
る
僧
侶
の
存

在
も
充
分
に
注
意
を
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
六
三
代
東
大
寺
別
当

済
慶
の
と
き
、
上
座
に
列
し
た
念
秀
は

「相
構

公
私
、

板
蝿
御

柚

（黒
田

（
７５
）

荘
）
成
永
代
費
也
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
黒
田
荘
経
営
に
敏
腕
を
振

っ
た
人

物
で
あ
る
が
、
こ
の
男
は
藤
原
実
遠
の
所
領
を
買
収
し
た
さ
い
に

「預
物
」

と
し
て
保
持
し
て
い
た
米
穀
の
う
ち
百
斜
を
動
か
し
て
い
る
。
彼
の
莫
大
な

動
産

（
＝

「預
物
」
）
は

荘
経
営
を

預
る
者
の
執
務
す
る
荘
屋
に
保
管
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
は
す
ま
い
か
。

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
時
任
の
活
動
形
態
は
黒
田
村
の
荘
屋
を
本
拠

と
し
、

「古
川
内
住
宅
」
と
の
間
を
往
復
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
寺
僧
荘
預

の
動
産
と
結
び

つ
き
、
そ
う
し
て
河
東
部
の
川
成
荒
野

（
＝
古
川
）
を
桑
田

に
変
え
、
さ
ら
に
公
田
の
請
作
を
実
現
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
如
上
の
推
測
を
も

っ
て
、
さ
き
の
①
②
③
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
時
任

の
姿
は
全
体
と
し
て
統

一
さ
れ
、　
一
箇
の
歴
史
的
な
個
性
が
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

ｂ

「狼
戻
犯
過
」
の
輩

ａ
で
時
任
の
性
格
を
分
析
し
た
さ
い
、
①
の
史
料
で
彼
が

「濫
行
不
善
」

な
る

一
一
世
紀
の
時
代
的
精
神
を
象
徴
す
る
言
葉
と
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
の
有

つ
意
味
を
も
う

少
し
詳
し

く
み
た

天
喜
四
年
に
国
司
小
野
守
経
は
東
大
寺
別
当
覚
源
に
板
蝿
柚

（黒
日
荘
）

の
こ
と
に
つ
い
て
書
状
を
送

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
左
掲
の
個
所
は
た
い

へ
ん
お
も
し
ろ
い
内
容
を
も

っ
て
い
る
。

〔
Ｃ
〕

去
春
申
請
之
由
、
蒙
仰
、
即
以
下
可
令
耕
作
之
事
、
其
後
本
習
猶

不
変
、　
恣
苅
取
入
籠
柚
内
不
相

遇

国

使
…
…
費
者
耕
作
公
田
之

輩
、
進
先
可
弁
申
官
物
也
、
而
件
柚

（板
蝿
柚
）
内
或
狼
戻
犯
過

餘
、
従
隣
國
之
輩
也
、
或
致
公
田
官
物
之
催
者
適
遣
彼
柚
郡
司
、

書
生
等
、
称
欲
射
打
不
通
、
是
多
者
如
此
犯
過
類
隠
居
之
地
、
又

（
７７
）

為
公
民
負
累
官
物
、
避
隠
謀
計
也

守
経
は
、
板
蝿
柚
か
ら
川
を
渡

っ
て
公
田
を

耕
作

す

る
輩

（
＝
田
堵
）
が
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「狼
戻
犯
過
」
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

「
隣
国
よ
り
の
輩
」
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
柚
の
地
が

「犯
過
の
類
が
隠
居
す
る
地
」
で
あ
り
、

そ
こ
へ
は
官
物
を
滞
納
し
た
公
民
が
逃
げ
込
ん
で
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

守
経
の
こ
の
発
言
は
重
視
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
し
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
意
味

と
内
容
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
、
「狼
戻
犯
過
」
「犯
過
の
類
」
の

「称
欲
射
打
不
通
」
と
い

う
行
為
は
、
天
喜
元
年
に
時
任
ら
が
行

っ
た
国
使
役
人

へ
の
武
力
攻
撃
な
ら

び
に
天
喜
三
年
北
伊
賀
輌
田
村
で
の
国
司
襲
撃
と
そ
の
質
に
お
い
て
完
全
に

符
合
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
〔
Ｃ
〕
の
叙
述
自
体
、
守
経
が
天
喜
元
年

・
三
年

の
両
事
件
を
想
起
し
、
こ
れ
を

一
般
的
に
し
た
が

っ
て
本
質
的
に
論
し
た
も

の
と
云
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
天
喜
元

・
三
年
の
事
件
に
み
ら
れ
た
つ
ぎ

の
事
実
は

「狼
戻
犯
過
」
と
し
て
の
田
堵

（
…
…
時
任
を
含
む

「耕
作
公
田

之
輩
」
）
の
具
体
的
姿
態
を
街
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
田
堵

・
負
名
ら
が
大
量
の
武
器

（
弓
箭
）
を
携
行
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
突
然
の
攻
撃
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
官
使
山
重
成
は

馬
の
鞍
に
矢
を
射
た
て
ら
れ
、
紀
安
武
は
狩
衣
の
袖
に
矢
を
つ
ら
ぬ
か
れ
て

い
る
。
ま
た
北
伊
賀
輌
田
村

へ
向

っ
た
国
司
の

一
団
は

「負
名
輩
」
に
よ
る

「雨
脚
」
の
ご
と
き
矢
を
射
か
け
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
手
に
手
に
武
器
を
携

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
つ
め
の
事
実
は
彼
ら
田
堵
負
名
が
攻
撃
に
さ
い
し

て
山
中
で

「群
党
」
を
成
し
、
あ
る
い
は

「軍
陣
」
を
結
び
天
に
も
響
く
叫

喚
を
あ
げ
、
い
ま
だ
こ
の
よ
う
な
声
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
文
官
貴
族
の
国

司
は
、
ほ
と
ん
ど
死
を
仰
が
ん
ば
か
り
で
あ

っ
た
と
い
う
。

彼

ら

は

密
集

し
、
戦
闘
隊
型
を
つ
く
り
関
を
揚
げ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
復
た
史
料
〔
Ｃ
〕
に
も
ど

っ
て
、
こ
う
し
た

「狼
戻
犯
過
」
の
田
堵

ら
が

「隣
国
よ
り
の
輩
な
り
」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
を
注
目
し
た
い
。
か
れ

ら
は
隣
国
か
ら
や

っ
て
き
て
、
公
田
を
耕
作

（請
作
）
す
る

一
方
、

「所
作

公
田
官
物
」
を
遁
避
す
る
た
め
に

「隣
国

へ
去
り
、
或
は
山
林
に
隠
れ
」
た

（
８０
）

り
し
て
い
る
。
あ
る
い
は

「山
林
を
も

っ
て
宅
と
な
し
、
或
は
隣
国

へ
逃
散
」

す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
田
堵
ら
は
明
ら
か
に
国
境
地
帯
を
縦
横
に
動
き

ま
わ
り
、
山
林
を
ね
ぐ
ら
と
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
所
を
え
ぬ
浮
動
的
な

人
間
集
団
と
し
て
み
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

以
上
で

「耕
作
公
田
之
輩
」

（
＝
田
堵
）
を
た
ん
な
る
農
業
労
働
者
と
み

　

６３

る
こ
と
が
不
充
分
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
中
世
的

・
村
落
的
社
会
基
盤
を
構
　
　
一

成
す
る
農
民

一
般
と
み
る
こ
と
が
誤
り
で
す
ら
あ
る
こ
と
が

一
応
明
ら
か
と

な

っ
だ
。　
一
〇

。
一
一
世
紀
の
畿
内
近
国
の
農
村
に
あ
ら
わ
れ
た

「不
善
之

輩
」
と
し
て
の
要
素
と
、
荘
経
営
に
投
下
さ
れ
た
雇
傭
労
働
力

と

し

て

の

「浪
人
」
「寄
作
人
」
た
る
の
要
素
を
併
せ
有

つ
存
在
で
あ
り
、　
か
か
る
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
も

っ
と
も
実
相
に
近
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

る

。
‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８２

「不
善
之
輩
」
は
河
音
能
平
氏
の
研
究
に

）よ
れ
ば
、　
一
〇

。
一
一
世
紀
に

農
村
有
力
者
同
士
の
対
立
抗
争
を
暴
力
的
に
解
決
す

る

一
つ
の
手

段
と
し

て
、　
一
定
の
社
会
的
役
割
を
に
な

っ
て
登
場
し
た
。
そ
れ
は
当
時
の
農
村
有



力
者
が
自
ら
の

「私
宅
」
を
守
り
、
あ
る
い
は
他
の

「私
宅
」
を
攻
撃
す
る

た
め
に
特
殊
な
武
力
を

必
要
と
す

る
と
き
に
そ
の
中
核
を
構
成
す
る

「同

類
」
の
構
成
者
に
加
え
て
、
そ
れ
を
助
け
る
本
格
的
戦
闘
員
と
し
て
雇
用
さ

れ
る
べ
く
、
社
会
的
に
準
備
さ
れ
た
備

兵

で

あ

っ
た

と
い
う
。　
一
方

「浪

（
８３
）

人
」
は
、
村
井
康
彦
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
墾
田
地
系
荘
園
の
主
要
な
労
働

力
で
、
荘
園
主
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
①
耕
作
者
は
荘
内
に
居
住
し
て
い

な
い
か
、
た
と
え
居
住
し
て
い
て
も
本
貫
は
荘
外
に
あ
る
、
②
そ
れ
ゆ
え
身

分
的
に
も
専
属
農
民
で
は
な
い
。
③
耕
作
関
係
は
請
作
で
あ
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。
荘
園
の
開
発
に
浪
人
が
関
係
し
た
史
料
は
平

安
時
代
を
通
じ
て
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
数
あ
る
事
例
の
な
か

で
、

ａ
で
み
た
物
部
時
任
と
ど
こ
か

一
脈
通
じ
そ
う
な
東
大
寺
領
越
後
国
石

井
荘
の
日
堵
古
志
得
延
と

「浪
人
」
招
き
寄
せ
の
事
例
は
、
興
味
が
も
た
れ

盆
）

る
。
荘
司
兼
算
が
隣
国
信
濃
国
か
ら
浪
人
を
集
め
て
荒
野
を
開
発

し

た

と

き
、
隣
郷
よ
り
来
荘
し
た
古
志
得
延
な
る
人
物
は
荘
司
に
名
簿
を
捧
げ
て
田

堵
と
な
り
、
自
分
で
浪
人
を
集
め
て
料
を
与
え
二
十
余
町
を
開
発
し
た
と
い

う
。こ

う
し
た

「
不
善
之
輩
」
と

「浪
人
」
の
特
徴
を
み
た
う
え
で
、
板
蝿
柚

に
お
け
る

「耕
作
公
田
之
輩
」
を
み
る
と
、
こ
の
者
ら
が
東
大
寺
に
よ

っ
て

あ
る
場
合
は
傭
兵
と
し
て
雇
仕
さ
れ
、
日
常
的
生
活
に
お

い

て

は
、

「浪

人
」

「寄
作
人
」
と
し
て
雇
用
さ
れ
、
荘
田
の
経
営
と
川
向
う

「古
川
」
川

成
の
荒
地
開
発
に
あ
た
る
べ
く
、
荘
屋
の
種
子
農
料
を
介
し
て
労
働
編
成
を

う
け
た
も
の
と
想
像
す
る
わ
け
で
あ
る
。

「別
当
律
師

（有
慶
）
の
仰
」
と

称
し
て
国
司
に
箭
を
射
か
け
る
輌
田
村
負
名
は
、

「便
所
召
雇
来
」
る
東
大

（
８５
）

寺
の
経
営
方
式
の
も
と
に
あ

っ
た
。
有
慶
の

「教
誨
」
を
得
て
官
物
弁
済
を

遁
避
し
、
隣
国

へ
邊
げ
去

っ
た
の
も
召
雇
さ
れ
た
負
名
田
堵
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、　
一
一
世
紀
中
葉
の
天
喜
事
件
の
背
後
に
は
、
東
大
寺
に
よ

る

「浪
人
」
の
召
雇
と
彼
ら
の

か
な
り

計
画
的
な
宇
陀

。
名
張
川
徒
渉
、

「古
川
内
」
開
発
が
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
密
接
な
関
係
で
も

っ
て
、

東
大
寺
が

「浪
人
」
を
武
装
・構
成
・編
制
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
柚
を

「犯
過

類
隠
居
之
地
」
と
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
東
大
寺
は
出
作
す
る
田

堵
を

「柚
工
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は

「寺
役
勤
仕
」

（材
木
調
進
）
　

　

一

を
す
る
柚
工
の
食
料
確
保
を
出
作
の
名
目
的
理
由
と
す
る
都
合
上
の
偽
称
で
　
　
６４

あ

っ
て
、
実
態
は
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
　
　
一

以
後
、
東
大
寺
の
人
の
編
成
方
式
は
明
確
に
転
換
し
て
い
っ
た
。
″
契
約
″
と

″
雇
傭
″
に
よ
る
人
の
仕
用
は
、
人
が
定
着
し
、
農
民
的
成
長
を
と
げ
て
い

く
な
か
で
廃
棄
さ
れ
、
か
わ

っ
て
、
雑
役
の
勤
仕
を
な
か
だ
ち
と
す
る
編
成

（
８６
）

方
式
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
て

「
耕
作
公
田
之
輩
」
は

「寺

奴
」
と
呼
ば
れ
だ
す
よ
う
に
な

っ
た
。

「寺
奴
」
と
い
う
言
葉
が
史
料
に
現

（
８７
）

わ
れ
る
の
は
天
喜
事
件
の
約

一
〇
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
雑
役
免
の
農
民

を

「寺
奴
」
と
し
て
把
握
し
、

「寺
奴
」
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
介
し
て
、
東

大
寺
は
新
た
な
国
衛
と
の
矛
盾
に
臨
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。



む
す

び

天
喜
事
件
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
平
安
中
期
黒
田
荘
の
在
地
情
勢

に
つ
い
て
、
行
論
を
ま
と
め
て
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。

天
喜
年
間
に
あ
い
つ
い
で
伊
賀
国
に
入
部
し
た
国
司
藤
原
棟
方
、
小
野
守

経
は
、
荘
域
拡
大

。
公
田
籠
作
を
は
か
る
東
大
寺
と
執
拗
な
抗
争
を
く
り
ひ

ろ
げ
た
。
御
封
便
補
地
と
な
る
以
前
は
、
公
領
に
対
す
る
東
大
寺
の
侵
攻
は

強
引
な
河
東

へ
の
膀
示
打
ち
と
四
至
確
定
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
無
媒
介

的
官
物

・
公
事
の

「遁
避
」

「対
揮
」
が
こ
れ
に
随
伴

す

る

も

の
で
あ

っ

た
。小

野
守
経
が
と
っ
た
公
田
の
恢
復
策
は
、
東
大
寺
が
確
定
し
よ
う
と
す
る

東
限

（宇
陀

。
名
張
川
旧
河
道
）
の
膀
示
を
抜
き
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
荘

内
に
囲
い
込
ん
だ

「古
川
内
」
を
奪
回
し
、
こ
こ
に
つ
く
ら
れ
た
入
植
施
設

（
＝
住
宅
）
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

「古
川
内
」
は
河
道
が
洪
水
の
た
び
に
移
動
し
て

形
成

さ

れ

た

「誉
河

跡
」
と

「新
河
流
」
と
の
間
に
ひ
ろ
が
る
微
高
地
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
住
屋

と
桑
田

（
そ
の
他
菜
園

・
畠
地
も
含
む
で
あ
ろ
う
）
か
ら
構
成
さ
れ
た
∧
園

宅
地
∨
が
点
在
し
て
い
た
。

こ
の
∧
園
宅
地
∨
は
、
東
大
寺
が

「御
庄
工
夫
住
宅
」
と
云
い
、
も
と
も

と
民
姻
と
し
て
存
在
し
た
も
の
が
河
道
変
遷
に
よ

っ
て
流
さ
れ
た
た
め
に
、

残

っ
た
土
台
を
根
拠
に
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
だ
か
ら
∧
園

宅
地
∨
の
建
設
は
、
東
大
寺
に
と

っ
て
川
を
渡
渉
す
る
行

為

で

は
あ

っ
て

も
、
論
理
上
境
を
越
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
う
し
て
、
黒
田
荘
東
限
の
宇
陀
名
張
川
を
越
え
て
造

ら

れ

た
∧
園
宅

地
∨
は
東
大
寺
の
所
有
に
属
し
、
河
東
公
領
を
寺
領
と
す
る
た
め
の
橋
頭
堡

と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
な

っ
た
。
か
く
し
て
、
自
然
の
変
動
は
人
間
生
活

に
単
な
る
災
害
と
し
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
地
面

。
地
形
に
し
る
さ
れ

た
政
治
的
枠
組
み

（
＝
境
界
）
を
攪
乱
す
る
こ
と
と
な
り
、
東
大
寺
は
こ
れ

を
利
用
し
て
公
領

へ
の
侵
攻
を
は
か
る
の
で
あ
る
。

「古
川
内
住
宅
」
に
は
東
大
寺
系
田
堵
が
入

っ
て
お
り
、
こ
こ
を
活
動
拠

点
と
し
て
ひ
ろ
く
公
田
の
請
作
を
展
開
し
て
い
た
。
田
堵
の

一
人
で
あ
る
物
　
　
一

部
時
任
は
黒
田
村
荘
屋
の
種
子
農
料
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
古
川
内
住

　

６５

宅
」
を
足
場
と
す
る
公
田
請
作
活
動
を
な
し
え
て
い
た

も

の
と

推
測
さ
れ
　
　
一

る
。東

大
寺
系
田
堵
の
主
要
な
る
実
態
は

「柚
工
」
で
は
な
く
、
東
大
寺
僧
の

動
産
に
よ

っ
て
組
織
編
成
さ
れ
た

「
浮
浪
人
」
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
隣
国
か

ら
黒
田
荘
に
入

っ
て
来
て
、
そ
れ
か
ら
公
田
を
請
作
す
る
。
官
物
を
対
拝
し

て
、
再
び
隣
国

へ
逃
去

っ
た
り
、
武
装
し
て
国
衛
に
反
抗
す
る
存
在
で
あ

っ

た
。
天
喜
事
件
は
か
よ
う
な
人
間
集
団
を
指
導
、
教
唆
し
た
東
大
寺
に
よ

っ

て
お
こ
さ
れ
た
国
衛
と
の
抗
争
事
件
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



注
（
・・
）

（
ｏを）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
ｏ９）

（
９
）

（
１０
）

（
・．鳳
）

（
１２

）

（
１３

）

（
１４

）

戸
田
芳
実

「
黒
田
庄
に
お
け
る
寺
領
と
庄
民
―
―
庄
園
制
の
非
古
代
的
性
格

に
つ
い
て
―
―
」
『
日
本
史
研
究
』
三
〇
号
。

中
村
直
勝

「
伊
賀
国
黒
田
荘
」
『
荘
園
の
研
究
』
所
収
。

竹
内
理
三

「荘
の
発
展
と
荘
民
の
生
活
」
『
日
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
』

所
収
。

赤
松
俊
秀

「
柚
工
と
荘
園
」
『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
。

津
田
信
勝

「
平
安
中
期
に
お
け
る
農
民
闘
争
」
『
日
本
史
研
究
』

一
二
五
号
。

永
承
六
年
八
月
廿
二
日
国
符
に
大
介
と
し
て
藤
原
公
則
が
署
名
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と

（『
伊
賀
国
黒
田
荘
史
料
』
巻

一
・
三
六
号
文
書
、　
以
下

『
史

料
』

一
。
三
六
号
と
略
記
す
る
）
、
棟
方
の
国
司
着
任
は

こ
れ
よ
り
も
後
の
こ

と
と
な
る
。
ま
た
永
承
七
年
解
状
作
成
者
が
守
経
の

「前
司
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
永
承
七
年
ま
で
棟
方
が
着
任
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

天
喜
元
年
二
月
廿
七
日
官
宣
旨
案

三
國
地
志
巻

一
〇
五
、
『
史
料
』

一
四
〇

号
、注

（
７
）
に
同
じ
。

注

（
７
）
に
同
じ
。

注

（
７
）
に
同
じ
。

天
永
元
年
十
二
月
十
五
日
名
張
郡
郡
司
等
勘
注
案
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
八
十

五
、
『
史
料
』

一
。
一
二
七
号
。

注

（
７
）
に
同
じ
。

天
永
六
年
の
伊
賀
国
名
張
郡
郡
司
等
勘
注
∧
（注
Ｉ
）
∨
に

「
板
蝿
柚
」
の
名

称
を
使
用
し
て
い
る
の
が
確
め
ら
れ
る
。
な
お
、
黒
田
日
出
男

「荘
園
制
的
神

祇
支
配
と
神
人

・
寄
人
集
団
」
（『荘
園
制
社
会
と
身
分
構
造
』
所
収
）
を
参
照

せ
よ
。

永
久
二
年
八
月
廿
六
日
官
宣
旨
集
、
東
南
院
文
書
七
ノ
三
、
『
史
料
』

一
・

一
三
七
号
。

永
久
三
年
十
二
月
二
□
黒
田
柚
工
重
解
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
五

『
史
料
』

一

。
一
四
〇
号
。

久
安
五
六
月
十
三
日
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
東
大
寺
僧
覺
仁
重
問
注
記
、
京

都
大
学
所
蔵
東
大
寺
文
書
、
『
史
料
』
二
・
二
五
九
号
。

永
長
二
年
四
月
二
日
官
宣
旨
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
五
、
『
史
料
』

一
・
一
〇

七
号
。

安
元
元
年
十
二
月
日
東
大
寺
衆
徒
解
土
代
、
東
大
寺
文
書
四
ノ

一
、
『
史
料
』

二

・
三
四
八
号
。
建
仁
元
年
四
月
日
東
大
寺
僧
綱
等
解
案
、
百
巻
本
東
大
寺
文

書
九
十
二
巻
、
『
史
料
』
二
・
四
四
六
。
平
家
物
語
、
巻
五
奈
良
炎
上
、
「聖
武

皇
帝
哀
筆
の
御
記
文
に
は
、
我
寺
興
福
せ
ば
天
下
も
興
福
し
、
吾
寺
衰
微
せ
ば

天
下
も
衰
微
す
べ
し
と
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
」
と
あ
り
。

天
喜
四
年
二
月
廿
八
日
伊
賀
国
司
藤
宣
、
東
南
院
文
書
四
ノ
附
七
、
『史
料
』

一
・
五
二
号
。

天
喜
元
年
八
月
廿
六
日
　
官
宣
旨
案
、
東
大
寺
文
書

四
ノ
一
、
『
史
料
』

一

四
二
号
。

・　
赤
松
俊
秀
、
前
掲
注

（
４
）
論
文
。

・　
一昌
森
盛

一
『
黒
田
庄
誌
』
七
四
頁
。

・　
注

（
２０
）
に
同
じ
。

・　
注

（
２０
）
に
同
じ
。

・　
天
喜
二
年
六
月
五
日
東
大
寺
申
状
案
、　
三
國
地
志
巻

一
〇
五
、
『
史
料
』

一

・
四
三
号
。

「
長
元
之
比
新
官
符
」
は
天
永
元
年
十
二
月
十
三
日
名
張
郡
郡
司

等
勘
注
案
に
み
え
る
長
元
七
年
七
月
十
六
日
官
符
か
。

・　
天
喜
元
年
八
月
廿
六
日
、
官
宣
旨
案
、
東
大
寺

文
書
四
ノ

一
、
『
史
料
』

一

・
四

一
号
。

・　
天
喜
二
年
七
月
廿
五
日
官
宣
旨
案
、
黒
田
大
久
馬
氏
所
蔵
文
書
、
『
史
科
』
一

（
１５

）

（
１６

）

（
１７

）

（
１８

）

（
１９

）

（
２０

）

（
２１

）

（
２２

）

（
２３

）

（
一″一）

（
∝ω）

（
２６

）

（
２７

）
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四
四
号
。

（
２８
）

注

（
２５
）
に
同
じ
。

（
２９
）

東
大
寺
は
こ
の
こ
と
を

「止
彼
此
愁
、
為
寺
家
領
、
奉
免
」
さ
れ
た
も
の
と

述
べ
て
い
る

（天
喜
二

・
六

・
五
東
大
寺
申
状
案

『
史
料
』

一
・
四
三
号
）
。

（
３０
）

天
喜
二
年
七
月
廿
五
日
官
宣
旨
案
黒
田
大
久
馬

氏

所
蔵
文
書
、
『
史
料
』

一

。
四
四
号
。

（
３１
）

注

（
２９
）
に
同
じ

（
３２
）

竹
内
理
三

「武
士
の
登
場
」
『
日
本
の
歴
史
』
中
央
公
論

（
３３
）

尊
卑
分
脈
に
よ
る
と
斉
慶
と
有
慶
は

「或
本
貞
順

（
有
国
息
貞
嗣
の
こ
と
）

兄
弟
、
号
東
南
院
」
の
注
あ
り
。
有
国
は
宮
中
に
て
蔵
人
頭
を
つ
と
め
、
従
三

位
に
ま
で
い
た
っ
た
人
物
。

（
３４
）

東
南
院
務
次
第

（大
日
本
仏
教
全
書

一
三
二
冊
）
。

（
３５
）

竹
内
理
三
前
掲
書
。

（
３６
）

注

（
２５
）
に
同
じ
。

（
３７
）

注

（
２７
）
に
同
じ
。

（
３８
）

天
喜
三
年
十
月
九
日
伊
賀
守
小
野
守
経
請
文
東
大
寺
文
書
四
ノ
八
、
『
史
料

』

一
・
四
六
号
。
な
お
、
以
下
の
行
論
に
し
ば
し
ば
必
要
と
な
る
文
書
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
に
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

○
伊
賀
守
小
野
守
経
請
文
Ю
暉
秋
峙
文

「天
喜
三
以
後
」
「雑
文
書
」
「東
大
寺
」
「
玉
瀧
柚
」

謹
請御

教
書
事

右
、
今
月
五
日
御
教
書
同
八
日
到
末
、
謹
所
請
如
件
、
恐
戦
恐
戦
、
抑
所
被
仰
下
寺

家
御
封
柚
人
等
事
、
然
者
下
賜
御
使
可
令
言
上
案
内
候
、
且
大
暑
陳
含
此
御
使
畢
、

但
雖
同
解
状
旨
、
営
國
所
在
柚
三
箇
所
候
、
東
大
寺
黒
田

・
玉
瀧
、
又
修
理
職
高
様

等
也
、
然
件
柚
等
縁
邊
郷
邑
之
住
人
等
、
雖
各
権
柚
人
構
号
、
賓
是
境
内
之
州
民

也
、
其
耕
作
田
畠
皆
悉
公
地
之
上
、
篤
私
人
之
博
領
、
自
風
聞
候
欺
、
加
之
彼
玉
瀧

柚
脚
井
輌
田

・
湯
船
等
邑
住
人
、
便
所
召
雇
末
也
、
其
委
趣
、
或
見
人
領
之
券
記
、

或
承
古
老
之
談
話
、
愛
黒
田

・
玉
瀧
等
村
間
作
田
見
作
去
年
所
営
官
物
二
千
餘
解
、

都
其
丼
不
候
、
何
者
前
別
富
律
師
依
黒
田
柚
非
理
膀
示
之
事
、
被
行
左
道
之
上
、
被

邊
住
人
等
篤
其
習
、
恣
苅
取
公
田
、
連
夜
籠
柚
、
欲
射
害
國
使
、
近
則
去
年
夏
國
司

入
部
之
日
、

朝
威
之
基
、

可
丼
申
毎
年
所
営
三
百
石
御
封
者
、
任
例
令
切
進
黒
田
柚
邊
之
虎
、
既
不
被
請
納
、

彼
示
云
、
玉
瀧
等
住
民
所
可
切
進
者
、
須
任
命
旨
、
成
進
國
符
也
、
而
黒
田
柚
人
篤

（被
力
）

本
脅
之
上
、
如
此
彼
行
濫
行
之
間
、
彼
在
郡
既
損
亡
、
働
以
残
民
姻
之
排
、
切
進
件

柚
之
日
、
韓
可
丼
済
玉
瀧
方
官
物
之
内
者
、
事
既
依
縦
横
、
暫
猶
豫
之
間
、
忽
被
成

盆
怒
、
凡
被
加
制
止
於
柚
邊
住
人
所
云
、
所
作
公
田
官
物
―
更
両
方
之
柚
人
等
不
可

國
納
者
、
随
其
教
誨
有
民
庶
之
野
心
、
禰
遁
避
篤
宗
、
或
去
隣
國
或
隠
山
林
、
然
排

済
永
絶
、
及
今
年
正
月
中
旬
之
比
、
先
罷
赴
輌
田
村
、
令
尋
召
負
名
輩
之
庭
、
各
開

柴
戸
無
見
爽
者
、
須
実
之
際
、
國
司
随
身
牛
馬
三
疋
頭
、
従
山
中
成
群
掌
巳
追
取
、

又
放
火
於
舎
屋
欲
負
國
司
、
従
國
司
以
非
検
、
雖
其
務
不
尋
常
、
境
内
掬

一
事
己
上

簸
符
状
、
富
時
非
不
其
謂
候
、
何
況
馬
宗
之
過
不
候
之
故
也
、
恭
賜
恩
推
、
伏
所
仰

也
、
但
其
後
篤
雪
朝
恥
、
以
二
月
三
日
罷
向
同
濫
地
、
是
依
承
米
穀
牛
馬
等
山
中
積

置
之
由
之
、
随
令
捜
観
之
虎
、
人
物
制
跡
、
併
欲
罷
婦
之
間
、
山
中
結
軍
陣
、
叫
聾

響
天
、
未
聞
習
如
此
聟
文
士
之
身
、
殆
可
仰
死
候
、
然
而
誇
愚
心
於
王
化
、
令
相
問

由
緒
之
鹿
、
申
云
、
別
富
律
師
仰

一
、
雖
國
司
、
況
於
使
者
哉
、
若
入
来
者
可
放

一

箭
者
、
忽
然
徒
東
西
山
中
流
矢
如
雨
脚
、
愛
拾
取
続
身
之
失
丼
被
疵
所
徒
相
中
矢
許

（
歎
力
）

十
九
隻
、
罷
逃
了
、
是
無
過
怠
、
故
、
天
道
守
宮
神
所
令
然
次
、
の
去
春
印
注
載
由

雖
令
上
奏
公
底
、
裁
定
遅
鈍
、
更
抱
愁
之
虎
、
去
五
月
上
旬
之
比
、
篤
彼
日
證
人
、

在
麻
官
人
等
可
召
進
之
由
、
検
非
違
使
朦
使
苛
酷
、
宛
如
罪
科
、
輩
、
先
後
不
得
其

心
、
是
多
者
私
曲
、
所
致
也
、
狼
戻
狭
少
亡
國
、
上
、
篤
非
人
之
長
吏
欺
、
然
過
農

賞
、
造
築
新
楯
等
、
嚢
向
数
十
軍
洵
、
是
篤
損

、
彼
比
詣
別
営
房
雖
陳
申
、
更
不
被
承
引
、
偏
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節
之
間
、
同
六
月
中
旬
、
差
定
朦
官
七
人
、
令
喚
應
其
召
了
後
、
封
決
室
途
数
月
、

綾
被
問
畢
藤
官
、
又
被
召
問
彼
柚
方
者
五
六
人
之
程
、

俄
依
犯
人
山
村

頼

正
追
捕

事
、
官
人
等
各
分
散
、
去
月
中
旬
婦
京
云
云
、
在
藤
者
等
徒
経
過
百
餘
日
、
還
被
陵

抱
理
之
國
司
方
、
加
之
被
書
之
中
、
推
間
之
間
、
猪
久
景
雖
指
言
失
不
候
、
被
禁
獄

所
、
同
及
数
月
、
雖
言
上
憚
候
、
柚
人
等
被
陳
徒
横
多
端
云
云
Ｔ

ヽ然
獅
無
其
咎
、
又

往
反
上
下
任
意
者
、
政
理
之
法
、
宜
可
然
哉
、
唯
私
由
労
現
而
已
、
色
及
涜
季
、
不

可
被
損
朝
威
、
若
師
子
之
中
虫
馨
欺
、
但
先
恭
被
仰
下
此
由
、
前
後
本
懐
相
叶
、
以

（
マ

ヽ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ

ヽ
）

是
僅
存

一
掌
、
然
者
早
彼
別
富
宣
由
、
謹
承
之
、
早
被
上
遣
柚
残
住
人
者
、
尤
可
宜

候
、
今
懸
彼
不
問
了
、
亡
弊
無
人
國
、
避
遁
馬
藤
官
者
、
室
康
京
洛
、
須
如
税
一押
一一｝ロ

上
、
早
参
上
候
、
而
近
日
営
任
橡
狛
篤
頼
被
射
害
、
舘
下
雑
人
宿
屋
被
放
火
、
事
掻

之
際
、
暫
以
遅
怠
、
恐
燿
岡
彊
、
且
此
旨
示
含
御
使
檜
又
了
、
宜
以
此
由
、
被
言
上

者
、
謹
所
仰
也
、
守
経
誠
慢
誠
恐
謹
言
、

天
喜
三
年
十
月
九
日
　
　
　
伊
賀
守
小
野
守
経

進

上

　

御

房

行
事
供
奉
達

御
中

（
３９
）

天
喜
三
年
十
二
月
十

一
日
黒
田
荘
出
作
田
損
亡
日
記
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
四

十
六
、
史
料

一
・
四
八
号
。
天
喜
四
年
二
月
廿
七
日
黒
田
荘
工
夫
等
解
、
佐
々

木
信
綱
氏
所
蔵
文
書

『
史
料
』

一
・
五

一
号
。
全
文
は
本
稿
Ｏ
Ｉ
に
掲
載
。

（
４０
）

史
料
中
の

「
那
本
捨
」
は

「薙
捨
」
と
書
く
の
が
正
し
く
、

「
薙
ぐ
」
と
は

『
日
葡
辞
書
』
（
離
跡
鰍
姓
一機
酬
読
店。帳
）
に
よ
る
と
、
薙
刀
、
鎌
な
ど
で
横
ざ
ま
に

切
る
を
意
と
し
、
薙

ｏ
房
‥
ｏ
日
∞
Ｆ

Ｆ
す
８
ｏ
●
“
”
●
（草
を
薙
ぐ
、　
ま
た

は
稲
を
薙
ぐ
）
と
い
う
用
例
を
も
っ
て

「
草
あ
る
い
は
稲
な
ど
を
刈

っ
て
、
そ

れ
を
田
畑
に
横
た
え
て
置
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「薙
捨
」
と

は
、
稲
を
横
ざ
ま
に
刈
り
田
畑
に
放
置
し
て
お
く
行
為
と
解
さ
れ
る
。

（
４１
）

天
喜
四
年
間
二
月
廿
六
日
官
宣
旨
案
、
東
南
院
文
書
七
ノ
七
、
『
史
料
』

一
．

五
四
号
。

（
セ
）

小
山
靖
憲

「
荘
園
制
形
成
期
の
領
主
と
農
民
」

（稲
垣
泰
彦
編

『
荘
園
の
世

界
』
東
京
大
学
出
版
会
）
。

（
４３
）

〔
Ａ
〕
に
よ
れ
ば
、
守
経
の
攻
撃
を
受
け
た

「出
作
」
に
青
蓮
寺
な
ど
の
宇
陀

‥
名
張
川
よ
り
も
は
る
か
東
方
、
名
張
公
領
の
東
部
奥
地
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
国
司
軍
兵
の
攻
撃
の
的
と
さ
れ
た
の
は

「
柚
工
」
と
自
ら
の
身
分
を

偽
り
、
公
田
を

「
出
作
」
と
称
し
て
、
東
大
寺
と
気
脈
を
通
じ
る
平
民
公
田
の

負
名
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

一
般
に
重
視
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る

（小
山
靖
憲
前
掲
書
）
。
け
れ
ど
も
、
東
大
寺
の
公
領
侵
攻

を
考
え

る
場
合
、
公
民
の
寄
人
化
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
河
西
か
ら
の
文

字
通
り
の
出
作
の
展
開
が
は
じ
め
の
筋
道
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
、
三
地
域
の
占
め
る
意
味
は
や
は
り
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
４４
）

富
森
盛

一
前
掲
書

一
九
四
頁
。

（
４５
）

本
校
社
会
科
講
師

（地
理
）
米
澤
宏
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
。

（
４６
）

大
治
五
年
六
月
十
日
東
大
寺
牒
内

閣
文
庫
所
蔵

伊
賀
國
古
文
書

『
史
料
』

一
・
二

一
二
号
。

（
４７
）

大
治
四
年
十

一
月
廿

一
日
東
大
寺
所
司
解
、
平
岡
定
海
氏
所
蔵
文
書

『
史
料
』

一
・
二
〇
七
号
。

（
４８
）

注

（
４６
）
に
同
じ
。

（
４９
）

大
治
四
年
十
二
月
二
日
明
法
家
勘
文
案
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
七
、
内
閣
文
庫

所
蔵
伊
賀
國
古
文
書

『
史
料
』

一
。
二
〇
八
号
。

（
５０
）

注

（
４９
）
に
同
じ
。

（
５１
）

長
久
二
年
参
月
伍
日
　
藤
原
実
遠
公
験
紛
失
状
に

「件
所
荒
野
之
地
者
、
條

理
坪
付
惟
不
注
進
」
の
文
言
あ
り
。
義
江
彰
夫
氏

（「
『保
』
の
形
成
と
そ
の
特

質
」
『
北
大
文
学
部
紀
要
』
二
十
二
ノ

一
）
は
こ
の
文
言
に
注
目
さ
れ
、
実
達

の
名
張
郡
所
領
の
四
至
記
載
方
式
は
土
地
の
荒
廃
化
し
た
が
故
の
記
載
方
式
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

（黒
田
日
出
男

「藤
原
実
達
ノ
ー
ト
」

「
続
荘
園
制
と
武
家
社
会
』）
が
、
こ
の
荒
廃
の
原
因
を
経
営
方
式
の
破
綻
に
加
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（
５２
）

（
５３
）

（
５４
）

（
５５

）

（
５６

）

（
５７
）

（
５８

）

（
５９

）

（
６０
）

（
６１

）

（
６２

）
え
て
、
川
の
洪
水
、
乱
流
に
求
め
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
。

米
沢
盆
地
の
松
川
は
下
流
部
の
勾
配
が
小
さ
く
は
げ
し
く
蛇
行
し
て
い
た
た

め
常
習
的
な
洪
水
の
は
ん
ら
ん
地
帯
で
、
こ
の
は
ん
ら
ん
地
帯
に
は
、
か
つ
て

自
然
堤
防
が
広
く
発
達
し
、
そ
こ
は
桑
園
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

（
小
出

博

『
日
本
の
河
川
』
東
京
大
学
出
版
会
、
五
八
頁
）
。

田
令
第
九
桑
漆
条
参
看
せ
よ
。
調
絹
絶
糸
や
調
副
物
の
漆
な
ど
中
央

へ
の
貢

上
品
と
の
関
連
で
、
戸
の
桑
漆
栽
培
が
義
務
づ
け
ら
れ

た

（『
律
令
』
日
本
思

想
大
系
）
。

保
安
五
年
二
月
廿
九
日
黒
田
荘
司
等
解
、
中
村
雅
真
氏
所
蔵
文
書

『
史
料
』

一
・
一
九
四
号
。

注

（
４６
）
に
同
じ
。

大
治
四
年
十

一
月
廿

一
日
東
大
寺
所
司
解
、
平
岡
定
海
氏
所
蔵
文
書

『
史
料
』

一
。
二
〇
七
号
。

『
律
令
』
日
本
思
想
大
系
。

保
安
二
年
間
五
月
日
東
大
寺
三
綱
陳
状
土
代
案
、
東
大
寺
文
書
四
ノ

一
『
史

料
』

一
。
一
四
八
号
。

「
御
寺
所
領
黒
田

・
玉
瀧
両
柚
、
如
博
承
者
、
従
敷
代

以
降
、
雇
其
脚
公

民
、
号
彼
柚
人
、
耕
作
之
田
畠
、
皆
悉
公
地
候
」

（
天
喜
二
年
九
月
八
日
伊
賀

守
小
野
守
経
書
状

『史
料
』
四
五
号
）
と
あ
る
よ
う
に
、
公
民
あ
る
い
は
後
述

の
浪
人
を
編
成
し
て
の
雇
傭
労
働
力
は
寺
領
経
営
に
か
な
り
大
き
な
位
置
を
占

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

天
養
元
年
十
月
廿
日
鳥
羽
院
藤
下
文
案
、
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
十
八
、

『
史
料
』

一
。
二
五

一
号
。

石
母
田
正

『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
戸
田
芳
実

『
日
本

領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
黒
田
日
出
男
前
掲
論
文
。

注

（
５１
）
文
書
に
同
じ
。

治
暦
二
年
二
月
十

一
日
大
僧
都
有
慶
下
文
案
、
東
大
寺
文
書
ニ
ノ
四
、

『
史

料
』

一
・
六
六
号
。

平
安
遺
文
三
九
九
九
号
。

黒
田
日
出
男
前
掲
注

（
１３
）
論
文
を
参
照
さ
れ
た
し
。

注

（
２０
）
に
同
じ
。

東
南
院
文
書
ニ
ノ
一
、
『
史
料
』

一
・
六

一
号
。

久
富
は
黒
田

。
大
屋
戸
両
村
に
四
八
町
七
段
三
百
歩
を
請
作
し
、
官
物
弁
進

を
国
司
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と

（
天
喜
三
年
十
二
月
九
日
伊
賀

国
司
藤
宣
、
百
巻
本
東
大
寺
文
書
四
十
四
巻
、
『
史
料
』
一
・
四
七
号
）
、
彼
が
川

西
部
に
お
い
て
も
か
な
り
大
規
模
な
耕
営
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど

も
②
の
論
旨
は
四
八
号
文
書
と
関
連
し
て
、
川
東
部
出
作
地
帯
で
の
国
司
の
武

力
発
動

・
収
公

・
没
官
に
よ
る
官
物
弁
進
の
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
久
富
は
徳
丸
と
と
も
に
矢
川

。
中
村

・
築
瀬

・

青
蓮
寺

・
下
名
張
の
い
ず
れ
か
の
耕
地
を
請
作
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

村
井
康
彦

「
田
堵
の
存
在
形
態
」
『
古
代
國
家

解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書

店
。天

永
元
年
十
二
月
十
三
日
、
名
張
郡
郡
司
等
勘
注
案
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
八

十
五
、
『
史
料
』

一
。
一
二
七
号
。

「
黒
田
玉
瀧
両
庄
出
作
公
田

四
百
三
十
六
町
余
歩
云
々
、
見
往
古
田
文
、
而

不
請
國
衛
検
田
使
、
暗
申
田
数
狭
少
之
由
、
然
而
付
古
作
田
徴
下
官
物
之
前
、

乍
出
利
田
之
請
文
、　
不
弁
其
所
当
」

（久
安

四
年
十
月
廿
九
日
官
宣
旨
案
、

『
史
料
』
二

・
二
五
三
号
）
。
戸
田
芳
実
氏
の
理
解

（前
掲
注
目
論
文
）

に
よ
れ

ば
、
古
作
田
は
官
物
徴
下
、
利
田
請
文
提
出
の
対
象

（有
期
的
請
作
対
象
）
で

あ
る
か
ら
、
出
作
の
名
田
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
東
大
寺
お
よ
び

「
庄
民
」
の
反

抗
に
よ
り
國
衛
が
検
田
を
施
行
し
え
な
い
で
、
往
古
田
文
に
基
く
古
作
田
＝
旧

来
の
名
田
が
そ
の
ま
ま
國
衛
の
収
取
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
こ
の
一

（
６３

）

（
６４

）

（
６５

）

（
“Ｗ）

（
″Ⅳ〕）

（
”∞
）

（
６９

）

（
７０

）

（
７１

）
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（
２

）

（
７３

）

（
７４

）

（
７５

）

（
７６

）

（
７７

）

（
７８

）

（
７９

）

（
８０

）

（
８１

）

（
８２

）

（
８３

）

（
８４

）

（
８５

）

二
世
紀
中
葉
の
段
階
に
あ

っ
て
は
、
田
堵
請
作
地
の
私
領
化
に
よ
っ
て
国
衛
は

現
実
の
経
営
地
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
、
旧
来
の
収
取
単
位
さ
え
機
能
を
停

止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
田
堵
の
所
有
権
は
政
治
的
に
は
東
大
寺
に
吸
収
さ
れ
る

か
っ
こ
う
に
な
り
、

「
寺
奴
の
論
理
」
と
結
合
し
て
、
寺
領
発
展
の
推
力
と
な

る
の
で
あ
る
。

阿
部
猛

『
日
本
荘
園
史
』
新
生
社
。
な
お
、
荘
園
の

「倉
」
と

「
屋
」
は
、

そ
の
は
じ
め
に
は
機
能
上
の
差
別
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
西
岡
虎
之
助
氏

は

「荘
園
の
倉
庫
よ
り
荘
園
の
港
湾
へ
の
発
展
」

（『荘
園
史
の
研
究
』
上
巻

岩
波
書
店
）
に
て
指
摘
し
て
い
る
。

竹
内
理
三

『寺
領
荘
園
の
研
究
』
畝
傍
書
房

一
八
〇
号
を

一
八

一
頁
。

東
大
寺
要
録
、
別
当
章
第
七
。

長
久
難
年
参
月
拾
陸
日
藤
原
実
遠
直
米
請
文
案
、
東
大
寺
文
書
ニ
ノ
十

一
・

四
ノ
六

『
史
料
』

一
六
号
。

天
喜
四
年
十

一
月
十

一
日
伊
賀
守

小
野
守
経
解
、　
東
大
寺
文
書
四
ノ
八
、

『
史
料
』

一
・
五
七
号
。

注

（
２６
）
に
同
じ
。

注

（
３８
）
に
同
じ
。

注

（
３８
）
に
同
じ
。

注

（
７７
）
に
同
じ
。

河
音
能
平

「
日
本
封
建
國
家
の
成
立
を
め
ぐ
る

二
つ
の
階
級
」
『
中
世
封
建

制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
。

村
井
康
彦

「荘
園
と
寄
作
人
」
前
掲
書
所
収
。

天
喜
五
年
十
二
月
十
九
日
越
後
國
石
井
荘
前
司
兼
算
解
、
京
都
大
学
所
蔵
東

大
寺
文
書

『
平
安
遺
文
』
巻
三
・
八
七
三
号
文
書
。

注

（
３８
）
に
同
じ
。

（
８６
）

天
永
二
年
二
月
日
東
大
寺
申
文
案
、
東
大
寺
文
書
四
ノ

一
『
史
料
』

一
。
一

二
八
号
。

「
一
、
伊
賀
守
孝
清
朝
臣
興
福
寺
免
判
云
、
件
所
免
除
公
事
雑
役
、

於
官
物
者
可
弁
済
国
庫
者
」
と
の
勧
学
院
使
者
紀
守
俊
の
勘
文
に
対
し
て
東
大

寺
は
、

「
右
、
件
條
尤
左
道
也
、
設
依
国
司
進
退
、
雖
有
免
除
官
物
、
於
雑
役

者
数
百
歳
之
間
、
度
々
申
下
宣
旨
、
東
大
寺
為
出
作
敢
無
異
論
、
庄
内
田
畠
不

幾
、
故
自
往
古
所
被
副
置
也
者
、
免
判
之
趣
尤
無
道
也
」
と
弁
駁
し
て
い
る
。

こ
の
文
章
か
ら
、
雑
役
取
得
に
よ
っ
て
と
り
む
す
ば
れ
る
荘
民
と
の
関
係
の
き

ず
な
が
、
荘
園
制
度
の
い
か
に
大
切
な
軸
と
な
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
東
大

寺
は
雑
役
収
取
権
を
興
福
寺
に
奪
わ
れ
る
こ
と
が
出
作
の
支
配
権
そ
の
も
の
を

喪
う
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
８７
）

保
安
五
年

（
一
一
二
四
）
潤
二
月
廿
五
日
東
大
寺
請
文
案

（東
大
寺
文
書
四

ノ
五

『
史
料
』

一
。
一
九
六
号
）
が

「
寺
奴
」
の
初
見
史
料
で
あ
る
。

（補
注
）

現
在
に
痕
跡
を
と
ど
め
る

「
古
河
」
の
地
形
が
、
た
と
え
ば
安
部
田
の

宇
陀
川
以
東
の
中
溝

・
一
本
木

・
十
町

（
以
上
小
字
）
の
区
域
の
よ
う

に

（『
黒
田

庄
誌
』

一
九
四
頁
）
、
川
に
沿
う
低
地
で
あ
る
こ
と
を
も

っ
て
第

一
の
特
徴
と

す

る

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
も

っ
て

「
古
河
」
の
特
徴
の

す
べ
て
と
す
べ
き
で
は
な
く
、

「
古
河
」
＝
低
地
が

一
般
に

一
条
の
微
高
地
を
川
と

の
間
に
随
伴
し
て
い
る
こ
と
も
み
お
と
す
べ
き
で
は
な

い

（
『
黒
田
庄
誌
』

一
〓
〓

頁
、
長
屋
村
を
参
看
す
べ
し
）。

微
高
地
を
つ
き
し
た
が
う
現
象
は
、　
河
道
変
遷
を

ひ
き
起
こ
す
河
流
蛇
行
が
屈
曲
流
路
の
外
側
を
側
方
侵
蝕
す
る

一
方
で
、
流
速
の
劣

る
内
側

（
旧
河
流
側
）
に
土
砂
を
堆
積
さ
せ
る
た
め
で

（『
自
然
地
理
学
』
地
形
篇
、

井
上
修
次
、
岡
山
俊
雄
、
花
井
重
次
、
多
田
文
男
、
渡
辺
光

東
京
地
人
書
館
刊
）
、

河
川
の
乱
流
域
で
は
顕
著
な
自
然
堤
防
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
新
流
と

旧
流

（
＝
「
古
河
」
）
の
間
に
長
く
の
び
る

「
古
川
内
」
は
、
自
然
堤
防
の
微
高
地
と

「
古
河
」
の
後
背
部
低
湿
地

（
バ
ッ
ク
マ
ー
シ
ュ
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
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み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
の

「
古
川
内
」
が
も
つ
自
然
地
形
の
う
え
に
、
守
経

朝
臣
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た

「
古
川
内
早
田
」
と

「
古
川
内
住
宅
」
と

い
っ
た
人

工
施
設
を
措
い
て
み
る
と
、

「
古
川
内
早
田
」
と
は
旧
河
跡
の
低
湿
地
に
開
墾
さ
れ

た
田
地
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の

「
早
田
」
は
早
熟
種
の
田
地

の
意
で
は
な
く
、
ホ
ン
ダ
に
対
す
る
ハ
ヤ
ダ
な
の
で
あ
っ
て
、
ホ
ン
ダ
植
え
の
二
三

日
前
に
家
内

（
個
別
的
労
働
力
）
だ
け
で
植
え
て
し
ま
う
田
を
指
称
す
る
も
の
と
解

ヽ
・
■
′ｏ
　
ヽ
「
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
」
「
ワ
セ
ダ
」
の
項
。
な
お
、
フ
セ
と
は
本
来
、
馳
せ
る
と
同
ノ
ｏ

「
一コ

こ
く
ォ

．ィ
　
´
じ
く
、
た
だ
早
い
と
い
う
だ
け
の
意
味
が
原
義

で
あ

っ
た
。

「
ワ
サ
ウ
エ
」
の
項
。
ヽ
　
　
一
，１

川
内
早
田
」
は
自
然
堤
防
上
に
立
地
す
る

「
古
川
内
住
宅
」
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た

も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

「
早
田
」
と

「
住
宅
」
か
ら
な
る
出
作
拠
点
は
、

自
然
堤
防
の
微
高
地
を
選
ん
で
点
在
す
る
連
村
の
集
落
景
観
を
呈
し
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
中
世
に
お
け
る
自
然
堤
防
上
の
連
村
状
集
落
景
観
は
、
但
馬
国
出

石
神
社
領
田
図

（『
日
本
荘
園
絵
図
集
成
』
下

巻
２６
号
絵
図
、　
巻
末
解
題
Λ
太
田
順

三
執
筆
Ｖ
に
は
同
田
図
復
元
図
あ
り
）
の
出
石
川
岸
辺
づ
た
い
に
列
記
さ
れ
た
い
く

つ
も
の

「
垣
名
」
・
「
屋
敷
」
名
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
伊
勢
国
近
長
谷
寺
資
財

帳
に
あ
る
飯
野
村
の
垣
内
が
櫛
田
河
両
岸
の
自
然
堤
防
上
に
多
く
見
ら
れ
る
の
も
連

村
の
景
観
を
考
え
る
材
料
と
な
る

（戸
田
芳
実

『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
八

九
頁
）。
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∧
紹
介
と
書
評
∨

川
勝
義
雄
著

『六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』

兼

田

信

一
郎

本
書
は
、　
一
九
五
〇
年
代
よ
り

一
貫
し
て
魏
晋
南
北
朝
史
を
研
究
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
著
者
の
既
発
表
の
諸
論
稿
の
内
、
貴
族
制
に
関
す
る
も
の
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
の
魏
晋
南
北
朝
史

研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
、
中
国
史
全
体
の
把
握
に
対
し
て
も
新

た
な
視
座
を
与
え
ら
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。
そ
の
著
者
の
業
績
の
内
、
最
も

重
要
な
貴
族
制
に
関
す
る
論
稿
が
、
八
〇
年
代
初
頭
に

一
書
と
な

っ
て
刊
行

さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
の
課
題
を
考
え
る
上
で
も
喜

ば
し
い
こ
と
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
示
そ
う
。

は

じ

め

に

第
―
部
　
貴
族
制
社
会
の
形
成

第

〓
早
　
貴
族
政
治
の
成
立

第
二
章
　
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動

第
二
章
　
魏

・
西
晋
の
貴
族
層
と
郷
論

第
四
章
　
貴
族
制
社
会
の
成
立

第
１
部
　
封
建
制

へ
の
傾
斜
と
貴
族
制

第

〓
早
　
曹
操
軍
団
の
構
成

第
二
章
　
孫
呉
政
権
と
江
南
の
開
発
領
主
制

第
二
章
　
孫
呉
政
権
の
崩
壊
か
ら
江
南
貴
族
制

へ

第
四
章
　
東
晋
貴
族
制
の
確
立
過
程
―
―
軍
事
的
基
礎
の
問
題
と
関
連
し

て
―

‐

第
五
章
　
門
生
故
吏
関
係

第
Ⅲ
部
　
貴
族
制
社
会
の
変
質
と
崩
壊

第

〓
早
　
劉
宋
政
権
の
成
立
と
寒
門
武
人
―
―
貴
族
制
と
の
関
連
に
お
い

て
―
―

第
二
章

　

『世
説
新
語
』
の
編
纂
―
―
元
嘉
の
治
の

一
面
―

‐　
　
　
　
　
一

第
二
章
　
貨
幣
経
済
の
進
展
と
侯
景
の
乱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７２

第
四
章
　
南
朝
貴
族
制
の
崩
壊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

著
者
は
、
そ
の
貴
族
制
研
究
の
課
題
を

「貴
族
制
と
封
建
社

会

と

の
関

係
」

（Ｖ
頁
）
と
い
う
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
「封
建
社
会

へ
の
傾
斜
を
色
濃
く
も

つ
」
（Ⅶ
頁
）
六
朝
社
会
に
於
い
て

は
、
在
地
の
有
力
者
た
る

豪
族
は

「封
建
領
主
化
す
る

傾
向
」
（Ⅵ
頁
）
を

も
ち
な
が
ら
も
、

結
果
的
に

「文
人
化
」
し
、
「文
人
貴
族
の
優
先
す
る
貴

族
制
社
会
を
出
現
さ
せ
た
」
（Ⅵ
頁
）
の
で
あ
り
、　
そ
の
転
化
に
こ
そ

「中

国
社
会
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
の
何
ら
か
の
手
が
か
り

を

得
ら

れ

る
」

（Ⅵ
頁
）
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
為
に

「貴
族
制
社
会
を
中
世
封
建
社
会
と
の

対
比
に
お
い
て
考
え
る
」
（Ⅶ
頁
）
と
い
う
視
角
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。



本
書
は

こ
の
視
角
を
反
映
さ
せ
た
形

で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
内
容

の
紹
介
も
著
者

の
設
定
し
た
各
部
ご
と
に
行
な

っ
て
い
く

こ
と
と

し
よ
う
。

第
１
部
は
貴
族
制
社
会
が
如
何
な
る
歴
史
展
開
の
中
か
ら
出
現
し
た
か
を

後
漢
末
か
ら
論
じ
て
い
る
。
第

一
章
は

「貴
族
」
と
い
う
政
治
的
存
在
の
特

質
で
あ
る
団
結
性
や
統

一
性
の
来
源
を
後
漢
末
の
、

知
識
人

を

中
心

に
し

た
、
儒
教
的
理
念
に
も
と
づ
く
政
治
運
動
た
る
清
流
運
動
の
中
に
求
め
、
そ

こ
に
於
け
る
知
識
人
の
団
結
性

・
相
互
関
係
の
強
さ
等
が
貴
族
の
基
盤
に
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
に
対
し
て
は
、
増
淵
龍
夫
氏
の
批
判
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
受
け

と
め
た
上
で
清
流
運
動
の
社
会
的
基
盤
を
問
題
に
し

た

の
が

第
二
章
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
清
流
運
動
を
、
郷
村
の
分
裂
に
よ

っ
て
現
わ
れ
て
き
た
清
流

豪
族
・小
農
民
・知
識
人
等
が
結
び

つ
い
て
起

っ
た
抵
抗
運
動
で
あ
る
と
し
、

黄
巾
の
乱
を
合
め
こ
う
し
た
後
漢
末
の
運
動
を
、
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」

と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
第
二
章
で
は
、
後
漢
崩
壊
後
、
郷
村
の
秩
序

回
復
に
務
め
た
、
清
流
系
の
知
識
人
等
が
郷
村
の
支
持
を
得
、
次
第
に
政
権

の
中
心
に
進
出
し
、
最
終
的
に
貴
族
化
す
る
過
程
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
主
張
を
第
四
章
に
於
て
次
の
様
に
総
括
す
る
の
で
あ
る
。

後
漢
の
社
会
は
基
本
的
に
前
漢
と
同
様
、
在
地
に
於
て
は
自
立
小
農
民
に

よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
、
フ
ラ
ッ
ト
な
人
間
関
係
を
中

心

に
し

た

「
里
共
同

体
」
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
後
漢
末
に
な
る
と
、
複
数
豪
族
の
並
立
と
彼

ら
に
よ
る
郷
邑
支
配
の
高
ま
り
の
中
で
衰
退
し
て
く
る
。
こ
の
郷
邑
支
配
の

高
ま
り
を

「領
主
化
傾
向
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
衰
退
過
程
の
中
か
ら
、
宦

官
等
の
中
央
勢
力
と
在
地
豪
族
か
ら
な
る
濁
流
勢
力
、
及
び
従
来
の
共
同
体

的
関
係
を
守
ら
ん
と
す
る
清
流
知
識
人

・
小
農
民

・
豪
族
等
か
ら
な
る
清
流

勢
力
が
成
立
し
、
両
者
は
激
突
す
る
。
そ
の
中
で
後
漢
帝
国
は
崩
壊
し
、
在

地
は
無
秩
序
化
す
る
。
そ
の
秩
序
再
建
に
当

っ
た
の
が
清
流
系
知
識
人
と
、

小
農
民
の
抵
抗
に
よ
り
、
自
己
矛
盾
を
牛
ん
だ
形
で
そ
れ
に
取
り
く
む
豪
族

で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
階
層
は
や
が
て
在
地
が
作
る
郷
論

（著
者
自
身
の
説

明
で
は
、
在
地
の
人
物
評
価

・
人
物
支
持
で
あ
り
、
後
漢
末
か
ら
自
覚
的
に
　
　
・

形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
、
と
し
て
い
る
。）
の
支
持
を
得
て
よ
り
広
い
政
治

　

７３

の
場
に
進
出
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
制
度
化
し
た
の
が
九
品
中
　
　
．

正
法
で
あ
り
、
本
質
的
に
郷
里
の
意
志
に
よ
り
官
人
を
選
び
、
郷
里
の
意
志

を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
や
が
て
運
用
面
で
の
問
題
か
ら

選
出
さ
れ
る
家
柄
が
固
定
し
、
結
果
的
に
貴
族
層
を
生
み
出

す

こ
と

に
な

る
。
こ
こ
に
新
た
な
政
治
形
態
と
し
て
貴
族
制
社
会
が
成
立
し
、
そ
れ
は
確

か
に
大
き
な
転
換
で
あ

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
１
部
で
は
貴
族
制
下
の
社
会
と
、
四
世
紀
以
降
の
江
南
貴
族
制
を
取
り

上
げ
る
。

第

一
章
は
曹
操
軍
を
構
成
す
る
武
人
集
団
を
取
り
上
げ
、
当
時
に
於
け
る

集
団
化
の
契
機
と
し
て
任
侠
的
結
合
関
係
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
更
に
、
質



任
等
を
媒
介
に
し
て
成
立
す
る
武
人
集
団
相
互
の
統
属
関
係
の
背
後
に
は
信

頼

・
恩
義
に
よ
る
結
合
の
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

第
二

・
三
章
は
三
世
紀
以
降
の
江
南
社
会
の
状
況
と
江
南
貴
族
制
の
成
立

を
次
の
様
に
分
析
す
る
。

三
世
紀
江
南
は
漢
人
の
他
、
「
山
越
」
と
呼
ば
れ
る
非
漢
民
族
が
広
範
に

存
在
す
る
未
開
社
会
で
あ

っ
た
。
こ
の
地
に
成
立
し
た
最
初
の
漢
人
政
権
た

る
孫
呉
政
権
は
私
兵
軍
団
を
率
い
る
将
軍
の
連
合
の
上
に
成
り
立

つ
軍
事
政

権
で
あ
り
、
各
将
軍
は
在
地
に
於
て
屯
田
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
将

軍
は
屯
田
経
営
を
拡
大
す
る
為
に
山
越
を
討
伐
し
、
労
働
力
を
獲
得
し
つ
つ

支
配
力
を
強
め
る
武
人
領
主
的
な
存
在
で
あ
り
、　
一
方
江
南
の
先
進
地
帯
で

あ
る
呉
会
地
方
は
豪
族
に
よ
る
経
営
が
発
達
し
て
い
て
、
江
南
に
お
い
て
は

領
主
化
傾
向
が
顕
著
で
あ

っ
た
。
（
一
六
六
頁
）

そ
の
孫
呉
政
権
は
孫
権
死

後
、
将
軍
と
の
間
に
成
立
し
て
い
た
人
格
的
主
従
関
係
の
衰
退
と
権
威
の
維

持
の
為
の
収
奪
の
強
化
に
よ
る
屯
田
体
制
の
崩
壊
に
よ
り
力
を
失
な
い
、
そ

れ
に
伴
な

っ
て
江
南
社
会
に
は
農
民
の

「流
亡
現
象
」
が
起
き
る
。
西
晋
治

下
で
は
江
南
社
会
は

一
応
の
安
定
を
取
り
も
ど
し
た
が
、
八
王
の
乱
後
の
華

北
の
混
乱
は
、
江
南
社
会
に
潜
在
す
る

「流
亡
現
象
」
を
増
長
さ
せ
、
華
北

か
ら
の
流
民
の
流
入
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
、
江
南
社
会
は
無
秩
序
状
態
に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
江
南
土
着
の
豪
族
は
伝
統
的
権
威
を
利
用
し
て
の
秩

序
回
復
を
図
ら
ん
と
し
、
そ
の
対
象
が
司
馬
容
で
あ

っ
た
が
、
司
馬
容
を
中

心
と
す
る
北
来
貴
族
は
彼
ら
の
も

つ

「郷
論
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ

り
次
第
に
政
治
的
に
優
越
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
江
南
貴
族
制
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
進
的
郷
論
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
自
立
小
農
の

未
熟
の
上
に
成
り
立

つ
後
進
的
な
社
会
と
の
過
渡
的
な
接
合
の
上
に
成
り
立

つ

（
二
〇
六
頁
）
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

第
四
章
は
、
こ
の
江
南
貴
族
制
の
成
立
過
程
を
、
東
晋
初
頭
を
中
心
に
よ

り
詳
細
に
分
析
す
る
。

北
来
貴
族
は
、
流
亡
時
点
で
そ
の
固
有
の
軍
事
力
を
も
た
ず
、
そ
の
点
で

は
江
南
豪
族
の
力
に
全
く
依
存
し
て
い
た
が
、
次
第
に
政
治
的
に
江
南
豪
族

を
抑
圧
し
て
い
く
。
こ
の
抑
圧
に
不
満
を
募
ら
せ
た
江
南
豪
族
は
、
中
央
政

権
に
不
満
を
も
つ
王
敦
と
共
に
乱
を
起
こ
す
（王
敦
の
乱
）
が
、
北
来
流
民
軍
　
　
一

団
の
活
躍
で
鎮
圧
さ
れ
る
。
そ
の
後
北
来
貴
族
は
こ
の
軍
団
を
郷
論
主
義
的

　

７４

原
理
の
下
に
再
編
成
せ
ん
と
す
る
が
、
逆
に
彼
ら
の
反
発
を
か
い
、
流
民
に
　
　
．

よ
る
反
乱
が
起
る
（
蘇
峻
の
乱
）
。
し
か
し
、
こ
の
反
乱
も
、
江
南
出
身
の
武

人
陶
侃
の
協
力
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
、
北
来
貴
族
は
こ
の
二
つ
の
反
乱
を
経
て

初
め
て
貴
族
支
配
体
制
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
け
る
人
間
の
結
合
関
係
の

一
つ
と
し

て
、

「門
生

・
故
吏
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
主
に
対
す

る
行
為
は
人
格
的
な
主
従
関
係
を
前
提
に
し
て
成
立
し
、
主
と
の
関
係
は
決

っ
し
て
隷
属
的
な
も
の
で
は
な
い
と
、
五
井
直
弘
氏
の
見
解
を
批
判
し
つ
つ

主
張
す
る
。

第
Ⅲ
部
は
、
江
南
貴
族
制
の
崩
壊
過
程
を
南
朝
全
体
を
通
じ
て
考
察
す
る



の
で
あ
る
が
、
第

一
章
は
前
述
の
四
章
か
ら
の
続
き
で
、
東
晋
末
・劉
宋
期
の

貴
族
の
支
配
力
の
衰
退
を
軍
事
的
側
面
か
ら
捉
え
る
。
そ
こ
で
は
、
北
来
流

民
を
中
心
に
し
た
東
晋
の
軍
団
は
肥
水
の
戦
い
後
、
急
速
に
勢
力
を
増
し
、

貴
族
の
傭
兵
と
い
う
性
格
よ
り
脱
却
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、更
に
、
そ

こ
か
ら
拾
頭
し
政
権
を
獲
得
し
た
劉
裕
は
、軍
事
関
係
か
ら
貴
族
を
疎
外
し
、

寒
門
武
人
を
登
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
貴
族
は
軍
事
的
支
配
権
を
失
な

っ
て

い
く
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貴
族
に
対
す
る
批
判
の

一
面
を

『世
説

新
語
』
の
編
纂
と
そ
の
事
情
を
通
じ
て
考
察
し
た
の
が
第
二
章
で
あ
る
。

第
二

・
四
章
は
主
に
経
済
的
側
面
を
中
心
に
南
朝
社
会
の
展
開
と
貴
族
制

の
崩
壊
を
分
析
す
る
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
南
朝
の
経
済
的
問
題
は

貨
幣
問
題
で
あ
る
。

南
朝
の
貨
幣
問
題
は
そ
の
質
の
悪
化
と
私
鋳
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
根
底
に

は
良
質
貨
幣
の
不
足
が
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
る
所
、
生
産
力
の
上
昇

・
生
産

物
の
増
加
に
貨
幣
量
が
追
い
つ
か
な
い
所
か
ら
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、
貨
幣

経
済
の
活
発
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
貨
幣
経
済
の
活

発
化
の
中
で
拾
頭
し
た
商
人
は
上
部
の
階
層

（恩
倖
・地
方
軍
府
の
武
人
等
）

に
結
び

つ
き
封
建
的
特
権
を
得
る
こ
と
で
成
長
す
る
。　
一
方
農
民
は
納
税
の

為
の
換
金
の
必
要
性
と
そ
の
貨
幣
の
質
の
悪
化
、
及
び
悪
化
貨
幣
の
集
中
に

よ
り
貧
困
化
し
流
亡
化
す
る
。
こ
う
し
た
農
民
を
結
集
し
拾
頭
し
て
く
る
の

が
在
地
の
土
豪
将
帥
層
で
あ
り
、
彼
ら
は
任
侠
的
関
係
を
通
じ
て
流
亡
者
を

傘
下
に
収
め
、
地
方
軍
府
内
に
独
自
の
勢
力
を
築
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
た
な
勢
力
の
拾
頭
に
対
し
、
貴
族
は
別
の
道
を
た
ど
る
。
彼

ら
の
経
済
的
基
盤
は
荘
園
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
経
営
は
守
園
人
等
の
荘
園
管

理
者
に
任
せ
る
間
接
経
営
で
あ

っ
た
。
こ
の
荘
園
は
南
朝
の
貨
幣
経
済
の
活

発
化
の
中
で
、
自
給
自
足
の
経
営
か
ら
換
金
を
目
的
に
し
た
生
産

。
経
営

ヘ

と
変
化
す
る
。
そ
の
変
化
の
中
で
利
益
を
得
る
の
は
、
直
接
経
営
に
当
る
管

理
者
で
あ
り
、
ま
た
生
産
物
を
販
売
す
る
こ
と
に
な
る
商
人
で
あ
る
。
貴
族

は
こ
う
し
た
階
層
の
経
済
的
活
動
に
次
第
に
依
存

・
寄
生
す
る

こ
と

と

な

り
、
経
済
的
実
力
は
低
下
す
る
。
更
に
、
政
治
的
に
も
皇
帝
や
商
人
と
結
び

つ
い
た
恩
倖
等
と
の
対
立
の
中
で
地
位
を
低
下
さ
せ
、
梁
代
に
は
殆
ど
俸
禄

に
依
存
す
る
存
在
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
矛
盾
を
露
呈
し
た
の
が
侯
景
　
　
一

の
乱
で
あ
り
、
乱
後
の
二
〇
年
に
渡
る
混
乱
で
あ
る
。
貴
族
は
、
そ
の
社
会

　

７５一

的
機
能
を
そ
の
中
で
失
な
い
、
逆
に
、
そ
れ
に
代
る
新
た
な
階
層
と
し
て
商

人

・
土
豪
層
が
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
と
し
、
こ
こ
に
南
朝
貴
族
制
は
終
り

を
告
げ
、
そ
れ
は
中
世
前
期
の
貴
族
制
の
終
焉
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
、
若
千
紹
介
が
長
く
な
っ
た
が
、
著
者
は
こ
う
し
て

「優
に

一
時
代

を
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
確
心
を
も

つ
貴
族
制
の
展
開
を
、
社
会
の
変

化
を
視
野
に
入
れ
乍
ら
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
提
出
さ
れ
た
六
朝

貴
族
制
社
会
像
は
明
解
で
あ
る
。
戦
後
の
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
の
蓄
積
の
上

に
現
わ
れ
た
こ
の
像
は
、
や
は
り
六
朝
史
全
体
の
解
釈
の

一
典
型
で
あ
る
と

思
わ
れ
、
今
後
の
六
朝
史
研
究
に
様
々
な
面
で
刺
激
を
与
え
続
け
よ
う
。
特



に
、
従
来
上
層
の
政
治
的
な
部
分
に
視
点
が
集
中
し
て
い
た
貴
族
制
研
究
に

社
会
的
基
盤
追
究
と
い
う
新
た
な
視
点
が
加
わ

っ
た
こ
と
は
、
今
後
受
け
継

ぐ

べ
き
著
者
の
大
き
な
業
績
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
評
者
は
、
著
者
が
長
年
の

研
究
の
中
か
ら
築
き
あ
げ
て
き
た
こ
の
社
会
像
＝
六
朝
史
解
釈
の
明
解
さ
に

敬
服
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
明
解
な
社
会
像
を
構
成
す
る
い
く

つ
か
の
要
素
に
対
し
、
決

っ
し
て
疑
間
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
読

後
に
感
じ
た
疑
間
を
い
く

つ
か
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
後
漢
末
の
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
著
者
は
自
立
小
農
民
の
作

り
出
す
共
同
体
の
存
在
を
前
提
に
し
、
そ
の
崩
壊
と
そ
の
後
の
豪
族
の
共
同

体
真
求
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
豪
族
に
よ
る
共
同
体
真
求
志

向
の
根
本
的
な
原
因
を
当
時
の
農
業
構
造
に
求
め
、
「
つ
ま
り
、
自
立
農
民
が

何
ら
か
の
共
同
体
的
関
係
を
結
ん
で
農
業
生
産
に
従
事
し
て
こ
そ
、
は
じ
め

て
郷
邑
社
会
の
存
在
は
可
能
で
あ
り
、　
一
豪
族
が
農
民
の
ほ
と
ん
ど
を
隷
属

化
し
て
領
主
的
体
制
を
し
い
た
の
で
は
、
農
業
生
産
そ
の
も
の
に
破
綻
を
き

た
し
て
郷
邑
社
会
の
存
立
を
不
可
能
に
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
豪
族
の
存
立
基

盤
を
も
奪
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
事
情
が

あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
（九
九

頁
）
と
推
測
す
る
が
、
然
ら
ば
何
故
そ
の
様
な
状
況
下
で

「領
主
化
傾
向
」

と
い
う
郷
邑
支
配
が
強
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
存
立
基
盤
を
危
う
く

す
る
よ
う
な
行
為
が
何
故
後
漢
末
に
強
ま
る
の
か
、
不
明
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
そ
れ
と
関
連
す
る
が
、
著
者
は
第
１
部
で
自
立
小
農
民
の
未
熟
な
江

南
社
会
で
は
よ
り
顕
著
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
。
（
一
六
六
頁
）

こ

の
江
南
社
会
に
あ
ら
わ
れ
る
領
主
化
傾
向
は
武
人
に
よ
る
開
発
領
主
制
で
あ

り
、
呉
会
地
方
の
豪
族
に
よ
る
領
主
化
傾
向
と
、
い
く

つ
か
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
小
農
民
の

「自
立
」
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て

み

る

と

「領
主
化
傾
向
」
は
自
立
小
農
民
の
未
熟
な
地
域
に
も
、
ま
た
逆
に
自
立
小

農
民
が
広
範
に
存
在
す
る
地
域
に
も
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
漢
豪
族
の

行
為
を
規
定
し
た
こ
の
概
念
は
平
面
的
な
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
。

「領
主

化
傾
向
」
と
規
定
さ
れ
る
豪
族
の
行
動
形
態
に
関
し
、
今

一
度
詳
し
い
説
明

が
な
さ
れ
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
る
。

次
に
江
南
貴
族
制
の
成
立
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
著
者
は
成
立
の
条
件
と

し
て
江
南
社
会
の
後
進
性
と
北
来
貴
族
の
も

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
先
進
性
を
　
　
一

指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
江
南
に
流
亡
し
、
在
地
性
を
失
な

っ
た
北
来
貴
族

　

７６

の
も

つ
、
郷
村
社
会
か
ら
の
規
制
を
失
な

っ
た

「郷
論
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
　
　
一

―
」
は

「先
進
」
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
江
南
貴
族
制
成
立
の
重
要

な
条
件
の

一
つ
が
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
貴
族
制
崩
壊

過
程
の
追
究
に
於
て
も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
衰
退
過
程
を
取
り
上
げ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
は
見
出
せ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
貴
族
制
崩
壊
過
程
の
部
分
に
も
若
千
の
疑
間
が
あ
る
。

著
者
は
南
朝
の
貨
幣
不
足
現
象
の
分
析
か
ら
貨
幣
経
済
の
活
発
化

・
生
産
力

の
増
大
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
貨
幣
不
足
と
貨
幣
経
済
の
活
発
化
に
つ
い
て

「経
済
学
の
法
則
に
従
え
ば
、　
一
つ
の
経
済
社
会
に
お
け
る
貨

幣

需

要

量

は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
商
品
価
格
の
総
額
と
貨
幣
の
流
通
速
度
に
よ

っ
て



決
定
さ
れ
る
。
商
品
生
産
が
発
展
し
、
商
品
価
格
総
額
が
増
加
し
た
と
き
、

貨
幣
の
流
通
速
度
に
変
化
が
な
け
れ
ば
必
然
的
に
需
要
量
は
増
す
。
（中
略
）

貨
幣
の
流
通
速
度
に
大
し
た
変
化
が
な
い
と
す
れ
ば
、
南
朝
に
お
け
る
商
品

価
格
総
額
の
漸
増
と
い
う
条
件
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
生
み
出
す
た
め
の
生
産

力
の
発
展
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
極
め
て
理
解
し
や

す
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」
（
三
六
七
頁
）
と
述

べ
て
い
る
が
、
千
年
以

上
前
の
南
朝
時
代
の

「貨
幣
」
を
、
近
代
の
貨
幣
の
観
念
を
も
と
に
し
て
、

正
確
に
そ
の
経
済
的
機
能
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
こ

に
疑
間
が
残
る
。
前
近
代
の
貨
幣
を
考
え
る
に
は
ま
だ
い
く

つ
か
考
慮
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
著
者
は
生
産
力
の
発
展
を

主
張
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
事
実
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
著
者
の
分
析
で
は
基

層
の
農
民
に
と
っ
て
そ
れ
は
流
亡
化
を
も
た
ら
す
だ
け
に
終

っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
生
産
力
の
発
展
と
い
う
も
の
は
単
に
農
民
を
流
亡
化
さ

せ
る
だ
け
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
農
民
の
存
在
形
態

へ
の
、
ま
た
再
生

産
構
造

へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
産
の
発
展
―
―

貨
幣
量
の
不
足
―
―
貨
幣
の
二
重
構
造
―
―
農
民
の
流
亡
、
と
い
う
展
開
の

み
で
は
生
産
力
発
展
の
影
響
を
捉
え
切
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
各
部
を
通
読
し
て
感
じ
た
疑
間
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
き
た
が
、

最
後
に
本
書
全
体
に
関
し
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

本
書
の
基
本
的
な
視
角
は
前
述
し
た
通
り
、

「封
建
制
と
貴
族
制
」
の
関

係
で
あ
り
、
そ
れ
に
沿

っ
て
社
会
の
封
建
制
的
傾
向
の
解
明
と
そ
れ
に
関
連

す
る
貴
族
制
の
展
開
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い

る

「封
建
制
」
的
な
要
素
は
、
人
間
相
互
の
結
合
形
態
＝
人
格
的
主
従
関
係

で
あ
り
、
荘
園
の
如
き
大
土
地
所
有
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
封
建
制
研
究
の
中
で
見
出
さ
れ
て
き
た
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
の
現
象

面
で
の
指
標
な
の
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
時
代
の

「封
建
制

へ
の
傾
斜
」
を

指
摘
す
る
際
、
こ
の
現
象
面
で
の
指
摘
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
為
に
、
こ
れ

ら
の
現
象
を
同

一
時
に
現
出
せ
し
め
、
且

つ
再
生
産
し
て
い
く
社
会
構
造
自

体
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
が
指
摘
し
た
現
象
が
封
建
的
な
も
の
で

は
な
い
と
は
評
者
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
問
題
は
こ
う
し
た
現
象
を
現
出
さ

せ
た
社
会
構
造
自
体
が

「封
建
制
」
な
る
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
か
否
か
で
は
　
　
一

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「封
建
制
」
な
る
概
念
は
著
者
自
身
も
語
ら
れ
る
　
　
７７

如
く
様
々
な
意
味
で
使
わ
れ
、
現
在
最
も
そ
の
使
用
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
　
　
．

得
な
い
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
を
本
書
全
体
の
課
題
と
し
て
著
者
が
間

題
に
さ
れ
た
以
上
、
や
は
り
著
者
自
身
の
、
こ
の
概
念
に
対
す
る
規
定
を
明

確
に
す
べ
き
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
評
者
は
そ
れ
を
強
く
感
じ
た
。
そ
れ

は
著
者
の
言
わ
れ
る

「
封
建
社
会

へ
の
傾
斜
」
と
い
う
語
句
の
内
容
が
極
め

て
曖
昧
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
の
紹
介
と
若
千
の
疑
間
点
を
述
べ
て
き
た
。
著
者
の

論
点
の
理
解
や
位
置
づ
け
に
多
々
誤
り
が
あ
る
の
で
は
と
恐
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
数
々
の
妄
言
共
々
そ
の
非
礼
を
お
わ
び
し
て
筆
を
欄

き

た

い
。

（
岩
波
書
店
　
一
九
八
二
年

一
二
月
刊
　
Ａ
５
　
四
二
五
頁
　
六
八
〇
〇
円
）





まとめ (要約)

(1)1967年 より1983年 までの約15年間にわたって栃木県奥日光地方の戦場ケ原を中

心として,そ の他,湯 ノ湖,光徳,切込・刈込湖,小田代ケ原などの地域の夏季

における鳥類の生息状況調査を行なった。

(2)こ の調査の結果,合計28科64種の鳥類の生息を確認したが, ここ数年来,鳥類

の種類数,個体数共に鳥相の変化が見られる。この原因の一つに考えられるもの

に,マ スの大量の放流による湯川の水質の変化があり,ま た釣り人による繁殖地

の侵入による環境の悪化も大いに影響 しているようである。

(3)生 息状況調査と同時に繁殖調査を行なったが繁殖を確認 で き た 種類 (巣の発

見)は 合計17種で全体の約27%で あった。

(4)環境別による生息位置の違いを調査したが,ほ ぼ鳥類の種類によって,そ の生

息位置が決定 しているようである。
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54. Si′′α′
“
″οpα′α

CERTHIIDAE

55,C′ ″′力J“ ノb″ J′ゴαrゴs

EMBERIZIDAE

56. E′れら′″ルαεあ′″′s

57. E′′,ι′″′zα ノ
“̀α

′α

58. 」E.″ει′″Jz`し  ,クο
`′

ο
`・

′́んα′α

59. Py″ ′λ″′αクツ″′λ
“
′α

PLOCEIDAE      ハタオリトリ科

∞.′οSS′ ″″
“
″J′α″∫   ニュウナイスズメ

61. 2“ s′ ″
“

lο″′α″″S          スズメ

STURNIDAE        ムクトリ科

62. Sι ″″″″S `′″′″α
`′

″S           ′、ク ドリ

CORVIDAE           カラス科

63. Gα″′″′
`ι

s gια″″α″ルs       カケス

“

。Cοrυ″s″″ 0″みy″εtts ハシプ トガラス

ゴジュゥカラ

キパシリ科

キバシリ

ホオジロ科

ホオジロ

ホオアカ

アオジ

ウソ

…Ⅲ81-



PODICIPITIDAE

l.麟οグκ′pS″
“
βεα′′お

ANATIDAE
2. A″αs p′α′ツ′んノ″ι力οs

3. A″αs pο″εゴ′ο″λy″ελα

4. メ′‐1″αs rr′ι
`α

ACCIPITRIDAE

5。 iffた ,″s″
“
g″α″s

6. Иrι prι′′g′″″J′ぉ

7.A“″′″″″Js″s

8. B″ ′′ο ι
“
′′ο

RALLIDAE

9・  Flο″χα″α夕″Sj′′α

SCOLOPACIDAE

10。 Cα〃J″αgο んα″″
“
′′ιカグブ

COLUMIBIDAE

ll. S′″′pιop′′ビαο″′′″′α′,s

CUCULIDAE

12.C″″′
“
s/″ gα″

13. C“ι″′″s rα ″ο″
“
s

14. く

'″
`″

′″s sα ′″″α′″s

15。  C″r″ J″5′ο′′ο
`′
′力α′″s

STRIGIDAE

16. Sι″′″
“
″α′′″s」s

17.0″″S SιοpS

APODIAE
18. 4′

“
S pαι″1`ι ″s

CORACIIDAE
19. E“ ″ys′ο′′,″ sο″ゴ′″′α′お

PICIDAE

"・

D′″α″οιο′οS′,,aノο″

01・  D′″
`′

″ο
`ο

:ク
リS ′ι″εο′οs

22. D′″′″みιο′οs力′χ″カゴ

ALAUDIDAE

23. 4′α
“
′

`ι

 α″υ′″sJs

HIRUNDINIDAE
24. Dο′κんο″

``′

らκα

MIOTACILLIDAE

25. ■イiο ′αι′′′α
`J″ `″

′α

表 5 奥日光の鳥類 リス ト (調査結果による)

カイツプリ科

カイツプリ

ガンカモ科

マガモ

カルガモ

コガモ

ワシタカ科

トビ

オオタカ

ハイタカ

ノスリ

クイナ科

ヒクイナ

シギ科

オオジシギ

ハ ト科

キジバ ト

ホ トトギス科

ジュウイチ

カッコウ

ツツ ドリ

ホ トトギス

フクロウ科

フクロウ

コノハズク

アマツパメ科

アマツバメ

ブッポウソウ科

ブッポウソウ

キツツキ科

アカゲラ

オオアカグラ

コゲラ

ヒバリ科

ヒパ リ

ツパメ科

イワツパメ

セキレイ科

キセキレイ

26.ルあι
`κ

〃′αg″α″″お   セグロセキレイ

27.A″″λ″Sんο′gsο″″       ピンズイ

cAMPEPHAGIDAE サンショウクイ科

28. lR″″ιι″ο
`ο

ι″s′Jυα″
`ε

α″″sり‐ンショウクイ

LANIIDAE           モズ科

29. Lα ″″Sら″′́λα′″S           モズ

CINCLIDAE       ヵヮガラス科

〔Ю。(〕ゴ″ι′
“
∫′α″αSJJ      カワガラス

TROGLODYTIDAE    ミツサザイ科

31.T′οノο″y′′s′″οg′ο′y′′S  ミソサザイ

MUSCICAPIDAE       ヒタキ科

32. E″ Jιみ″
“
Sα力αλ,gη          コ・マドリ

33. E″ Jιλ″″srノα″′               コル リ

34.Tα″
`′

g′″ι・yα″″′″S     ル リビタキ

35. 銑 κο′α′0裂黎 ′́α        ノビタキ

36。 T″″〆
“
SSめ J″″″S         マミジロ

37.r″″′お ελ″ySο′α″J      アカハラ

38・ Cα′′α
'9″

α′
'2′

たιpS     ヤブサメ

39。 C′′′ゴa″″′あο″′         ウグイス

40. Aε″οε′クカα′
“
∫ α″″″′:″″αι′αs

オオヨシキリ

41.Pカノ′′οSrοp″Sらο″′α′
`S  メボソムシクイ

42.2カプあЫ節′″∫′′″′′′炒′s  エゾムシクイ

43.2カノ′οsrο′
“
Sο

“
″″′α′′,

センダイムシクイ

44。 Rttχ′αs″′g″ι
“
s     キクイタダキ

45. F′
`′

″″′α″α″″ssJ″α       キビタキ

46.Cyα″ο′ιJ′α
`yα

″ο′′ι′′́″α   ォォル リ

47.ノИi″Sα

“
ψα Sめ″″ι

`α
      サメビタキ

48.ルタSιたα′α′α′′″οS″″お   コサメビタキ

49. 7・′″psゴ′力ο″′ α″″οεα″′α′α

サンコウチ ョウ

PARIDAE       シジュウカラ科

50. 2α ″″S ″
"″

′α″2″S               コ;力

゛
ラ

51. 」Flα″″S α′′″                    ヒ,
・々ラ

52.′ lα″
“
S πα′ο″       シジュウカラ

AEGITHALIDAE      ェナガ科

53.Aィ″′力α′οs ια″″″αs      ェナガ

SITIDAE       ョ'ジ ュウカラ科

一 ∞ ―
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ウグイスの巣卵 (4卵 )湯 本温泉 75.6.5

センダイムシクィの巣 泉門池付近 70.5.24

(巣作中 )

アカゲラの巣 戦場ヶ原  736.24

アカハラの巣 (変 った例)光 徳 72.6.25
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写真 3-b 巣のいろいろ
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キビタキの巣 と雛 (4雛 )戦 場ヶ原 73.6.24.
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マガモの巣卵 泉門池付近 68.5.26 アカハラの巣卵 光徳 716.13

カケスの巣卵 戦場ヶ原 70.5.24 モズの巣 と雛 (4雛 ) 戦場ケ原

73.7.1.

オオル リの巣卵 (5卵 )切込湖～涸沼

73.6.25.

コルリの巣卵 (4卵 ) 湯滝下～泉門

池           68.5.26.

写真 3-α  巣のいろいろ
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ハシブトガラス 湯滝付近 80.6.5

ミソサザイ 湯滝下 82.5.30

コルリ♂ 富士吉田 77.5.19.(山 梨県にて撮影)

ヵッコウ 戦場ヶ原 76.530

ウグイス 湯ノ湖畔 676.4

写真 2-θ  奥日光の鳥類

マガモ♂と♀ 泉門池 80.6.5
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ノビタキ♂ 戦場ヶ原 82.5.30 サメビタキ 泉門池付近 82.5.30

キビタキ8 泉門池付近 82.5.30 オオヨシキリ 戦場ヶ原 77.5.29

ニュウナイスズメ 戦場ヶ原1 71.6.13
イワツパメ 湯本温泉 75.6.1

写真 2-ι  奥日光の鳥類
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::|1饉 1量 :

オオジシギ 戦場ヶ原1 77.5.29 ノスリ 戦場ヶ原 77.5.29

ホオジロ舎 光徳 77.5.29

コマ ドリ♂ 湯ノ湖畔 77.5.29

.|‐ ‐||||:

`‐

.‐:`縦

エゾムシクイ 湯滝下 76.5.30

ホオアカ♂ 戦場ケ原 835.22

写真 2-α  奥日光の鳥類
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モミ・ツガなどの針葉樹のある落葉広

葉樹林 湯川流域     83.5.22.
泡の浮遊する湯川流域 戦場ケ原付近

(写真下)         83.522
コメツガ・ツラビソ・ トウヒなどの針

葉樹林 (亜高山帯)湯滝下 835.22.

センダイムシクイの生息するササのあ

る斜面 湯 ノ湖畔     83.5.22.

コル リやコマ ドリの生息する環境

湯ノ湖畔       83.5.22.

写真 1-b 調査地の環境

ミズナラ林 泉門池付近 83.5.22
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手前にシラカンパ林の見える 戦場ヶ原

83.5.22.

カラマツ 。ズミ・シラカンパの明るい

混交林 泉門池の付近   83.5.22.

手前にカラマツ稚樹

戦場ヶ原

ワタスゲが見える

83.5.22.

ミソサザイが巣を作る崖 湯ノ湖畔

83.5.22.

刈込湖 70.5.22

写真 1-θ  調査地の環境

湯ノ湖 83.5.22
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図 5-a 環境別の生息位置の違い (湯川沿い)
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図 5-b 環境別の生息位置の違い (戦場ケ原)



カケス
アカハラ

(例 a) (例 b)

ホオ ジロ

ウグイス マガモ ヒガ ラ
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図 4-b 営巣状況



コル リ

セ ンダイムシクイ

メボソム シクイ

ミソサザイ

(例 a) (例 b) (例 C)

キ ビタキ

オオル リ

| ′

―

■
ド
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図 4-a 営巣状況



a. ミズナラの純林 (下草はササ類)

b.ミ ズナラ,針葉樹

各種広葉樹の混交林

湯 川

C.コ メツガ,シ ラビツ

オオンラビツを中心とする湖畔の針葉樹林

切込・ 刈込湖

d.ズ ミ, シラカンパ, ミズナラ,カ ラマツの稚樹の生える明るい林 (戦場ケ原周辺)

e.ホ ザキシモッヶ,枯木.ズ ミのある湿原

戦場ケ原

3 鳥類の生息する各種の環境図



14.ア  カ ゲ ラ

12.オ オ ル リ

13.シ ジ ュ カ ラ

切込湖～涸 沼

戦場ケ原(赤沼)

光 徳 牧 場

戦 場 ケ 原

湯 滝～泉門池

戦 場 ケ 原

湯本(湯 ノ湖畔)

72. 6.25

73. 6.24

75. 6.25

73. 6.24

80. 6. 5

73. 7. 1

75. 6. 5

75。  6.5

道の脇の枯木の根本 (5卵)抱卵中

ズミの樹上のうろ (雛)

ミズナラの樹上のうろ (雛 )

湯川近くのシラカバ (雛 )

湯川沿のハンノキ (雛 )

ズミの樹枝上 (雛 )

ササ林中 (4卵 )抱卵中

旅館の軒下 多数

地上

“

m

3α触

2.5m

41n

2m

lm
2m～
6m

15。 モ      ズ

16.ウ  グ ィ ス

17.イ ワ ッ バ メ

環境別による生息位置の違い

(奥 日光を代表とする環境とそこに生息する種類のすみわけ)

0湯川流域などの ミズナラを代表とする落葉広葉樹林中に生息する種類 (図 5-a参
照)

図の様に,湯川に沿って遊歩道があるが,Aの川面およびその川岸ではカワガラス,

キセキレイが生息,Bの川岸より道および道の脇の崖の斜面,崖地を含む広い地域で

は ミソサザイ,キ セキレイ,な どが生息する。また,Cの下層のササの斜面や崖地,

低灌木や下枝のある崖上では,ェ ゾムシクイ,セ ンダイムシクイ, ウグイス, コル リ

が生息する。また林層分布の中層下部のDでは, ヒガラ,シ ジュウカラ, コガラ, ゴ

ジュウカラなどが生息 し,中層部上部のには,キ ビタキ,力 ヶス,ァ ヵゲラ,オ オア

カゲラ,サ メビタキなどが生息する。上層部の林冠部 Fに は,サ ンショウクイ,ォ ォ

ル リ,カ ッコウ,ム クドリなどが生息する。

O戦場ケ原に生息する種類 (図 5-b参 照)

戦場ケ原の湿原の湯川に沿った遊歩道があり,ズ ミの林のAに はアオジ,モ ズなど

が見られ, Bの ホザキシモツケの藪には, ウグイス,ホ ォァヵなどが生息,所にカラ

マツの幼樹があり,ス スキやヮタスゲなどの禾本科植物が生育する湿原のCに は,ホ
オアカ, ノビタキが生息する。また独立した枯木Dに は,モ ズや時にはホオジシギが

止まり,カ ラマツなどの枯木の枝上には,ム クドリやカッコウが止まって大声で鳴く。

また上空 Fに はカッコウやアマツバメ,時々オオジシギが飛びまわる。
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5月 から6月 にかけての繁殖には早い時期が最も多かったため,発見できた巣の多 く

は,巣作中のもの,産卵中,あ るいは抱卵中のものがほとんどで,繁殖の調査には時

期的にやや早かったことが,そ のおもな理由に上げられよう。

これら確認できた種類について,巣の状況を (表 4)に まとめ,ま た,そ の巣の位

置や状況を (図 4-aと b)に ,ま た,そ の写真を (写真 3-aと b)に 示した。

○変った巣の例

アカハラの巣 (写真 3-b参 照)

アカハラは通常,喬木や灌木の枝上に営巣するものが,ほ とんどであるが,光徳で

発見した巣は枯れた ミズナラの樹幹の上部にある樹洞中に作られてあった。巣の高さ

は地上約 2m,樹 洞の上部から約30Cmの樹洞の中に,そ の巣が作られており,一見キ

ビタキの巣の様であった。

表 4繁 殖 記 録 の ま と め

No 種 類 高 さ

1.マ   ガ  モ

2. コ   ル   リ

3.芽
ンダイムシク

4.カ  ケ  ス

5。 ア カ ハ ラ

6°
メ 

ウナイスズ

7. ヒ   カ
゛   ラ

8.ゴ ジ ュウ カ ラ

9.ミ ソ サ ザ イ

10。 ホ オ ジ ロ

11.キ  ピ タ キ

泉 門 池 付 近

湯滝下～
泉門池間

泉 門 池 付 近

戦 場 ケ 原

光 徳 付 近

戦 場 ケ 原

光 徳 付 近

戦 場 ケ 原

泉門池～
戦場ケ原

戦場ケ原(湯川)

湯本～刈込湖間

湯滝下～泉門池

光 徳 牧 場

戦 場 ケ 原

68. 5.26

68. 5.26

70. 5.24

70. 5.24

71. 6.13

72. 6.25

73. 6.24

71. 6.13

76. 6.13

81. 5.31

71. 6.13

71. 6.13

72. 6.25

76. 5.30

76. 6.13

72. 6.25

72. 6.24

地 上

3m

l.3rn

2m

l.2m

4m

5 rn

l.5m

lm

6m

地 上

50Cm

2■ 1

ササ林中 (6卵)抱卵中

道の脇の斜面 (4卵 )抱卵中

道の脇の斜面 巣作中

ズミの林中のモミ樹上 (7卵 )

ミズナラ林中のモミの幼樹上 (4卵 )

ミズナラ林中の枯れた樹洞中 (4雛 )

ウツギ類の樹上 (4卵 )

ミズナラの枯木の コゲラの巣を利用
(雛 )

ミズナラ林のカラマツのアカゲラの巣
利用 (雛 )

湯川の枯木 2mの コゲラの巣を利用
(卵 )

ミズナラ樹木のうろを利用 (卵 )

ミズナラ樹上 (雛 )

道の脇の崖の壁面 (雛 )

道の脇の崖の奥 (雛 )

″    (″ )

ウツギの幼樹上 (1卵 )

明るいミズナラ,ズ ミの林中の大木の
枯木上 (4雛 )
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表 3 奥日光における主な植生と,そ こに生息する鳥類

代表的な種類とその生息する位置
環境別の代表
的植生

コ メ ツ ガ

シ ラ ビ ソ

オ オ シラ ピ ソ

ミ ズ ナ ラ

(下草 ササ類)

下  層  部

コ マ ド リ

ミ ソ サ ザ イ

コ   ル   リ

センダイムシク
イ

ウ グ イ ス

ヤ プ サ メ

ミ ズ ナ ラ

カ ラ マ ツ

モ   ミ

コ   ル   リ

センダイムシクイ

|「
ビ

ウ

ン ズ
｀
 イ

グ イ ス

ク イ ナ

シ ラ カ ン バ

ミ ズ ナ ラ

ズ     ミ

ア  シ  原

ホザキシモッケ

カ ラ マ ツ幼樹

キ ビ タ ‐ コ ゲ ラ・ウ グ イ ス

ニュウナイスズメ・ァ カ ハ ラ 。ア  オ  ジ

ホ オ ジ ロ 。そ      ズ

ア

　

ホ

　

ウ

オ  ジ・ホ オ ジ ロ 。ヒ

ア カ 。オ オ ヨ シ キリ・ マ

イ ス・カ ッ コ ウ 。モ

オ ガ モ
　

ズグ

ス

ス

ア

ゲ  類 戦場ケ原

小田代ケ原

涸 沼

ズ ゴ ヶ

ス   キ

ホ オ ア カ 。ヒ  バ  リ

ノ ビ タ キ 。オ オ ジ シ ギ
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ヤ メ 類

奥日光における鳥類の繁殖状況

筆者がこれまで,奥日光で繁殖を確認できた種類は,合計17種で, これは, ここで

夏季観察 した種類の約27%に すぎない。この理由は今回の調査が繁殖調査を第一とし

たわけではないということと,調査の時期に問題があったからで,実際,調査時期が

主 な 地 域
上  層  部 中 層  部

切込・刈込湖畔

湯ノ湖畔

キ ク イ タダキ

ル リ ピ タ キ

ツ ツ ド リ

コ  カ' ラ

ヒ  ガ  ラ

ウ       ソ

エ ゾ ム シ クイ

メボソムシクイ

サ メ ビ タ キ

戦場ケ原周辺部

小田代ケ原周辺部

光徳周辺部

カ ッ コ ウ

ツ ツ ド リ

ホ ト ト ギ ス

オ オ ア カ ゲラ

ム ク ド リ

ニュウナイスズメ

カ  ケ  ス

ロ
　
ーー
′　
ラ

ジ

シ

ゲ

ミ

バ

カ

マ

キ

ア

湯川流域

湯 滝 下

湯本温泉付近

オ オ ル  リ

サ メ ビ タ キ

コサ メ ビタキ

ホ ト ト ギ ス

キ ビ タ キ

シ ジ ュウ カ ラ

コ  ゲ   ラ

エ ゾ ム シ クイ

ニュウナイスズメ

戦場ケ原

光徳牧場

戦場ケ原の湯川流

域



○コメツガやシラビソ,オ オシラビソなどが生育する亜高山の針葉樹林中に生息する

種類。

シラビソ,オ オシラビソ, コメツガなどの亜高山の針葉樹林が見られるような地域

は,調査地では,湯ノ湖畔の一部と,湯滝下の湯川沿いの地域の一部,お よび湯ノ湖

より奥の切込湖刈込湖の周辺部に広 く分布する。そこに生息する種類を上げると,メ

ボソムシクイ,ル リビタキ, コマ ドリ,エ ゾムシクイ, ミソサザイ, ヒガラ, コガラ,

サメビタキ,キ クイタダキ,ウ ソなど亜高山帯を代表する種類が記録されている。特

に切込 。刈込湖の湖畔近 くには, コマ ドリ,エ ゾムシクイ,メ ボソムシクイ,ル リビ

タキが多い。

○ズミや若いカラマツ,シ ラカンバの生育する明るい林に生息する種類

小田代ケ原の周辺や,戦場ケ原の周辺部には天然のカラマツや生育の悪いシラカン

バ,ズ ミが生育 し,それらの林にはアオジ, ヒガラ,モ ズ,キ ビタキ,ア カハラなど

明るい林を好む種類が生息する。またやぶには,ア オジやウグイス,ホ オアカなども

生息する。

○湿原や湿原の周辺部の草原に生息する種類

戦場ケ原や小田代ケ原の様に湿原や乾燥 しつつある湿原の周辺部の草原では,生息

する鳥類は草原性の鳥類にかぎられる。たとえば,戦場ケ原の周辺部ではホザキシモ

ツケの群落があり,そ こには,ウ グイスなどが生息している。湿原には, ノビタキ,

オオジシギ,ホ オアカ,モ ズなどが生息し,水辺近 くには, ヨシ原があり, ヒクイナ

の声が聞え,オ オヨシキリが毎年少数見られる。また,こ の付近では,上空をアマツ

バメが飛びまわり,湿原に発生する多数のブユなどの昆虫を餌としているようだ。湿

原に残っている枯木には,ホ オアカ, ノビタキ,モ ズなどの巣に托卵するため,多数

のカッコウが集まる。
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ハシブ トガラス Cornus macrOrhynchos

奥日光に産するカラスは,ほ とんどこのハシブトガラスで,ハ シボソガラスの方は

ほとんど生息 していないようである。最近,本種は次第にふえているようで,こ れは

奥日光地方の都市化が著 しく進んでいることを示 しているようである。

C.環境別による生息する種類の違い

奥日光に生息する鳥類を,そ の生息する環境条件によって大別すると次の様に区分

される。第 1に湯ノ湖畔の一部や湯ノ湖より流れ出る湯川流域ぞいの地域や,光徳小

田代ケ原の周辺部の ミズナラを中心とする落葉の喬木林中に生息する種類,第 2に は

湯ノ湖の一部や切込・刈込湖付近を代表とするトウヒやコメツガ, シラビソ,オ オシ

ラビソなどの亜高山の針葉樹林中に生息する種類,第 3に は,戦場ケ原や小田代ケ原

の周辺やその付近にあるズミや,若いカラマツ, シラカンバの生育する林に生息する

種類,第 4に は,戦場ケ原,小 田代ケ原,涸沼などの湿原や草原,ま た,そ のまわり

に広がる草原に生息する種類の 4つ に分けられ, しかも,そ れぞれの環境には,そ こ

に生息する野鳥の種類により生息位置の違いも見られる (図 3お よび表 3参照)。

Oミ ズナラを中心とする落葉の喬木林中に生息する種類

奥日光の ミズナラを中心とする林は, この地方が春遅くまで低温になることが多 く,

毎年, ミズナラの芽ぶきが著しく遅いので, 6月 下旬 ぐらいまでは,林の中はかなり

明るい。また,地表には多 くササ類が生育 している。これは,こ のあたりが火山灰性土

壌であるため,酸性に強いこのような ミズナラが中心に林を形成 しているようである。

このミズナラ林は,光徳一帯,お よび湯川ぞいの泉門池付近,赤沼付近,竜頭ノ滝付近 ,

小田代ケ原周辺部などに広 く分布している。これらの林に生息するおもな鳥類の種類

を上げると,キ ビタキ, ヒガラ, コガラ,キ バシリ, ゴジュウカラ,ム クドリ, コル

リ, ウグイス,セ ンダイムシクイ,ニ ュウナイスズメ,ア カゲラ,オ オアカゲラ,カ

ケス,ム クドリなど,そ の種類はかなり多い。また,湯川流域や湯ノ湖畔の一部,湯

本温泉などでは, ミズナラを中心として,そ のほか,数種の落葉広葉樹やモ ミ,カ ラ

マツなどの針葉樹よりなる混交林となっており,ォ ォル リ,サ メビタキ,コ サメビタ

キ,ホ トトギス,シ ジュウカラ,コ ゲラ,エ ゾムシクイ,ニ ュウナイスズメ, ビンズ

イ,ウ グイスなどが生息し,ま た湯川流域ではカワガラス, ミソサザイ,キ セキレイ

など水辺に生息するいくつかの種類がみられ, とくに, ミソサザイはその数が多い。
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くない。この種は厳冬期もほとんど移動せず越冬 している。

ホォジロ Emberiza cioides

光徳付近,戦場ケ原のズミを中心とする明るい灌木林に生息するが,そ の数はホオ

アカより少ない。光徳牧場で一巣を発見 した。

ホォァヵ Emberiな fucata

奥日光では,ホ ォジロよりもその数が多い。特に戦場ケ原,小田代ケ原には多い。

雄は戦場ケ原では湿原中のカラマツの幼樹やホザキシモツケ,ズ ミの小枝などに止ま

ってホオジロに良 く似た声で囀っている。

ァォジ Em“ riza spod∝ephala

戦場ケ原のズミの林に多 く見られる。雄はズミの樹上に止まり美声で囀る。ホオア

カより個体数は多 くない。

ニュウナイスズメ Pぉser rutilans

湯ノ湖畔や戦場ケ原周辺,光徳などの ミズナラを中心とする落葉広葉樹林やカラマ

ツ林に広 く生息し,湯 ノ湖畔,光徳では比較的その数も多い。巣もいくつか発見 して

いる。

ムクドリ  Sturnus cineraceus

主として戦場ケ原周辺の ミズナラの林に多 く生息しているが,戦場ケ原にも生息 し

ている。最近は,そ の個体数が増えているようである。本種が生息する標高としては

かなり高い方である。戦場ケ原では,湿原中のカラマツの枯木にあけられたキツツキ

類の穴に巣を作っている。また ミズナラの大木のうろなども巣としている。いずれに

しても,本種のような環境に対 し適応力の強い種が増えているということは,奥 日光

一帯の環境が悪化 している証拠ではあるまいか。

ヵヶス  Garrulus glandarius

本種は,個体数はあまり多 くないが, ミズナラ樹林や戦場ケ原にあるズミや ミズナ

ラの混交林に生息している。
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キビタキ・ Ficedula narcissina

奥日光では,かなり広い分布を示 し,そ の数もかなり多い。 ミズナラ林などの落葉

広葉樹林に広 く生息するが,亜高山帯に見られる暗い針葉樹林には少ない。その他,

戦場ケ原やその周辺部に点在するズ ミや ミズナラやカラマツなどの混生する明るい林

にも生息し,巣も発見 している。

オオルリ Cyanoptila cyan01nelana

奥日光では,その分布は局地的でその数も多 くない。確実に見られる所としては,

湯ノ湖畔,湯滝下,湯本温泉から切込・刈込湖への道の途中,涸沼付近など数力所に

かぎられ,ま た,最近はその数も激減している。巣は涸沼付近で発見 している。

サメビタキ Muscicapa sibirica

湯ノ湖畔から湯滝下の湯川沿いの針葉樹林を中心として生息 している。 5月 中・下

旬ごろの渡来直後は数羽の群をなしており個体数も多いが, 6月 に入ると,各地に分

散するために,あ まり目立たなくなる。

コガラ Parus mOntanus

主として亜高山帯のコメツガ, トウヒ,シ ラビソなどの針葉樹林に生息するが, ミ

ズナラなどの落葉広樹林やカラマツ林などの明るい林にもその数が多く見られる。ま

た,行動する範囲もかなり広い。

ヒガラ Parus ater

主としてコガラと同様なかなり暗い針葉樹林に生息するが,その個体数は, コガラ

よリー般に多いようだ。針葉樹林のあるミズナラ林にも生息し,戦場ケ原付近で, こ

れまで 2巣を発見 している。

ゴジュウカラ Sitta major

湯ノ湖のある湯本温泉付近や,光徳や戦場ケ原の周辺のミズナラを中心とする落葉

広葉樹林や,カ ラマツとミズナラの混交林に広く分布し,その数も多い。

キバシリ Certhia fomiHaris

光徳付近,戦場ケ原の赤沼近 くの ミズナラ林などに生息するが,その数はあまり多

- 62 -



いくつか発見 した。

ウグイス Cettia diphOne

ミズナラ林の林床にあるササ林に主として生息している。特に,湯ノ湖畔,泉門池

付近,切込・刈込湖から光徳の途中にあるササ林には,そ の数が多い。巣は湯ノ湖畔

で発見 している。

オオヨシキリ Acr∝ ephalus arundinaceus

個体数は少ないが,湯 ノ湖畔 (標高1480m)と 戦場ケ原 (標高1400m)の ヨシ原等

に, ごく少数見られることがある。本種は年によって,そ の変動があり,全 く見られ

ない年もある。本種が生息する標高としては,かなり高い所でありめずらしい。 しか

し, これらの平地の鳥が見られるというのは, この地の環境変化が起こっているとい

うことを具体的に示していることも言える。

メボソムシクイ PhyHoscopus tЮ realis

亜高山帯を代表とするこの種は調査地では,湯 ノ湖畔,切込・刈込湖周辺に分布す

る。特に,切込・刈込湖周辺の針葉樹林には,そ の数が多 く,巣作り中の一巣を発見

した。

エゾムシクイ Phylloscopus enelHpes

メボソムシクイに比べるとかなり局地性が強いこの種は,奥日光においては,そ の

数が比較的多い。これはエゾムシクイが好んで生息する好適な環境があるからで,切

込・刈込湖の湖畔,湯滝下の湯川沿い,湯ノ湖畔など,奥深い崖のある特有な環境の

地域に多い。

センダイムシクイ Phy■o%opus∝cipitalis

メボソムシクイやエゾムシクイよリー般にその生息する分布は低いが,湯 ノ湖畔や

湯川沿いの一部の地域では,こ の三種がほとんど混生している所がある。 しかし,標

高1600mの 切込・刈込湖周辺の針葉樹林には,生息していないょうである。メボソム

シクイやエゾムクシイよリー般にかなり明るい林に好んで生息し,林床にはササ類や

スゲ類の生えた斜面地に多い。
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発見 している。

カワガラス Cinclus pallぉ ii

湯滝より湯川沿いに以前は多数生息していたが,近年その数が著しく減少した。そ

の主要な原因は,湯ノ湖,湯川への多数のマスの放流によって湯川の水質が著しく悪

化したためと考えられ,こ れは大きな問題である。

ミツサザイ Troglodytes troglodytes

湯ノ湖畔や湯川沿いの各地,特に湯滝から泉門池,竜頭の滝付近に特に多数見られ

たが,やはり,最近は, その数が減少 している。その原因は,カ ワガラス同様,湯ノ

湖や湯川へのマスの放流による水質の悪化が直接影響 したためではなく,多 くの釣人

がマスを釣る目的で,そ の生息地や繁殖地に入り込むので,そ の生息や繁殖が脅かさ

れているためと考えられる。事実,人のあまり入っていない切込・刈込湖周辺では,

まだ,そ の数は多い。

コ|ル リ  :Erithacus cyane

5～ 6年 ぐらい前までは,湯ノ湖畔に数多 くのコル リが生息していたが,最近はそ

の数がめっきり少なくなっている。とくに,湯ノ湖の南岸部の湯滝の近 くには,以前,

相当数の囀りが聞かれたが, ここ2～ 3年 ぐらいは,そ の声すらほとんど聞くことが

できなくなってしまった。湯滝から下の湯川沿いの道の両脇も,以前はその数が多か

ったが,やはり釣り人の影響か,著 しく減少して しまった。

ノビタキ SaXiC01a torguata

関東地方の代表的繁殖地としては,榛名山麓や, この奥日光が良く知られている。

個体数はあまり多 くないが,戦場ケ原と小田代ケ原で見られる。このノビタキも最近,

その数が減少 しているが, この原因は,戦場ケ原湿原の乾燥化と釣り人の湿原への侵

入が上げられるようである。

アカハラ Turdus chrysolaus

奥日光のアカハラは,山梨・静岡県下の富士山麓や長野県の軽井沢などの日本有数

の鳥類生息地と比べると,その数は多 くない。戦場ケ原周辺,光徳の ミズナラを中心

とする林やズミの林, カラマツの林に生息している。戦場ケ原および光徳でその巣を
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b.奥 日光地方に生息する特記すべき種類について (写真 2-aと bと C参照)

マガモ Anas platyrhyncos

奥日光は本州におけるマガモの代表的繁殖地として,尾瀬や上高地と並んで古くか

ら良く知られている。湯ノ湖あるいは湯川沿いの地域に見られるが,泉門池あたりは

毎年数番が見られ,時には雛を連れたものも見られる。筆者は泉門池付近で巣卵を発

見 したが,水辺からかなり離れた, ミズナラ林中のササの中にあった。最近は,人に

も非常に慣れ,そ の数も増えている。

ヒクイナ Porzana pusina

戦場ケ原の湯川沿いのアシ原や近 くの湿地よリコ・コ・コ……という,そ の声を毎

年間くことができるが,そ の姿を見たことはない。 ヒクイナがこのような標高の高い

所に生息 している例は尾瀬で記録があるが,比較的めずらしいのではないかと思われ

る。

ォォジシギ GallinagO hardwickii

戦場ケ原の赤沼付近を中心として,三本松あたりの湿原・湿地に生息している。個

体数はそれほど多 くないが,年によりその数は変動するようである。湿原に残る枯木

などの上に止まって鳴いていることも多いが,天候が変化するときなどに,上空を鳴

きながらディスプレーをして飛びまわるのを見ることが多い。

カッコウ CuCulas canorus

戦場ケ原には,そ の数はかなり多い。湿原中に残るカラマツなどの枯木上などにと

まり,大声で鳴きながら,そ れぞれの個体は,な わばりを保持 しているようである。

時には 2～ 3羽が追いつ追われつ飛びまわる。ここではノビタキやモズ,ホ オアカ,

アオジなど,各種の巣に托卵 しているものと思われる。

モ:ス: Lanius bucephalus

個体数はそれほど多 くないが,戦場ケ原の湿原やズミの林にその姿を見ることがで

きる。ここのモズは頭部がかなり灰色味を帯びる,いわゆる高原モズと呼ばれるもの

で,早春からここにいるものかどうかは調査していない。巣も戦場ケ原のズ ミの林で
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マスの放流を続けると,やがて野鳥はおろか,戦場ケ原の湿原植物までにも多大な影

響がでてくることが考えられるので,た だちに,マ スの放流の中止と,当分の間,湯

ノ湖,湯川のマス釣り全面禁漁を望みたい。なお,今回の調査で,当然記録が予想さ

れる,キ ジ,ヤ マ ドリ,ア オゲラ, ツバメ,ア カモズ,ヤ マガラ,メ ジロ, カワラヒ

ワ, イカル,オ ナガ,ハ シボソガラスなどの記録がなかったたが, これは,竜頭の滝

より下の菖蒲ケ浜や中禅寺湖畔あたりまで,その調査の範囲を広げたならば,そ のい

くつかの種類が記録されたものと思われる。

表 1 奥日光の鳥類調査 (ま とめ)

※ △ は鳴き声で確認

および調査

年月日 82
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調査結果

a.生息する種類およびその現状

筆者が1967年以来記録した,過去15年間の奥日光における鳥類の調査記録をまとめ

ると,(表 1-aと b)のようになる。その結果,当地で生息を 確認 した 種類は合計

28科64種である (表 5参照)。 これは, このあたりで生息する野鳥の 種類数としては,

それほど多いとはいえない。その理由としては,調査地域がかなりかぎられていたこ

と,冬鳥や旅鳥など,渡りの一時期にかぎって見られる明らかに当地では繁殖をしな

い種類はのぞいてあることなどがある。また, これを他の代表的な鳥類生息地と比較

してみると,そ れぞれ地域によって,少 しずつ鳥類相に違いがあることがわかる (表

2参照)。 これは,それらの地域により, 地理的, 気候的条件の違いが大いに関係し

ているようである。たとえば,富士山麓の山中湖畔の旭日ケ丘付近 (北緯35° 26′ ,東

経 138° 51′ ,標高約 985m)や 長野県の軽井沢星野温泉付近 (北緯 36° 26′ ,東経 138°

38′ ,標高約940m)と 奥日光地方 (北緯36° 47′ ,東経139° 28′ ,標高1350m～ 1620m)

とをそれぞれ比較してみると,そ こに生息する鳥相の違いを明らかにできる。それに

よると,山中湖畔と軽井沢の鳥相は良く似ているが,奥 日光とは,それぞれ鳥相が,

はっきりと異なっていることがわかる。たとえば,キ ツツキ類にかぎって言えば,奥

日光地方ではアオゲラがほとんど見られないが,かわってオオアオゲラが見られるな

ど, これは,緯度や標高の違いが大いに関係 しているものと思われる。

筆者のこれまでの調査結果によると,奥 日光は,野鳥の種類数,個体数共にかなり

多いとされているが, ここ数年来,生息する野鳥の種類や個体数の微妙な変化が生じ

ているようで (表 1参照), とくに,個体数に関しては相当な減少傾向が感 じられる。

この原因には, ここ数年来の世界的異常気象が最も大きな要因になっているものと思

われるが,それ以外の要因としては,湯川の水質の変化と湖畔や河川近くの野鳥の生

息地の環境変化が上げられる。たとえば,湯川の水質の変化の大きな理由は,湯ノ湖

や湯川への大量のマスの放流で水が汚染され,現在では,湯川のよどみのあちこちに,

川魚特有の臭気を発する大量の泡が浮遊するほどになってしまった。このように水質

の悪化は,そ こにすむ,水生の昆虫を食餌としているカワガラスなどに大いに影響 し,

その数は最近激減している。そして,こ の放流したマスをねらって,多数の釣り人が

野鳥の生息地でもある湖畔や湯川沿いの地に入り込み,そ こにすむ野鳥の生活をおび

やか している。また,一部の釣り人は立入禁上になっている戦場ケ原湿原まで入り込

み貴重な湿原植物までも踏みつけるなど, どんどん環境を悪化させている。このまま
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調査方法

調査方法としては,いわゆるライントランセクト法(ラ イントランセクトセンサス)

で行なった。この方法は,調査地の道をほぼ一定のゆっくりとした速度 (lh/時)

で歩き,観察幅を左右それぞれおおよそ30m以内ぐらいにとり,その間に肉眼あるい

は望遠鏡 (双眼鏡)に よって目撃,お よび,明確なる鳴き声によって,そ れぞれ確認

できた種類をその環境を明示しながら記録した。ただし,今回の調査では,個体数に

関しては,で きるだけ正確に記録するようにつとめたが,観察や写真撮影を行なって

いるため,不正確になることも多いので,ほ とんどが種類の確認のみにとどめてある。

したがって,出現頻度は算出できなかった。また,繁殖調査の方は,繁殖が確認でき

そうな時は,で きるだけ,巣の発見につとめ, もし巣を発見できた場合は,そ の巣の

あらゆる状況をくわしく記録し,その場で,巣の写真撮影も行なっておいた。

調査経過と調査地域

調査を開始したのは1967年で,以後,毎年 1～ 2回 訪れ,調査をしているが,以下

にその調査日程と調査地域を示す。1967年 6月 4日 ,湯本から戦場ケ原と小田代ケ原

を調査,1968年は5月 26日 ,湯本から戦場ケ原を調査しているが,繁殖の記録以外の

記録が不明であるのでそれ以外の記録は省いてある。1969年は調査を行なわなかった。

1970年 は 5月 24日 に竜頭ノ滝から戦場ケ原・湯元まで調査した。1971年は 6月 13日 ,

光徳と戦場ケ原を調査。1972年は 6月 25日 ,湯本温泉から切込・刈込湖を経て,光徳

まで調査 している。1973年 は 6月 24日 に湯本から戦場ケ原の赤沼まで調査,同年 7月

1日 は,戦場ケ原と小田代ケ原を調査した。1974年 は6月 24日 ,湯本から戦場ケ原の

赤沼を経て竜頭の滝まで調査,1975年は, 6月 1日 戦場ケ原,湯本,小田代ケ原を調

査した。1976年は 6月 13日 湯本から戦場ケ原の赤沼まで調査,1977年は 5月 29日 ,湯

本から戦場ケ原の赤沼まで調査,1978年 は 6月 4日 ,湯本から光徳まで調査した。1978

年は調査を行なっていない。1980年は, 6月 5日 に調査を行なったが写真の撮影を主

としたので,正確な調査のデーターを得ることができなかった。1981年は 5月 10日 に

湯本から戦場ケ原の赤沼まで調査した。同年 5月 31日 は湯本から同じく戦場ケ原の赤

沼,二本松まで調査,1982年は, 5月 24日 に湯本から戦場ケ原の赤沼まで調査した。

同年 7月 3日 は湯本から切込・刈込湖を経て光徳まで調査している。1983年は 5月 22

日,湯本から戦場ケ原の赤沼まで調査した。調査時間は,山岳夜行を利用した関係上 ,

早朝の午前 6時から午後 2時 ごろまでなので,記録もほとんど午前中のものである。
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調査地の概要

奥日光は,群馬県の県境に接する栃木県の北西部に位置し,世界的に著名な日光東

照宮のある表日光に対 し,そ れより奥に入った,い ろは坂,華厳の滝,中禅寺湖,中

禅寺温泉,さ らに竜頭の滝や,標高約1400mの 北緯36° 47′ , 東経 139° 28′ の地点にあ

る戦場ケ原湿原,お よび,湯ノ湖,湯本温泉,光徳,切込・刈込湖などを含めた一帯

をいう。そして,こ のうち今回の調査対象としてきた地域は,湯川が中禅寺湖へ流れ

込む竜頭の滝から戦場ケ原を通って標高1480mの 地点にある湯ノ湖とその湖畔の湯本

温泉間の自然研究路に沿った地域と戦場ケ原の西側にある小田代ケ原と,北東側の牧

場や沼のある光徳,そ して,湯本温泉よりさらに奥の標高1620mの 地点にある二つの湖

の切込・刈込湖の湖畔の南岸部に限定 してある。(図 1・ 2お よび写真 1-aと b参照)

これらの地域は,いずれも,国立公園内であるため, 自然の景観は比較的良 く保持

されており,かつ,湖沼,河川,滝,牧場,湿原,草原,森林,な どというように,

かなり変化に富んだ環境を持っている。気象条件は,非常に厳しく,年平均気温が約

6℃で,降水量は年2000mを こえ, 1年の約半分は雪でおおわれている。春は遅 く,

5月 に入ってからも, 毎年の様に, 霜が降りたり, 時には, 雪が降ることもある。

また,秋は一段と早 くやってきて,戦場ケ原では,早 くも10月 末には初氷が張る。こ

のように,奥日光は夏季においては,野鳥達が生息する好適環境にめぐまれているが,

一年を通すと,そ の自然条件はかなり厳 しい所である。
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奥日光の夏の鳥類相について

清 棲 保 之

は じ め に

奥日光は,古 くから我が国でも有数な鳥類の大生息地として広 く知られているとこ

ろである。それは, この地域が野鳥の生息する環境として様々な好適条件を備えてい

るからである。とくに野鳥の数が多いのは, 5月 上旬から8月 上旬にかけての繁殖期

で, この時期は,南方より渡来 してきた夏鳥を中心とし,そ の他,漂鳥や留鳥を混じ

え,多 くの野鳥達が, この地で繁殖する。

筆者は,鳥類の観察を目的として,1967年はじめて奥日光地方を訪れたが,以後 ,

ほぼ毎年のように, 5月 中旬から7月 上旬の初夏を中心に,こ の地を訪れ,主として,

野鳥の生態の観察と,その撮影を行なってきた。そして,それと同時に,当地におけ

る鳥類の生息状況の調査を続けてきた。この調査の対象とした地域は,ほ とんど,毎

年多数の鳥を観察できる湯本温泉と竜頭の滝間の湯川沿いに作られた,全長約 4k■ の

戦場ケ原自然研究路を中心とした地域で,そ の他,光徳,小田代ケ原,切込・刈込湖

付近などの地域も含め,継続的にその調査を行なってきた。

調査の内容としては,こ れらの地域における野鳥の生息状況を正確に調べることを

第一とし, さらに,繁殖の状況も調べた。

今回,約 15年間におよぶ, これまでの調査記録をまとめたところ, この地域におけ

る野鳥の生息状況の変化など,い くつかの知見が得られたので, ここにその結果を報

告する次第である。なお, この報告にあたり,何度か調査に同行いただき協力をおし

まなかった元本校教諭 (現在は独協埼玉高等学校教諭)の 加倉井憲一氏,な らびに本

校を昭和52年度に卒業された生物部OBの天野太介氏,大学時代に創設した野鳥の会

のサークルの一員で,鳥友である狭山市立入間中学校教諭の水谷博氏に厚 く御礼申し

上げる。
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粟津則雄著「正岡子規」                     朝日新聞社 (1982年 )

島木赤彦著「万葉集の鑑賞及び批評」              講 談 社 (昭和57年 )

瀬木慎一著「 ピカソ二十世紀芸術の象徴」            読売新聞社 (昭和46年 )

飯田善国著「 ピカソ」                    岩 波 書 店 (1983年 )

ダリ著「 ダリの告自できない告白」               二 見 書 房 (1976年 )

斎藤茂吉集                       筑 摩 書 房 (昭和4年 )

斎藤茂吉全集第八巻                    岩 波 書 店 (昭和墾年)

斎藤茂吉全集第十四巻                        ″ (昭和50年 )

斎藤茂吉全集 (日 記)第
",30,31巻

                 ″(昭和48～49年 )

斎藤茂吉歌論集                           ″  (19∞年)

斎藤茂吉選集第 9巻 (滞欧)                    ″  (1981年)

斎藤茂吉著「万葉秀歌上下」                    ″  (1982年)

佐藤佐太郎著「茂吉秀歌上下」                   ″  (1980年)

佐藤,山 口編「斎藤茂吉歌集」                   ″  (1978年)

Johann JOackirn WinckeLnann:Kleine Schriften‐ Vorreden・ Entwurte Hrsg.vonヽValther

Rehm de Gruyter Belin 1968.

Winckelmann:Geschichte der Kunst des Altertums von Phaidon‐ Verlag‐GMBH Koln

1972.

winckelmann:(〕 edanken iibear die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei

und Bildhaukunst IIrsgo Vbn Ludwig uhlig Rhilipp Reclam Jun.Stuttgart 1969.
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茂吉は戦後の短歌を批評した歌論の一つに「 ウインケルマン,其他」を取 り上げて

いる。「 ウインケルマンが云った『貴き単純』の語は,多 くのギリシア彫刻の実物か

ら鰤 した語であるが実に面 である。一  (略)一 この『貴き単純』の語は,古

代芸術を直顕する語だとすれば,そ の反対は『いやしき複雑煩瑣といふことになるの

ではなからうか。即ち後世ぶりの甘い複雑煩瑣な芸術といふことにならないだらうか。

『あまり多きを望むもの,複雑をよろこぶものは迷誤にさらされている。』とゲェテが

云ったとおもふ。一
 (略)一 。真淵が万葉歌人を批評した中に,大伴家持に及び,

家持の歌は少 し複雑過ぎて,『匂ひなく』と云ったかとおもふ。万葉集の歌も,奈良

朝になってその中期以後は『ゆかしき隈もなき海山を風速き日に見むがごと荒びたる

姿となりぬ』と云ったのはおもしろい。真淵は人麿,赤人,憶良あたりから,人麿以

前の作者を尊敬 し,歌はこせこせすることを避けて,単純に豊かに純粋にゆくことを

欲したのであっただらう。」それと同様に「戦後の東京を中心とする歌壇は, 一般に

こせこせ した,つめ込み主義の歌壇のやうに見えた。・……秋田に行った時も,そ のこ

せこせした『新風』といふ歌風が東京から伝染 して来ていたので驚いたのであるが ,

只今のやうな交通状態の便利な世の中では,『独創』も,『模倣』もあったものでは

なからうと,その時おもった。・……出来のよいといふ中には,必ずウインケルマン式

の言葉に当嵌るものが 必ずあるに相違ない」。茂吉はなにもかも便利になった社会の

メカニズム的複雑さに我慢出来ず,ブ ィンケルマンや真淵の尊んだ古代人の単純さと

健康さをふりかえったように思う。また彼には創作活動は模倣と創造とが常に表裏一

体に見えたかもしれない。茂吉は晩年まで万葉調に徹し,真淵とヴィンケルマンの言

葉通り,古代精神の活力で後進の指導に努めたのである。子規が日常のスケッチを楽

しみ,左千夫が風流な茶の湯を嗜なみ,茂吉は美術に親 しんだ歌人で,彼等の万葉調

と客観的写生の歌はふとく,豊かに,力強 く現在歌壇に多大の影響を与えてきたこと

はいなめない。                    (1983年 6月 19日 )

(注 )

① l日漢字やひらがなは必ずしも原文通りでなく,1日 漢字の読み方も多く省略した。

② 紙面の都合上,引用した個所の注釈と著書の引用頁等割愛した。

③ 茂吉とヴィンケルマンの『古代人の健康』についてパゥラ著「ギリシア人の経験」でその

事実を述べている。「健康の信仰はいつしか美の信仰になってしまうものである。」

参考文献

正岡子規,伊藤左千夫,長塚節集

正岡子規著「歌よみに与ふる書」

筑摩書房 (昭和46年 )

岩 波 書 店 (1983年 )
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かった』と云っている。(Die venerische Uebel,und die TOchter derselben, die

englische Krankheiten, Vヽtiten auCh nOCh niCht Vヽider die schOne Natur der

Griechen。 )大正四, 五年頃, 万葉集の歌についてアララギに書いたことがある。人

麿時代の男女は健康で,い まだ徴毒などによって体を破られるやうなことがなかった

と書いたやうに記憶している」。 このことについて昭和15年に発表した「万葉の歌の

『健康的』特質について」もっと詳細に書いている。茂吉は万葉人の性格が健康的で

あったことを特に強調していることはすでに周知だと思う。ヴィンケルマンのギリシ

ア人の健康性も同様である。古代ギ リシアには若人の競うオリンピアがあったことや

スパルタ人の子供の教育はその例である。『健康』についてすでに 1章であつかって

いるが,茂吉にとって重要なのでもう一度その一部を引用する。「 この『健康』とい

う表現について西洋人の用語例は一寸おもひつかなかったが,・・―。(略 )・ ……ウイン

ケルマンの古代美術史の中にもあった。『 自由といふものによって全き国民の考が向

上 した。恰も一つの健康な根幹から一つの高貴な樹枝が出でたやうなものである。』

と云々といい,ま た『 この若さのうへに健康が栄える。そして暁の紅が晴天を告示す

るごとくにその勁さがあらはれる。』云々といふのである。」が, ヴィンケルマンは彼

の文学的表現がたくみで優美に表現 している。茂吉はヴィンケルマンの『古代美術模

倣論』は『古代芸術史』より後に読んだようで,十分そこからの引用が少いのでそれ

に関することで補足したい。

E)ie lKrankheiten, 、velche sO viel Schonheiten zerstё ren, und die edelsten Bil‐

dungen Verderben,waren den Griechen n∝ h unbekannt.(極 めて美を傷つけた

り,高貴な姿体を損うような病気はギリシア人のいまだ知 らないところであった。)

Ein junger Spartaner, VOn dem Siebenden Jahre an auf der Erde geschlafen,

und im iRingen und SChヽ Vimmen von iKindesheiten an 、var geabet w・orden.

(ス パルタの若者は 7歳になると野外で眠り,格闘や水泳で幼時から身体をきたえ

た。)

D)em gё ttlichen E)iagOras gleich zu weden,、 var der hochste Wunsch der Jugend.

(神 の如きディアゴラス ((ロ ドス島出身の格闘勝利者))に似ることが,青年の最高

の願いであった。)

ヴィンケルマンによると,健康は現実的であり,人間的であった。茂吉の万葉人と

異るところがなかったといえよう。

なお茂吉はヴィンケルマンの数奇な生涯にまで紹介 している。ブィンケルマンの歿 し

たのは,賀茂真淵の歿 した前年に当っている。

― 墾 ―



程に,その調べも心も,心に染みぬべし』, と云ったのと似ている」。更に茂吉は真淵

とヴィンケルマンとの類似点を上げて模倣論の解釈に日本の文芸に鋭い見方を持ちこ

んだといえよう。「 ウインケルマンが『貴き簡素と静かなる偉大さ』(eine edle Einfalt

und stine GrOse)と 云ったことはレッシングのラオコーンの第一章に出て来るが,

原文は,''eine edle Einfalt,eine stine Gr"se"と いふのであるらしい。これも,真

淵が『上なるは言少なくして雅び,心ひたぶるにして愛でたし。言少なかれど心通 り,

心ひたぶるなるが哀れなるは,高 く誠なる心より出づればなり。』『ひたぶるに一つ心

に歌ひ』,『云ふ言の葉も多ならざりけり』 といったのと似ている。」 茂吉がヴィンケ

ルマンの古典主義の真髄, ドイツ文学史でも必ず取 り上げる有名な言葉を真淵の言葉

で云いかえたことは驚 くべきことである。誰れが今までに日本人の文芸でか ゝる冒険

を試みたか知 らない。「なほ真淵が,『 あめつちのままなる心の底ひをいひ出づる』と

いへば, ウインケルマンは『大洋の深さの如き深さ』(sO wie die Tiefe des MeeК s)

といふことを云っている。」

茂吉は二人の学者の格調高い文章を対比 しながら,考察 していることは当時ではあ

るいは今 日でも新 しいことであった。この解釈法は美術史家や ドイツ文学者にも想像

を絶するところに茂吉の英知と洞察力の鋭さを認めざるをえない。なおここでは彼等

の文章について個々に紹介すべきであるが,その一部分にとどめておく。「いづれに

しても,彼等二人は古代そのものを憧憬 してやまず,その大切な要素として,一面は

静厳,高詢,高調,一面は簡素,省浄,単純等を認めたものであった。」

更に茂吉がブィンケルマンの古代芸術の本質を如何に鋭 く見抜いていたか,上記の

事からしてもわかるが,実際彼が原文を引用していることを忘れるわけにはいかない。

特に「ウインケルマン補遺」で取 り上げている。ここでは彼の言葉で二つの事柄に触れ

ておく。「若 しこの現世にひとの模倣出来ないほど偉大なことがあるとして,そ の偉

大に致るただ唯一の途は古代人を模倣するにある。誰かが云ったように, ホメエール

の偉大さを驚歎するには,先ず彼を理解せねばならぬのであるが,こ の事は古代人の芸

術の場合でも同じである。」(Der einzigeヽreg fur uns,gЮss,ja,wenn es mё glich

ist,unnachahmhch zu werden,ist die Nachahmung der Alten,und wasiemand

vom Holner gesagt, daSS derienige ihn beWundern lernt, der ihn WOhl VerStehen

gelernt, gilt auch vOn den Kunstw・erken der Alten, sOnderlich der Griechen.)

茂吉がヴィンケルマンを如何に理解 し,その本質を真に把握していたかと同時に,彼

の考え方でもあった。

「『さういふ無量の美と高貴は形態とを破壊するやうな疾病はいまだギ リシアには無
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『古代ギ リシア美術模倣論』(1775年)であろう, またヴィンケルマンに関する広範

囲の資料である。茂吉自身は『古代芸術史』だけは持っていたようである。『 ウイン

ケルマン補遺』に「 この話の補遺を為すにつき東北大学の河野典一教授のお世話にな

ったことを感謝する。」『作歌40年』に「全集は河野興一教授の好意によった。」 とい

うことは茂吉がゲーテのブィンケルマン論やヴィンケルマンの『古代芸術史』を読ん

だ後で書かれたものである。

それでは茂吉がヴィンケルマンをどのように読んでいたのだろうか。子規は万葉調

模倣で橘曙覧を見出し,茂吉は賀茂真淵を見出し研究 した。その真淵について茂吉は

『真淵とウインケルマン』で書いていることに注目したい。「真淵は万葉集の歌を学

び,古調古調と行かうとしたから,門人等のものでも古調だから好いといふまでにな

った。真淵が『古への歌,古への歌』と繰返 しているのは,そ の古調が好きだからで

あった。古代芸術を尊敬 したり,独逸のウインケルマンもさうである。ウインケルマ

ンが,『古代芸術』といふのは主としてギリシア芸術,ギ リシア彫刻のことをいふの

である。ウインケルマンの,古代人はギリシア人のことである。ウインケルマンの,

『賢 く聖なる芸術家』といふのは,ギ リシアの偉い芸術家のことである。ウインケル

マンにとっては古代芸術とギリシア彫刻とは殆ど同じ意味になるまでに行っている。

そこが真淵の万葉に似ている」。茂吉は確かに子規の真淵万葉崇拝者に示唆されたが,

真淵を深く理解 し,広い見方をしている。すでに そのことに いくらか 触れて いると

思うが,昭和 7年 2月 16日 の日記に「賀茂真淵ノ小博。 真淵の歌論をカキヲハル.」

27日 「一寸午睡シテ,真淵ノ歌ノコトを書キツゾク。」 28日 「午前より賀茂真淵の歌

ノコ トヲカキテ殆 ド全部終ラス, 真淵門流マデカイテシマフ。」 この時期に茂吉は真

淵の歌を十分に学び,真淵の考え方を後にブィンケルマンと比較する好題材になった

わけである。

「 ウインケルマンの考では現在芸術家として偉大になるにはただ一途にギ リシア人

の模倣をすれば好いといふのである。また,『ただギ リシア人のみが凡ての美を包含

した芸術を残 した。彼等の芸術品は完全性であり,美的形態と正統的思想と静粛で高

揚せられた簡素の極致を示 している。』とも云っている。 この『ギ リシア人のみが』

(die Griechen anein)と ぃふ句に私等は留意せねばならぬ。さうして彼は第一の著

書で既にこの結論を云っている。この大胆単純な言葉は真淵が,『 己が詠み出る言の

葉も心もかの中にも宣 しきに似まく欲りつつ, うつそみの世の暇ある時は且つ見,且
つ読みつつ,此中に遊ばひ居る程に古の心詞のおのづから我心に染み,日 にも云ひ習

ひぬめり。』『万葉集を常に見よ。且つ我歌もそれに似ばやとおもひて,年月に,詠む
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について知ったきっかけやその時期を考えることは重要である。 しかし実際彼の日記

を見ても,余 りはっきりとした内容までは書かれていない。唯彼の欧州旅行こそが間

題である。特にイタリア旅行でゲーテの事が書かれている。ゲーテがイタリア旅行し

た時にはヴィンケルマンが,ゲーテの念頭にあったことを思うと,茂吉はすでにゲー

テのイタリア旅行記でおぼろげながらヴィンケルマンという名前を知ったと推察する。

しかし彼の日記や歌論にその名前が出て来るのは10年後である。その間茂吉はすでに

述べたように万葉集や真淵などに集中している。

日記では,昭和 8年 11月 26日 「ゲーテ対話ナ ドー寸読ム」同11年 2月 27日 「 日本橋

丸善に行って ドイツ書を買った。 ゲェテの廉価版なども買った。」 昭和11年 7月 24日

「朝四時半起床,ゲ ェテのウインケルマン論読む。」はじめて茂吉はこの日にブィンケ

ルマンと出会ったことになる。ゲーテの『ヴィンケルマン論』は同時にゲーテ自身の

古典主義論であり,それによって茂吉が如何にブィンケルマンの影響を受けたか,重

要な資料である。茂吉はそれを見過すはずがなかったのだろう。す ぐさま,ゲーテの

芸術論を読んだ後で「ついで, ウインケルマンの 古代芸術史を 読む。」従って 1章で

少 し触れていたことを訂正 しなければならない。彼はヴィンケルマンの『古代芸術史』

を購入 していたことになる。それが何時であるかわからない。同年 7月 25日 「ニイチ

エを読む。」同年 7月 27日 「 ウインケルマン古代芸術史を読 ミ作歌三首。」同年 8月 1

日「ジムメルの『ゲェテ』を読む。」昭和 14年 1月 5日「部屋ヲ片ヅケテウインケル

マン等ヲ読んだ。」それだけが 彼の日記で 見られる個所である。従って茂吉にとって

昭和11年から14年の間にヴィンケルマンについて学んでいたことになる。

茂吉が直接ヴィンケルマンについて書いた事を取 りあげれば『童馬 山房 夜 話』で

「真淵とウインケルマン」 (昭和14年 2月 )「 ウインケルマン補遺」(昭和14年 5月 )

「古代芸術の讃」「昭和21年 1月 )『歌論』では「文学直路」(昭和13年 1月 )「万葉の

歌の『健康的』特質に就いて」 (昭和15年 4月 )「古代」(昭和18年)「 ウインケルマン
,

その他」 (昭和2年 4月 )で茂吉のヴィンケルマン論を考察出来る。 従って晩年に茂

吉はブィンケルマンの古代芸術模倣を紹介したことになる。

彼の歌の中でもヴィンケルマンを歌ったのが二首ある。「寒の夜はいまだあさきに

はなみず                                           しんとく            しよたい

洟 はウインケルマンにおちたり」 (昭和14年 1月 )「身毒の渡来以前の女体をばウイ

ンケルマンと共に欲する」(昭和22年)以上のことから, 茂吉が歌にするくらい,ヴ

ィンケルマンを尊重 し,万葉調模倣と共に西洋の古代芸術模倣論者に関心を向けてい

たわけである。

1章で触れた東北大学の河野興一教授から借用した書籍は,ヴ ィンケルマン処女作
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われ居るみ寺の庭に山の雨みだれてぞ降る砂を飛ばして (昭和 5年 )

冬木立いでつつ来れば原にしもまどかに雪は消えのこりたる (昭和 8年 )

うつせみは和に死なじと甲ひつついにしへ人もなげきけるかも (昭和 8年 )

何事も寂 しきままにありしかど君を歎かむと生きにけめかも (昭和 8年 )

北空に夕雲とぢてうつせみの吾にせまりこむ雪か雨かも (昭和 9年 )

高千穂の山のいただきに息づく大きかも寒きも天の高山 (昭和14年 )

落葉にも光二りかへす水のべにいつる小雀は配偶ありや (昭和15年 )

最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも (昭和21年)

うつせみの吾が居たりけり雪つもるあがたのまほら冬のはての日 (昭和22年)

茫々としたるこころの中にいてゆくへも知 らぬ遠のこが らし (昭和25年 )

以上,茂吉の第一歌集「赤光」 (明治38年)か ら,最後の歌集「つきかげ」まで私

なりに彼の「万葉調」的表現を選んでみたが,それ以外の作品にも万葉語調の表現が

あると思う。彼の万葉調の趣向と新鮮さはその晩年まで変りなかった。即ち茂吉は感

情の率直な表現,直線的で単純ではあるが,力強い緊張感,格調の高さと雄大さや切

実な語気,古語と俗語と造語の調和,鋭い響きの中にやわらかさ,蒼古で荘厳さと朗

らかで重厚さを万葉集から学びとったのである。また子規の客観的写実を守り通した

わけである。かつて茂吉は万葉集について「新古今集が美麗な絵なら,色彩のない石

の彫刻のような趣といっていいだろう。」 と述べている。 それはヴィンケルマンが近

代美術の技巧的表現様式に対して,古典美術のアポロ的表現様式を美の典型だと主張

したのと同じことではないだろうか。

4章 斎藤茂吉とヴィンケルマン

今日では茂吉の業績は,現代短歌を一新し多くの歌人に強い影響を与えてきたと評

価されている。彼は万葉語と現代語を結びつけるのに大変苦労した。最後まで万葉調

模倣が作歌の基本姿勢を主張してやまなかった。この古典的復活はただ単に子規や左

千夫による伝統を固守するというより,更に前進 して伝統をふまえ,あ るいは乗 り超

えて歌を清新に高めたことはすでに 3章で考察出来たと思う。

茂吉は欧州留学 (大正10年～14年)後,歌論に美術様式や絵画の写生を論 じながら,

はば広 く歌の世界にそれを摂取している。また「アララギ」表紙に西洋美術を選んで

解説もするようになる。ここではテーマ通 リヴィンケルマンとの関連についてまとめ

たい。

すでに 1章でも触れているが, もう一度その日記からして,茂吉がヴィンケルマン
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③憶良等は今は罷らむ子哭 くらむその彼の母も吾を待つらむぞ (山上憶良)

「憶良は万葉集の大家であるが,飛鳥,藤原朝あたりの歌人のものに親 しんで来た

眼には急に変ったものに接するように感じぜられる。即ち一首の声調が如何にもご

つごつしている。諸誰微笑のうちにあらわるる実生活的直接性の歌である。」

⑨わが盛また変若めやもほとほとに寧楽の京を見ずかなりなむ (大伴旅人)

「旅人の歌は彼が文学的にも素養の豊かな人であったので極めて自在に歌を作って

いるし,む しろ思想的抒情詩という面に開拓して行った人たちが,歌が明快なため

に,一首の声調に量が少いという欠点があったが,そ の中にあってこの歌の如きは

流石に老に入った境界の作で感慨もまた深いものがある。」

⑩春の野に霞たなびきうらがなしこの夕かげにうぐひす鳴くも (大伴家持)

「この悲哀の情をのべたのは既に人麿以前の作歌には無かったものでこの深 く心む,

細みのある歌調は家持あたりが開拓した。」

茂吉の観賞は冷静で沈着である。ほんの一部十首しか彼の観賞を選択しなかったが,

近世の歌人や学者の意見も参考にはしているが,あ くまでも茂吉自身が長年にわたっ

て万葉集と取り組んだ姿勢から,鋭 く読みとっていると思う。茂吉の万葉調の特徴や

万葉人の健康さがその考察にもみられる。子規や左千夫の影響を受けて,万葉の歌と

取 り組んでいるうちに茂吉も自然に万葉的作歌を得て,新 しい表現形式が生れたので

あろう。

次に茂吉の万葉調模倣の著しい短歌数十首を取り上げる。

かぎろひの夕べの空に八重なび く朱の旗ぐも遠にいざよふ (明治40年 )

ろがねの雪ふる山に人かよふ細ほそとして路見ゆるかな (大正元年)

どんよりと空は曇りて居りしとき二たび空を見ざりけるかも (大正 2年 )

あかあかと一本の道をほりたりたまきはる我が命なりけり (大正 2年 )

この夜は鳥獣魚介もしづかなれ未練もちてか行きかく行 くわれも (大正 3年 )

ゆふされば 根の葉にふる時雨いたく寂 しく降りにけるかも (大正 3年 )

真夏日のひかり澄子果てし浅茅原にそよぎの音のきこえるかも (大正 4年 )

ものの行きとどまらめやも山峡の杉のたいぼくの寒さのひびき (大正 4年 )

わたつみの空はとほけどかたまれる雲の中より雷鳴りきこゆ (大正10年 )

ひかりさす松山のべを越えしかば苔よりいづるみずを飲むなり (大正14年 )

こもり波あおきがうへに たかたの消えがてにして行 くはさび しえ (大正14年 )

はざまより空にひびかふ日すが らにわれは寂 しえ鳴沢のおと (昭和 2年)

群山の青きを占めてこのあさけ一夜をどろまし雲はれにけ (昭和 5年 )
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は……万葉の言語即ち万葉調をもこめた精神をいふのである。そうしてその万葉調を

こめた新調がいかに発展していくかといふのが私等が瞬時もおろそかにしてならない

問題である。」 (『万葉好き,万葉嫌ひ』)

彼自身はその精神『万葉調』を万葉集の歌を個々に詳細に考察しているが, こ でゝ

はその一部を紹介するに過ぎない。これは子規がなし得なかったことでもある。

①三輪山をしかも隠すか雲だにも情あらなむ隠さふべしや (額田王)「この作者が抒

情詩人として優れている点がこの一旬にもあらわれており,天然現象に恰も生きた

人間にむかって物言うごとき態度に出て豪も厭味を感じないのは直接であからさま

で擬人などという意図を余り意識しないからである。」

②石激る垂水の上のさ蕨の崩え出づる春になりにけるかも (志貴皇子)

「歌調が明朗,直線であって然かも平板に堕ることなく,細い頭動を伴いつつ荘重

なる一首。感覚が極めて新鮮だからである。万葉の『なりにけるかも』の例は実に

敬服すべものなので,煩をいとわず書抜いておいた。」

③神奈備の伊波瀬の社の喚子鳥いたくな鳴きそ吾が恋益る (鏡王女)

「極く単純な内容のうちに純粋な詠歎の声を聞くことが出来る。額田王の歌よりも

もっと素直で才鋒の日だたぬ処がある。また時代も万葉上期だからその純粋な響,

語気を伝えている。」

④春の野に董採みにと来し吾ぞ野をなつかしみ一夜宿にけり (山部赤人)

「赤人的な清朗な調べの歌であるが董咲く野に対する一つの係恋といったような情

緒を感じさせる歌である。」

⑤夕されば小倉の山に鳴く鹿は今夜は鳴かず寝宿にけらしも (舒明天皇)

「結局は独立句のように豊かにして逼らぎる重厚なものとなったが,よ く読めば自

ら第四旬に糸の如くに続き,ま た一首全体に響いて気品の高い,い うにいわれぬ歌

調となったものである。『いねにけらしも』は,親愛の大御心であるが素朴,直接,

人間的,肉体的である。」

⑥大国の真神の原に降る雪はいたくな降りそ家もあらなくに (舎人娘子)

「儀容を張らずに,あ りのま にゝ詠んでいて贈った対者に対する親愛の情のあらわ

れている可憐な歌である。」

⑦あしひきの山河の瀬の響るなべに弓月が岳に雲立ち渡る (柿本人麿)

「この歌もなかなか大きな歌だが,天然現象が,そ ういふ荒々しい強い相として現

出しているのを,そのま さゝながらに表現したのが,写生の極致ともいふべきすぐ

れた歌を成就したのである。」
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「万葉集精神」「柿本人麿の恋歌」「万葉集の歌の『健康的』特質に就いて」「万葉集一

首」「 日本精神と万葉集」「万葉集歌人と海」「俳人と万葉集」「万葉雑話」「防人の歌

の声調」「人麿の『小竹之葉者』一首」「万葉特集号の制作と研究」『万葉秀歌上下』

『柿本人麿』等。なお彼が歌論の中で万葉集にふれている個所は随所にみられるとこ

ろで,万葉語,万葉調,万葉精神を如何に学んでいたかを知ることが出来る。万葉の

世界を子規以上に尊重し,主張したのは言うまでもない。

「明治の正岡子規もまた万葉讃美者の一人で, これは唯古きが故に讃美するといふ

のでなしに,万葉の歌が古代のものだから自ら古代讃美者になったのであるが,根本

が常に考えで充満していた人であるから,若 し万葉の歌が近代のものなら近代讃美者

にもなった人である。 しかし結果から見て子規は古代讃美者であった。その門人の伊

藤左千夫も亦万葉讃美者で即ち古代讃美者であった。小説の中にまで『どうも古人は

神経が強健であったらしい。だから平凡なことを言っても,其声調に力がある』と言

ったほどである。さういう機縁により私等も古代に親しみ,万葉集の歌を尊敬 し万葉

集を学ぶやうになった。さうして先進たる子規,左千夫の歌が擬古として別取扱を受

けたことも能 く能 く知っているけれども,現在もまた将来もさういふ批難に臆するこ

とがあってはならぬ。さうして現世に於ける現身として古代祖先の血につながりを感

じ,その剛健なる魂力を受継ぎ覚悟を有たなければならぬ。これ私等が今なほ『ける

かも』を認容 し,『はしけやし』を使用する所以である。約めていへば,古典として

の万葉は私々にとってただの据物ではないのである。正師でもあり,肉親でもあり,

同胞でもあるのである。」 (『 短歌切学門』)と 述べている。

左千夫死後『アララギ会』の指導者として茂吉は万葉調模倣を力説してやまない。

「私はこの古代言語だけでも主要な万葉集精神の一つだとおもっている。そのころ

の歌論から,人麿,憶良,旅人,赤人, くだって家持等のものになると銘々その特色

があって一様ではないが,大体古代言語を綜合した,い はゆる『万葉調』といふもの

を形成 している実に尊び敬礼すべもものである。」 (『 万葉調』)

「真淵日 これらの心を知らむには万葉集を常に見よ。且我歌もそれに似ばやと思

ひて,年月によむほどに其調も心も心にそみぬべし。 自分等の場合は子規の万葉尊重,

万葉模倣でたたきあげられたのだから,『模倣』などといふ字面にも豪も気を揉むよ

うなことがなくてやってきた。それだから万葉『模倣』に徹底 しようともした。この

考は現在でもかはりはない。ただその『模倣』の手段が子規時代と違って来ている。

従って自分等の歌は子規,左千夫時代の歌に比して幾段階新風を実行している。・……

その方向はあくまでも万葉精神の尊重のもとに進まねばならぬのである。万葉精神と
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万葉調と言わしめたものである。

子規は曙覧を通 して次のように語っている。「曙覧の歌は比較的に何集の歌に最も

似たりやと問はば,われも人も一斉に万葉に似たりと答へん。彼が古今,新古今を学

ばずして万葉を学びたる卓見はわが第一に賞揚せんとする所なり。彼が万葉を学んで

比較的善 くこれを模 し得たる伎価は,わが第二に賞揚せんとする所なり。他集が感情

を現し得ざるは感情をありのまゝに写さざるがためにして,万葉がこれを現し得たる

は, これをありのま にゝ写 したるがためになり。曙覧の歌に曰く いつはりのたくみ

をいふな誠だにさぐれば歌はやすからむもの」。私は この章 でヴィンケルンマンが18

世紀に初めてロココやバロック美術とローマ美術様式を排して古典ギ リシア美術を礼

讃 し,それを模倣するに値いすることを主張 した背景にその集中的考察と方法が余り

に酷似していることに興味をもたざるをえない。子規が『曙覧の歌』から客観的写実

性を重視 したことも推して然るべきである。彼の門下生伊藤左千夫や長塚節などの歌

人が子規の歌道を受け継 ぐことになる。なお子規自身は直接万葉集を取り上げてその

本質を詳細に述べることはなかったが,その課題は茂吉に残されたのではなかろうか。

3章 茂吉の万葉調

茂吉は『竹の里の歌』『竹の里人選歌』で作歌を志 し,子規派の左千夫に師事させ

てもらって,子規の主張した万葉調の歌を一層徹底 し,極めていくことになる。茂吉

が正岡子規の歌を学び,『 アララギ』の雑誌で彼についての題目を上げれば,「子規

の歌一首」「正岡子規の話」「子規の歌一つ」「正岡子規の用語例」「子規の書簡」「子

規の『古池や』評」「子規先生の語」「正岡子規の事二三」「正岡子規 『瓶にさす』」

「子規の写生論」。なお茂吉の歌論の中でも子規について触れていることを考えれば,

茂吉がいかに子規の歌道から活動を続けたか察しうる。また師である左千夫の指導に

よって茂吉の万葉論は決定的になる。茂吉は「伊藤左千夫の歌」「左千夫の歌」「伊藤

左千夫」「左千夫の語」「左千夫の歌一首」「左千夫趣味一二」などを書いている。

左千夫や友人赤彦亡き後,茂吉は心血を注いで大正から昭和にかけて万葉集の研究

と作歌に専念 している。それでは彼の歌論や『アララギ』から万葉集について述べた

章や作品を取り上げておく。

『童馬山房夜話』の「芭蕉と万葉集」「国歌大観と万葉総索引」「人麿万 葉 地 理 正

誤」「新万葉集」「万葉好き,万葉嫌い」「万葉秀歌正誤」「万葉調」「万葉の二首比較」

「万葉集研究年報」,『歌論』の「短歌と古典」「人麿と赤人と」「新万葉集に就て」「山

部赤人の歌一首」「新万葉選後感」「柿本人麿の歌」「新万葉集」「万葉集 に つ い て」

一

“

一



壇に馳駆するを得べき事を保証致候」。

彼は良い歌として万葉を模倣 した実朝の歌をあげている。

「 もののふの八十氏川の網代木にいざよふ波のゆくへ知らずも」「武士の矢並つくろ

ふ小手の上に霰たばしる那須の篠原」「時によりす ぐれば民のなげきなり八大竜王雨

やめたまへ」「物いはぬよものけだものすらだにもあはれなるかなや親の子を思ふ」

その他実定,信明,西行,能因,慈円,俊恵,伝教の歌をとりあげる。子規は万葉集

を学びへて, 次のことを云っている。「ただ自己が美を感 じたる趣味をなるべく善 く

分るやうに現すが本来の主意に御座候。故に俗語を用いたる方その美感を現すに適せ

りと思はば雅語を捨てて俗語を用い可申,ま た古来のしきたりの通りに詠むことも有

之候へども,そ れはしきたりなるが故にそれを守りたるにては無之,そ の方方が美感

を現すに適せるがためにこれを 用いたるまでに候」。茂吉は子規のこの 自由な俗語表

現によって,万葉調の中に現在の俗語と造語を調和するという表現形式で歌を詠んで

いることである。特に子規は常に日常の言葉を生かし写生的表現を重視したので,彼

の門下生は写生主義派とも呼ばれている。

子規の歌論でなお注目すべきものとして『曙覧の歌』がある。「橘曙覧 (1812～ 18

68)の『志濃夫廼舎歌集』を見て,始めてその尋常の歌集に非ざるを知る。その歌 ,

古今新古今の陳套に堕ちず,真淵,景樹の集日に陥らず,万葉を学んで万葉を脱し,

瑣事俗事を捕へ来りて,縦横に馳駆する処,かへって高雅蒼老些の俗気を帯びず。殊

にその題目が風月の虚飾を貴ばずして,直ちに自己の胸臆をしく者,以て識見高速,

風俗に超越する所あるを見るに足る」。このように子規は曙覧という万葉歌人及び実朝

以後の詠み手を見出したのは子規の鋭い洞察と達見であろう。和歌の歌人を歴史的に

調べ上げ,その歌を丹念に考察 したことは大変骨のか ゝる作業であったと思う。近代

文学の夜明けに病弱な,一青年が貧苦に負けず,誰にも頼らず,古典文学と取り組ん

でいる姿はやはリヴィンケルマンと同じといわねばなるまい。子規は曙覧 に つ い て

「福井辺の人,広 く古学を修め,夙に勤王の志を抱 く,松平春岳挙げて和歌の師とす。

推奨最つとむ。 しかれども赤貧洗ふが如 く常に順屋の中に住んで世と容れず。古書堆

裏独破几によりて古をかんがへ道を楽しむ,詠歌の如きは固よりその専攻せ し所に非

ざるべきも,胸中の不平は他に漏らすの方なく,凝 りて字と為りて現れし者なるべく,

その歌が塵気を脱して世に媚びざるはこれがためなり。彼自ら詠 じて曰く吾歌をよろ

こび涙こぼすらむ鬼のなく声する夜の窓」と書いている。これは子規が歌人曙覧を見

出し,万葉の歌心を短歌革新の中心においたといえよう。また子規自身の孤独な生活

を勇気づけ,益 々万葉調の作歌に専念 し,晩年の病床生活での歌は茂吉を感動させ,
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まいつ迄苦しめられる 事ゝかと困居候……・ (中略)・ ……体の弱り候一例を申候へば股

の垢を少しアルコールにて拭き候ひしに40度の熱起り頭の髪を刈り髯を剃 り候ヘバ39

度の熱起 り候 他ハ御推察被下度候 昨夜杯は熱少も無 く候へどもどことなく苦しく

矢張泣きわめき申候 夜は先眠れず少し眠れば寝汗かき申候」「病体六尺, これが我

世界である。しかも此六尺の病林が余には広過ぎるのである。僅に手を延ばして畳に

触れる事はあるが,布団の外へ迄足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。甚だしい

時は極端の苦痛に苦 しめられて五分も一寸も体の動けない事がある。苦痛,煩,号泣,

麻痺剤」。 子規が私には芭蕉の句を思い出させて 「むざんやな甲の下のきりぎりす」

に過ず同情を禁じえない。彼はモルヒネで苦痛を抑えて最後の時まで作歌や写生を続

けたのである。「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」及び

「をととひのへちまの水も取らざりき」の三句を残 して,その日の夜半に息をひきと

った。また彼の死に近い病床で詠んだ短歌にしても,彼の心情と外界の統一と万葉調

を読みとることが出来る。「瓶にさす藤の花ぶさ花垂れて病の体に春暮れんとす」「病

む我をなぐさめがほに開きたる牡丹の花を見れば悲 しも」「水づく里人の音もせずさ

夜ふけて唯こほろぎの鳴きさぶるかも」次に,短い苦闘の生涯に於いて, このような

歌心に到達した子規の歌論を取 りあげてみたい。

「仰の如 く近来和歌は一向に振ひ不申候。正直に申し候へば万葉以来実朝以来一向

に振ひ不申候。」 (『 歌よみに与ふる書』)子規が万葉集や実朝の歌を和歌の模範として

いるだけでなく,実朝の歌に万葉時代の歌人を思わせるものがあることを見出したこ

とである。今日まで実朝の歌が尊ばれるのは,子規の影響であろう。「真淵は歌につ

きては近世の達見家にて,万葉崇拝のところ杯当時にありて実にえらいものに有之候

へども,生らの眼より見ればなほ万葉をもほめ足らぬ心地致候」。子規は真淵以上に

万葉集を理解 し,高 く評価している。後 日茂吉が真淵に関心を持ったのは子規による

ものだと思う。「実はかく申す生も数年前までは『古今集』崇拝の一人にて候ひしか

ば,今 日世人が『古今集』を崇拝する気味合は能 く存申候。崇拝 している間は誠に歌

とふものは優美に『古今集』は殊にその粋を抜きたる者とのみ存候ひしも, 3年の恋

一朝にさめて見れば,あ んな意気地のない女に今までばかにされをった事かと, くや

しくも腹立たしく相成候」。子規が古今集は駄洒落で理屈ぽい 歌だと気づいて, くだ

らない歌と評 して古今集からはなれることになる。彼の影響か 今 日な お『古今集』

は余り人気がないが,大岡信氏などによって見直されている。子規は万葉 集 や 実 朝

(1192～ 1219)の 歌に調子の強さ,実直さ,雄々しさそして写実性を好んだ。和歌が

腐敗 し尽していたので「今にして精神を入れ替へなど,再び健全なる和歌となりて文
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は『調和と明るさ』で表現されている。それはまたヴィンケルマンの古典美術論の本

質が受け継がれているといえる。

サルバ ドル・ダリ (1904-  )に ついても, シュルレアリスムを経て超現実主義

派だと云われているが,『 ダリの告白できない告白』によれば, スペインの神秘的伝

統主義の血脈の中にルネサンス時代のラファエル的美への回帰を求めた。「神と人間

との悦惚の境地が欲しい。完壁性が欲 しい,美をくれ。自分の眼でそれがみつめられ

るようになりたい。」「実存的苦悩にまつわるシュレアリスム的不快さはもう終 りだ。」

「もしあなたが芸術家ならば,模倣を真剣に学びたまえ./ かならずなにか未解決な

部分が残るだろう。 かならず新しいものが生まれてくるものだ。」 ダリ自身,ル ーブ

ル美術館に通い,模写することが多かったことを思えば,『模倣』の重要性は云うま

でもなく,茂吉や俳人水原秋櫻子の万葉調, ブィンケルマンの古代ギリシア美術模倣

論は,創作の世界は異っていても,世の東西を問わず,生き続けているわけである。

2章 正岡子規の影響

斎藤茂吉が万葉集のリズムを模倣し,そ れを歌論の中心課題として,最後まで固守

し,発展させたことを考えてみる必要がある。

「 自分は明治38年 ごろ,偶然正岡子規の歌集『竹の里歌』といふのを貸本屋から借

りて読み,歌を作るやうになったのであるが,『竹の里歌』の歌風が晩年になるほど

万葉調になり,ま たその門下生の作物を輯めた『竹の里入選歌』といふものを見ると

益々万葉調なので,万葉集を読んだ」。茂吉はこれを契機にして, 24歳, 第一高等学

校三年の頃から,短歌に親 しみ,作歌に志したのである。即ち子規の模倣から出発 し

て,子規派の『馬酔木』を愛読 し,明治39年 3月 には伊藤左千夫 (1864～ 1913)を 訪

ねて,彼の添削を受けることになった。また茂吉と同じく島木赤彦 (1876～ 1926)も

左千夫を通 して万葉調の作風を学んだ。

それでは茂吉の万葉調の作歌に直接影響を与えた正岡子規について触れることは無

駄なことではなかろう。周知の通り正岡子規は松山藩の下級武士の正岡隼太の息子で

慶応 3年 9月 17日 に生れた。俳句と短歌革新運動を推進し,明治の近代文学が西洋文

学の傾向を帯びていた頃,衰退 していた伝統文学に新鮮さを与え,復活させたのであ

る。早 くから闘病生活を余儀無 くされ,明治 35年 36歳で早世した。彼の晩年の日記

『墨汁一滴』『病沐六尺』『仰臥漫録』は深い感動を受けると同時に文学的である。そ

の日記の一部分を引用すると「今更何の望も無之連 も此苦病のやすまる事 もあるまじ

けれハ早 く御暇乞したくと存候へとも精神まだたしかにて今直二死さうにも無之此ま
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もその内容が多様,一いろでなくてまた随分と主観的,超現実的なところがあって,

私等の写生の考や万葉の歌などとは,同一気持で論 じ難いものが大部分であるのにも

拘らず,そ の原始復帰の考の中には, フォブィズムなどと同じく, 自由で健康な点を

希求 したのではなかっただらうか。そこを抽象して考へれば,ヴ ィンケルマンや真淵

の考などと一致している点を見出し得るのである。」茂吉がこのように西洋の現代美

術にまで豊かであったばかりか,彼なりの見方でそれを万葉集の特質である『健康』

やブィンケルマンや真淵 (1697～ 1769)の 古代への憧尿と理念とを結びつけていると

ころに彼の独創性を見過すわけにはいかない。更に日本の伝統文化と西洋文化の接点

を結びつけて歌論を進めるところに彼の歌人としての大器を見るようである。

彼がフォブィズムに触れたことのついでにその先駆者ピカソ (1881～ 1973)に つい

て少し補足しなければならない。日本の美術評論家瀬木慎一氏や飯田善国氏によれば,

「画家が, ピカソの絵をみれば,同 じことを,その絵についていうことだろう。戦後

のピカソの絵には全般的にいって,おだやかでのびやかな調子が支配的にある。1920

年代の後半以後,戦争が終わるまでの

“

年間続いた激しい緊張と闘争の反動として,

以前の新古典時代をおもわせる調和の感覚がよみがえったと考えられなくもない。」

(瀬木氏)「ピカソの絵をよく眺ることのできる人は知っていることだが, ピカソの

絵におけるほど,均衡や調和の法則が完壁に守られているものはほかにないほどなの

だ。その意味で, ピカソは極めて古典的な画家でもあった。」「地中海人としてのピカ

ソの内部にはギ リシャ的なものが深いところで眠っていた。・……・ (中略)・ ……不自然

なものは, 自然さに戻らねばならない。ただ, ピカソが1917年から1925年頃まで続け

た新古典主義は,ただ,ヘ レニズムや, アングルの古典主義を現代に復活させた, と

いうだけのものではなかった。それは,正に,文字通 り,20世紀の古典主義であり,

20世紀のヘレニズムであり,キ ュビズムの基本文法によって見直された形態の厚みと

堅牢さと奇矯さを持っていた。そして当然,キ ュビズムの『光の不足』への反動とし

て,それらは『明るく』なければならなかった。」「ピカソの線ほど,地中海的なもの

がほかにあるだろうか。」 (飯田氏)茂吉の見方とは異なるが,新しい意味において,

ピカソの絵にも,古典主義は消え去られたわけでない。ピカソはもともと古典主義的

手法で描き始めて,彼自身の世界を探究するために,セ ザンヌが物体を円球として描

写したように彼も一切の伝統的様式や リアリズムを切り裂いて,キ ュビズムというメ

カニズムに徹底して新 しい, 自由な古典主義に到達 したといえないだろうか。スペイ

ンという風土の明るさと陽気さ,彼の人間愛というものが晩年の作品に反映して, 自

由に自然と人間の本質を描くようになったと思う。ピカソでは茂吉の云う『健康さ』
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ある。

茂吉がヴィンケルマンを,何時,誰によって知ったのか探究する必要があるが,後

でも触れることにもなり,簡単に述べておきたい。彼の日記,昭和11年 7月 24日 「朝

四時半起床,ゲ ェテのウインケルマン論を読む。ついでにウインケルマンの古代美術

史を読む。」27日 やはり「ウインケルマン古代芸術史を読 ミ作歌三首」。すでにこれ以

前の日記中にも,ゲ ーテの著書やグンドル著の『ゲーテ伝』を記している以上,当然

茂吉はヴィンケルマンに関して知っていたと思う。『童馬山房夜話』 (昭和14年 5月 20

日)の ブィンケルマン補遺の章で「この話の補遣をなすにつき,東北大学河野興一教

授のお世話になったことを感謝する。」 ということからでも, かなリヴィンケルマン

について, 自から精通していたことになる。

話はまたもとにもどるが,茂吉の万葉集の歌を健康的,病的でないという表現は,

エッケルマンの『ゲーテとの対話』で「クラシクなものは健康なもので, ロマンチィ

ックなものは病的である。」(Das Klassische nenne ich das Gesunde,und das Ro‐

mantische das Kranke.)と ぃう表現に余りに類似 していないだろうか。ゲーテの言

葉には文学思潮の面から異論があるが,茂吉は上手に歌論の中で簡潔に表現したわけ

である。ブィンケルマンは ドイツ人として最初に古代ギ リシア人の肉体の健康さと優

美さそして人間らしさを讃歌し,古代彫像の優秀さを紹介 して18世紀の新 しい古典主

義を開いたことで有名である。その点に茂吉が原書を通し学びとり,彼の歌論に引用

して新鮮さを与えたと云える。

また彼は現代美術にまで踏み込んでいるのに留意 したい。「『原始的』といふことは,

或る意味では健康的といひかへることも出来るのであって,欧羅巴の美術文学界に於

て,あ る期間に『原始へ還れ』などと云ったのは, 自然へ還れ (ル ソー), 健康へ還

れと叫んだことにもなる。フォヴィズム (Fauvisme)は ,私にもはじめはよく分から

なかったが, フランス語の fauveか ら来ているので, 野獣主義などとも訳されてい

る。余 りいろいろの作家をこの主義の中に合めるので, 自分などは何の事か分かりに

くくなってくるが, はじめの fauve即ち, 野獣の森中に於ける自由で健康な生を暗

指するやうな芸術といふところから出来た言葉に相違ない。・……(中略)… …私がここ

にフォヴィズムなどを引合に出してきたのは,どうせ彼等の実作というものは,近代

主義の洗礼を受けたのであるから,万葉集の歌とは,同一でもなく,距離も遠いもの

であるからだうが,『健康』を目ざしたといふ点を顧慮すれば,解釈上の便利を得る

こととおもへる。 大戦後に, 表現主義 Expressionismusが 興った時にも,その芸術

の一つの特色として,『原始へ還れ』といふことが唱へられた。表現主義の文学芸術
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斎藤茂吉とヨハン・ ヴィンケルマン

前 田 信 輝

1章 茂吉と古典主義

歌人斎藤茂吉 (1882～ 1953)を 美術史家ヴィンケルマン (1717～ 1768)と 関連づけ

ることは,短歌の世界と美術の世界とを考察すると言うことにもなるが,その主題は

一般的に不協和音で,その類似性も,意義も認め難いかと思われる。ところが茂吉の

著書には,彼が欧州留学中に西洋美術に強く影響されて,子規以来の万葉調模倣論と

客観的写実主義を受け継いで美術的表現で歌論を発展させたことと,ま た更に大胆と

思われるくらい,そ の中にブィンケルマンの古代ギ リシア美術模倣論を取り上げてい

ることに注目しないわけにはいかない。

従って茂吉の歌論に触れながら,彼のヴィンケルマン発見を示唆することは意味が

ある。ここでは主として茂吉の課題であった万葉調とその周辺から主題に取り組むこ

とにする。

「作歌上の尊い手本として万葉集の歌を見るときには,万葉集の歌は,いかにも純

粋,無邪,直接であるやうにおもふ。またいかにも人間的,寧 ろ肉体的と謂っていい

程人間的,ま た現実的であるやうにおもへる。また万葉集の歌は健康的であって,い

かなるところも疾病的なところがない」。 (『 万葉集精神』)ま た「この健康的といふ表

現について,西洋人の用語例は,一寸おもひつかなかったが,近ごろアララギの童馬

山房夜話で紹介したウインケルマンの古代美術史の中にもあった。『 自由といふもの

によって全き国民の考えが向上した,恰 も一つの健康な根幹から一つの高貴な樹枝が

出でたやうなものである。』(Durch die Freiheit erhob sich,wie edles Zweig aus

einem gesunden Stamme,das Denken des ganzen Volkes.)… …(略)… …云々とい

ふのであるが, ウインケルマンは古代ギ リシア崇拝の学者だから,丁度万葉尊重の私

等の考の中に引用するのは適当だとおもって此処にも引用した。ギ リシア思想の中に

は,『健康』は『美』の一つの大切な要素でもあった」。 (『 万葉の歌の健康的特質につ

いて』)茂 吉によれば万葉集や古代ギ リシア美術 (彫刻)のみならず,当時の人々も

健康な精神と肉体の持主で, 自由に表現する国民性を読みとっているところに興味が
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連のうちで作用するいかなる働きももっていない43)」 のである。 リルケの詩の本質は,

人間の課題が行動的な自己投入ということにあるのではなく,「讃めたたえること」

に,即 ち,固有の現存在を砕けんばかりの極端にまで造型することにあるのである。

「讃めつつ踏み越えること」と歌う時, リルケは,美的に捉えた生の形式という点に

置いた詩人の位置を結局は動かなかったということであり,美的に捉えられた生の形

式が, 自己という現存在の砕けんばかりの形象化として,実存的な絶頂まで高められ

ているのである。この「英雄悲歌」においても,「第七悲歌」の,い や『 ドゥイノの

悲歌』の 中 心 主 題 で あ る「この世に あることはすばらしい」 (Hiersein ist her‐

rlich)と いう句をふまえて,此岸の不完全さを踏み越えてゆくという現存在内での高

揚を歌っているのである。 リルケは,Anemannの いうところの「生と死の間の限界

を廃し,更に死者の国を,此岸の詩人の形姿の中へ編入させる計画44)」 をもくろんで

いるのである。死を生の中に取り入れることによって本来性を取りもどそうとするリ

ルケの意図に対して, この「第六悲歌」の英雄は,生を死のなかに没落させ,それを

踏み越えることによってまさに「超越」(transzendieren)し てしまうのである。ここ

に, この「悲歌」の英雄に対する否定の響が明瞭に聞きとれる。「第五悲歌」を転回

点とする「悲嘆」から「歓喜」への転回は,単純な構図をとらず,後半の悲歌におい

ては,個 々の悲歌が次の悲歌に対する反定立 (ア ンチテーゼ)を用意しているのであ

る。「第五悲歌」で詩人の運命の曖味さが歌われ,軽業という運動の相の形象が,歓

喜へのスプリングボー ドの役目を果 し,「第六悲歌」では,「悲嘆」から「歓喜」ヘ

の抽象的な,人間にとっては不可能な永遠の本来性をもつ英雄を,否定の響をもって

讃える。そして,「第七悲歌」で,「 目に見えるもの」の,「 目に見えないものへの変

容」を通して,言葉による内面の国を讃え,「第八悲歌」で,世界を我々自身とは別

個のもの,反対のものとして我々に経験させる人間の意識に対する悲嘆を歌う。そし

て,円環を閉じる役目を果す「第九悲歌」で,「第七悲歌」の洞察を敷術して再び歓

喜にもどり,「第十悲歌」では,エ ジプ ト旅行の記憶に基づいて「嘆きの国の広大な風

景」(die weite Land∝ haft der Klagen)の 神話の下で,即 ち,死の空間化の中で,

歓喜が穏やかに受容されるのである。「第五悲歌」を中心として,各々の悲歌が互に

呼応 して,詩人みずからの存在の場を問うことにより,そ の緊張関係の中で,詩人の

存在する場を存在せじめて行くのである。このように,英雄の形象の両義性は,後半

の悲歌における悲嘆から歓喜への構図を先取りした形で内包していることを現わすも

のである。
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ともはかない存在」である人間を克服 し,その「踏み越え」によって「星座」にまで

高まる存在であるということである。そして,英雄は,「天使」や「動物」とともに

分裂と亀裂の現存在者達,即 ち,「解釈された世界」内にいる我々人間に,我々の非

本来性を認識させるのである。この形象は,今や天と地をつらぬく全一的な現象とな

っているのである。

☆

それでは, リルケがこの『 ドゥイノの悲歌』の中で,神話的な天使はもとより,非
人間的なもの,獣,鳥 , こうもり,人形, そして,平生人間には拒まれていることを可

能にするかに見える例外的な人間存在,即 ち,子供,愛する者, さすらう者,英雄に

ついて歌う時,それらの形象はこの『 ドゥイノの悲歌』において如何なる意味を持っ

ているのだろうか。それは,「詩人が熱情とともに感愛し,告白した非所有としての

人間の現存在を,人間に応 じてニュアンスの異なるさまざまな種類の所有を通 して描

くということ」である。しかし, これらの形象においては,さ まざまの神話の,言 い

換えれば,解明された世界の信頼できる中心としての人間そのものは発見できない。

実際,こ れら見せかけの神話あるいは,象徴によって人間の実存というものが囲続さ

れているだけで,人間の実存はあくまでも疑わしく,隣接するものを通 して辛うじて

輪郭が得られるのみである40)。

ここで明らかになったことは,英雄はいまだ人間にとって,現存在の最終的な完成

を意味してはいないということなのである。この「第六悲歌」の英雄が昇 って 行 く

「星座」は人間の領域ではない。「第一悲歌」で歌われる天使の世界,人間の可能性

を凌駕した世界である。この抽象的で,非人間的で宇宙的な空間の住人である英雄に

は,「第七悲歌」や「第九悲歌」で讃えられる「大地的なもの,人間的なもの」が欠

落 し,人間の最高の行為である「目に見えるもの」を「 目に見えないもの」に変容す

る必然性がない。英雄には,人間そのものが欠けている。結局,英雄という形象を通

して明らかにされることは,人間の隣接領域ではなく,その隣接領域を前にしての無

知と戦慄を越えていかなる神話も進み得ないということでぁる41)。

☆

このように詩句をたどってくると,「第六悲歌」の英雄は, Guardiniの 表現を借

れば,「人間的でない英雄
42)」

(ein nicht men∝ hlicher Held)で あることが明らかに

なる。英雄の本質は,繰り返 し述べたように,「踏み越え」によって現存在の一切を

拒絶して,彼岸に離脱する行為にある。しかし, このような本来の意味での実存は,

LSperSの いうように,「時代のうちに永続するものではないし, 連続的な歴史的関
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に身を委ねる。この英雄が生成する存在は,逆説的に「 もはや存在しないこと」 (das

Nicht‐ mehr・ sein),即 ち,「没落」(Untergang)に よって達成される。 この「没落ヘ

の意志」によって,英雄は誕生するのである32)。 これは既に「第一悲歌」で,問題提

起の形で歌われている。

......: es erhalt sich der Held, selbst der Untergang Vヽar

illm nur ein Vorwand, zu sein: sein: seine letzte

Geburt.

(S.ヽV.I  S.686)

英雄は,彼の行為が完結する未来 |こ 生きているのであり, それはまるで S.A.Ki‐

erkegaardに よって想定された「時間の充実」 (F色1le der Zeit)と いう概念を体現 し

ているかのような形姿なのである。「時間の充実」とは,瞬間 :こ 成就され,かついか

なる時間的継続とも関係のない内的な完成を意味している。英雄にとっては,「瞬間

のうちに消えならも永遠であるもの33)」 の中ヤこだけ完成がある。従って, Steinerが ,

この英雄の形象を要約して次のように述べているのは非常に適確である。

「すなわち,英雄は最後の一歩としての没落を通って英雄の世界の中へ上昇し,

死して完全に完成した存在になる34)」

英雄にとっては,「踏み越え」と「没落」は同義であり,「没落」は「死の中への

先駆け」においてのみ「昇天」になるのである。これは,「ポール」という形象を リ

ルケが扱う時に意味する「帰還の重さ」と同義である。ボールの形象において象徴的

に現われる上昇と落下のより高い次元での同時性は,人間存在の基礎構造の神秘的メ

タファーとして,常に リルケの作品の根底にあるものである。英雄の条件である「没

落」,「落下」,「非存在」,「 自分 自身の死」は,同時に実存の条件でもある。「誕生と

死去とは,わたしたちの内部に日々あるのです。」(In uns ist taglich Sterben und

Geburt)35)と 初期の段階から歌ってきた リルケが, この英雄の形姿の中に,人間存在

を「讃めつつ踏み越るもの」(rihmendeS i〕 berSChreiten)と 歌う『オルフォイスに

寄せるソネット』への途上で,美的に捉えた生の形式として, 自己の現存在を形象化

しているのである。

ところで,時間の極限にある死というものを乗り越る英雄を諸家は,次のように解

釈 している。B01lnowに よれば,「全人間世界の可能性
36)」 であるし,H.Kreuzは

「人間の最高の目標
37)」 であるとし,Steinerは ,「人間にとっての典型38)」 と解釈

し,Guardiniは ,「内的統一の完全な形姿
39)」 を形象化 していると述べている。こ

れらの解釈を通していわれていることは,英雄は,変容に身をまかせることで「 もっ

- 29 -



地」(Aufenthalte)に 過ぎない。上昇という行為こそ英雄にとっては,現存在 (本来

的時間)であるので,彼が愛の中に「停滞」を,そ して,それと同義である「住居」

を見い出すことはない。それ故,「英雄は,愛のあらゆる滞在地を踏み破って突進し

た」 (……hinsturmte der Held durch Aufenthalte der Liebe)の である。しかし,

この「愛の滞在地」は,そ こから英雄が自分を拉し去る時,英雄を高揚させ未来に向

っての実存的時間性へ,即 ち,「星座」へ突進させる大きな力を与える場である。そ

の場を通過することによって英雄は, 自分以上のものになるのである。 Steinerが ,

「愛の意味は,英雄の活力により大きな活力を与えるものである25)」 と述べるのは,

そのような意味においてである。それ故,続けて次の句が来る。

jeder hob ihn hinaus,jeder ihn meinende Herzschlag,

(S.｀V.I S.708)

英雄は,そ の行為のために一切のものから「訣別」(Abschied,abgewendet)し な

ければならない。「訣別」もリルケの基本語であり,人間の生に繰り返して外部から

襲いかかる根本的な場面である。 B01lnOWは , この語を「人間の破棄され得ない根

本状況」と規定し,そんな人間の本質を現わす語でもあると述べている26)。 従って,

それは,人間によって先取りされ,果さなければならない課題であるが,「愛の滞在

地に停滞して,それを運命として耐えるのが人間の常である。 英 雄 は,一 切の「訣

別」に先立ってあることを現わす理想像として措定され,「早 くも既に身を翻して ,

彼は微笑の果に立っていた別人として」(abgewendet schOn,stand er am Ende der

Lacheln,andes.)と 歌われるのである。

☆

ところで,こ の「別人として」という語は,どのような意味を担っているのだろう

か。それは,絶えざる「踏み越え」の行為で英雄が,後に リルケが HulewiCz宛 の書

簡の中で象徴的に述べている存在一「極めて広大なあの「開かれた世界」の中に入り,

現世の立場からは把握しがたい者として,い はば人間を進に凌駕 した「天使」のよう

な存在
27)」 に変容したということである。Ginterは , この句を「人間の領域を追に

脱出した存在で,そ こには「星座」によって支配される「関連」(Bezug)がある28)」

とし,Steinerは , この英雄の非人間化にはほとんど橋をかけることができない深淵

が口をあけている29)と _様に否定的な解釈をしている。この英雄の「踏み越え」は,

生を越え出て死の中へ踏み越えて行くことである30)。 そして,英雄は「解釈された世

界」のみせかけの平安や自己欺1摘 である「確実な現存在の場所」 (einen teStimmten

Daseins― Ort und Paltz)31)を 求めず, 自からの意志で運命を引き寄せ, 不断の危険
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越えて先に出て行 く運動である22)。
」この「上昇」が,英雄の存在形態なのであって,

W.Ginterが 指摘しているように23),「
生成」ということが問題になっているのでは

なく,「上昇」という行為が主眼なのである。このような英雄は,次のように歌われ

る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・: bestandig

nimrnt er sicll fort und tritt ins veranderte sternbild

seiner steten Gefahr・ ・・・・・

(S.W.I  S.707)

Anemannに よって,後期作品の中で最も重要な形象であることが解明された「星

座」(Sternbild)は ,詩的直観から生ずる瞬間的な「宇宙の秩序」(Konstellation)と

リルケには考えられており,地上の出来事と他の世界から入 り込んでくる運命の歩み

との間に,直接的かつ強力な繋がりを創るのである。「第六悲歌」とほぼ同じ時期に

つくられた連作詩「五つのソネット」(Finf Sonnete)の 中に,英雄を主題にした一

編がある。その中で,英雄は自意識による分裂を知らず, 自分 自身とも宇宙とも一体

であることが歌われ,英雄が「星座」に投げあけられたのちには,その世界の尺度に

順応 して,多 くの星々のなかの一つの星として初めておだやかに天空をめぐるという

形象化がなされている。

So nimmt er unaufhaltsam zu. Zuletzt

v7irft ihn sein Sch、 vung zu den gestirnten IBildern.

D)a3 er, in ihre 4ヽa3e hinversetzt,

nachgebe, sich arn Kreisenden zu mildern.

(S.ヽV.II S.214)

それに比較して, この「第六悲歌」の英雄は,「 自分で自分を拉 し去る」 (besぬ ndig

nimmt er SiCh fOrt)と いう詩句が示しているように, 自分で自分の運命を決定 し,

自分で自分の出生を決定するより自立的な英雄である。英雄の「踏み越え」が,人間

自体を越えて行くことでもあることがその中に現わされている。 BOHnOW もそのこ

とに言及して,「人間の諸能力を越えて,か なたへ出て行くことだ24)」 と,英雄の脱

人間化を強調している。このような英雄の本質は,「愛」という関係の中で最も顕著

に現われる。先にあげた「五つのソネット」の中で, リルケは,「彼が愛する時には,

何処に彼によって踏み越えられなかった心があろうか」 (Und wenn er liebte:Wo

iSt ein Herz,das er niCht iberSChritte7)と 詩化する。限りない上昇を続ける英雄

にとって,愛は絶ず危険を伴うものであり,彼の目的への途上で休息を与える「滞在
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の段階を越えて,絶えず踏み越えることによって成長して行 く。Bonnowが M.He‐

ideggerを 敷街して述べているように,そ の行為は,HCideggerが「実存的時間性」

の基盤に立って分析を進めた「内的時間性」の中で,「未来」という方向をとって行

なわれる行為である。

「未来は,ま だ実現されるにいたっていないが,いつかはあるであろう今を意味

しているのではなく,到来 (Kunft)であり, この到来によって現存在はおのれ

の最も固有な存在可能性において, 自己へと接近してゆくのである。「先駆け」

することが現存在を真に未来的なものにするのである17)。
」

未来の方向をとるということは,人間がこの課題に直面した時に,その人間に現わ

れるその人間の態度の可能性を狙うことであって,人間はこの可能性へと「先駆」 し,

その可能性から現在を形造るのである。この Bounowが述べている文に於て,「人

間」を「英雄」に置き換えて読み直 してみると,今問題にしている英雄の行為に完全

にあてはまる。そこで リルケは,変容とともに消え去らねばならない生の相で,人間

が傲慢にも期待する「永遠」や「純粋の持続」,即 ち,「停滞」に固執する姿を英雄と

対比して描いて行 く。

I:)auern icht ihn nicht an.

Sein Aufgang ist 】Dasein;

(S,W.I S.706)

BOunOWは ,こ の「停滞」(Dauern)を ,「生の領域外に置かれている こ とで あ

る」と解釈し,『ォルフォイスに寄せるソネット』の中で,さ まざまな形象に変化 し

ていく事物と対比し, これを人間の衰微した存在のシンポルであるという18)。 それに

対 して,「上昇」 (Aufgang)は ,「ある状態から他の状態へ突進すること」 である

し,不完全な水準から純粋な完全さへの水準へと高まる」ことであり, リルケ詩学の

基本概念をなす「踏み越え」を詩化 したものである。J.Steinerも , この句を「或る

領域から他の領域へ歩み出ること」と同義の解釈をする19)。 このように, この句は,

英雄の本質が「踏み越え」であるということを人間に認識させ, Heideggerの いう

「決意性」(Entsch10ssenheit)に 人間を向わせる機能をもつ。この「決意性」とは,

「本来的な人間という現存在の規約―人間の行動がなんらかの達 しうる目的から

その行動の意味を得るのではなく,そ の意味を打ち壊しがたく行動それ自身のう

ちにもっている規約をいうのである20)。
」

諸家の解釈を使っていいかえるならば,「踏み越え」とは,「各々の特定の段階に

達するや否や, 自分を踏み越えて行 くこと21)」 であり,「 自分という限りあるものを
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いるのだろうか。以下,詩旬にそくして英雄悲歌を解釈していってみよう。

☆

1919年 5月 8日 の L.A.舗lome宛の手紙において, リルケ自身が「英雄悲歌」と

名づけているこの「第六悲歌」で,英雄は「無常である」 (■iChtig)か,或いは「停

滞する」(verWeilt)か , どちらかである人間一般に対立し,「無常」や停滞を克服し

た存在として現われる。R.Guardiniの 解釈によれば,「英雄は行為の人であり,彼

自身の存在に対して決意を下す人である14)」
。「第一悲歌」の41行から42行を発展させ

た形で歌われるこの英雄は, リルケ用語である「愛する女たち」(die Liebenden)や

「若き死者たち」(die jingen TOten)と 肩を並べる形象で,「心情を充盗させて,

灼熱する程強く行為の促しが貫く」者なのである。それ故,次のように歌われる。

Diese sttirzen dahin: dem eigenen Lacheln

sind sle voran,・・・・・・・・・・・・

(S.lV.I S.706)

この「微笑」(Lacheln)は , まず行為があり, 次に自己の存在を完成する英雄の

「微笑」である。「微笑」は, リルケ文学においては,「 目に見えるもの」の「目に

見えないもの」への変容の結果として現われる肯定的な意味をもつものである。この

形象の意味が典型的に現われているものに『マルテの手記』の中の一節,身重の婦人

がふと立っている時の描写がある。

「女が準んでいて,立っている姿は,なんという憂愁にみちた美しさであったろ

う。ほっそりとした両手をのせて,それとは気づかずにかばっている大きな胎内

には,二つの実が宿っていた,嬰児と死とが。広々とした顔にただようこまやか

な,ほ とんど豊醇な微笑は,女が胎内で子供と死とが成長していることをときど

き感 じたからではなかったろうか15)」

しかし,こ の「英雄悲歌」では,「微笑」それ自体は,「花さくことが光栄であり」

(uns rthmt es zu blihn),「 いつまでもとどまっている」 (｀Vir aber VerWeilen)我

々の現存在の目的の喪失と浪費の象徴である。Anemannは この 詩 句 を,「別離」

(Abschied)と 「先駆け」(VOrlauft)と 「踏み越え」(uberSChreiten)が 総合されて

生成する変容を,拒絶した停滞の姿であると解釈 している16)。
英雄は, 自分の本質の

内面的な必然を形造っている「委託」(Auftrag)を 果して,「存在の偉大な可能性」

(die gЮ 3en Mёglichkeiten des Daseins)を 実現するために「いち早 く決意した果

実の中へ」(hinein in die zeitig entschlossene Furcht),「 開花を飛び越えて」(du

die Blite beinah ganz● ber∝hlagst)行 く。 英雄は,常に必然的に獲得された各々
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は死者の国にある我々の知らない場所 (Es wa“ ein platz,den wir nicht wissen)

である。しかし, この節が接続法で書かれていることからも理解できるように,依然

としてこれらの場所は,人間にとって到達し得ない領域である。そこでは,人間が自

分自身の内容を発見することは不可能であり,発見しうるのは内容を置き換え,否定

するものならびに,人間という檻を滑り抜けたわずかなものだけなので人 間 の存 在

(実存)はあくまでも疑わしい9)。 それ故, リルケは,「存在しない地帯を言葉によ

って創り出し,そ こから照射する問いに自分を当てて,そ れとの緊張関係によって自

分を発光体として存在せじめようとする10)。
」 このような詩作行為は, 軽業師の空し

い技能の繰り返しと同じである。そのような詩作行為を否定する立場から,肯定に向

う詩人の姿勢が歌われる「第五悲歌」は,軽業のように反転する場として,最後に成

立したにもかかわらず,『 ドゥイノの悲歌』の中にその位置を見い出したのである。

『 ドゥイノの悲歌』は,人間存在 (詩人の存在)の喪失が前半で歌われ,それでも人

間 (詩人)は「変容」(Verwandlung)を通して存在 し得るという否定から肯定への

転回点として「第五悲歌」が中心に位置し,後半の悲歌 で「純 粋 な 関 係」 (reiner

Bezug)の 場に存在する人間が肯定的に歌われるのである。 このような構成の中で,

「第五悲歌」での反転を契機にして,最初に肯定の場に現われる英雄は,果 して人間

にとって確固たる存在たり得ているのだろうか。 AngeHOZに よれば, 自己実現の試

みをなす人間のタイプを示す第二のグループ,即ち,「第四悲歌」の市民は「一つの

誤謬」(ein lrrweg)で あり,「第五悲歌」の軽業師は「仮象」(der Schein)で あり,

「第六悲歌」の英雄は「例外」(die Ausnahme)で ある11)。 またこの英雄の形象は, こ

の『 ドゥイノの悲歌』の特徴である動きの表現,全てを運動の相でとらえるの最も代表

的なものでもある12)。
『 ドゥイノの悲歌』にしばしば現われる古代ギリシアやエジプ ト

の事物の中に流れている歴史的時間も,現実の歴史的時間ではなく, この運動の相の

視点から見られた純粋な時間で,いわゆる「世界内面空間」 (Weltinnenraum)に生

成する時である。その中で行為する英雄は,停滞を知らない。いわば,現実の歴史を

拒んで存在する。F.J.Brechtが 述べている「此岸と彼岸,超越と内存,眼に見えな

いものと眼に見えるもの,無限と有限,天と地などは,ヘ ラクレイトス的な同一存在

のうちに渾然と溶けあってしまう13)」 という世界の住人である。しかし, この肯定的

な英雄の輪郭の中には,運動の表現による自律世界を創りながらも,存在についての

確信と歌の成就とが決して一致して現われないという揺れ動きが見られる。果 して,

この英雄は讃歌の相の下にだけあるのだろうか。また, Angenozが いう「例外」と

いう言葉の響にうかがえる否定の面をもつ英雄の両義性は, どのような意味をもって
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確証を求めながら,安んじて身を置く場所がないという矛盾―この意識は, リルケの

全作品の基礎となっているものであるが,-1912年 1月『悲歌』の歌い出しによって一

挙に解決したのである。そして,そ れに続 く数年は,従来いわれていた「第一悲歌」に歌

われている哲学的問題の解決を見い出すことではなく,如何にしてそれを詩的に神話

的に具体化するかということが課題であったのである。結局,1922年 2月 に リルケが

必要としたものは,新 しい段階への前進ではなく介在する10年一特に1915年 ～1919年

までの戦争とそれに続 く混乱の不毛期を飛び越えて,1912年 1月 に立っていた場所へ

と彼の精神を呼び戻すことであった。1912年 1月 悲痛な嘆きの歌である「第一悲歌」

とほぼ同じ時期に成立した「第十悲歌」の冒頭の節は,こ のことの証明でもある。

Da3 ich dereinst,an dem Ausgang der grimmigen Einsicht

Jubel und Ruhm aufsinge zustiinmenden Engeln.

IE)a3 von den klar geschlagenen Harnコ nern des IIerzens

keiner versage an 、veichen, zweifelnden oder

rei3enden Saiten. Da3 nlich mein strOmendes Antlitz

glanzender inache; da3 das unsclleinbare Weinen

hlilhe.(D、 vie werdet ihr dann, Nachte, mir lieb sein,

geharmte. 1)a3ich euch knieender nicht, untrOstliChe SChweStern,

hinnahm, nlcht ln euer

ge16stes Haar micll ge16ster ergab.

(S.ヽV.I s,721)

この時既に,一般にいわれているように「人間とは何か」という普遍的な問題が主

題ではなく,詩人として今まで歩んで来た運命 (SChiCkSal)が , リルケにとっては重

要であった。詩人の劇的運命が,「悲嘆」から「歓喜」への変転という枠の中で展開

されるということ,そ こに意図があったのである。この変転を如何に表現するかとい

うことが, リルケにとって最大の関心事であった。この「悲嘆」から「歓喜」へとい

う構図の中心に位置するのが,「サルタンバンク (Saltimbanque)の 歌」 (第五悲歌

である。この「サルタンバンクの歌」の「粗描の自由さ,交錯する線の遠近法の微細

な変化, フォルムの型取り等」の表現法は, この悲歌が最後に成立した事情もあって,

全悲歌中最も近代的である8)。 詩人の運命を決定する一つの試みである『 ドゥイノの

悲歌』は,その考え方が非常に鮮明にこの悲歌に現われている。この悲歌では,詩人

の根本命題である人間 (詩人)の存在の場が三度問われる。軽業師の空しい熟練と盲

目的な笑いの前に横たわる場所,運命が呼び出される場所,最後は感覚の彼岸,あ るい
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つの誤謬であり,か らの人形 (Puppe)に も及ばない。『 ドゥイノの悲歌』の中央に

あり,天に向って衛えるピラミッドを作る「第五悲歌」の軽業師達 (die Akrobaten)

も,実在 (Wirkliches)を 創り出してはいない。また,「第六悲歌」 の英雄 (Held)

は,「変身」(Metamorphose)に よって自己実現を果すものであるが,それは限られ

た人間のものである。それどころか,英雄は詩人が存在すべき地上から離れて行 く。

この英雄という形象表現の肯定と否定の意味を含む両義性が,こ の論考の主題である。

そして,第二のグループでは,「人間の偉大さ」 (die Grё 3e des Menschen)が 讃え

られ,人間が優位を占める。「第七悲歌」で始めて,地上に存在する人 間 を 歌 い,

「第八悲歌」で人間は,「開かれた世界」(das Ottne)を理解する。そして,「第九

悲歌」では,「地上の世界のすばらしさ」(die HerrHchkeit der Erde)と ,「地上の

世界を,日 に見えないものとすることを使命としている人 間 存 在 の 偉 大 さ」 (die

(3}r03e des 4ヽenschen‐ Wesens, dessen Aufgabe es ist, die lE}rde unsichchtbar zu

maChen)を 歌う。最後に,「第十悲歌」 でその使命が死を通 して実現されることを

歌い,「嘆きの国」(das Leidland)の 形象で完結していると全体を円環として解釈

する。 リルケ自身,『悲歌』の解釈を,1925年11月 13日 付でポーランド語への, リル

ケの作品の翻訳者である W.V.HuleWiCZに 宛た有名な手紙の中で述べている。

「『悲歌』は,あ の本質的な前提,『時薦詩集』のなかに既に現われており,『新

詩集』の第一部と第二部とで世界の形象を,遊戯的に,実験的に使用しているも

の,更に『マルテの手記』のなかで矛盾を牛んだまま凝縮され,人生に投げ返さ

れ,そ こであのような底無しの深淵に懸っている生が不可能であることをほとん

ど証拠だてているもの一『悲歌』は, こうした前提のその後の発展であるように

思われます。『悲歌』では,『マルテ』の場合と同じ与件から出発して,生が再

び可能なものとなっています。いや,若いマルテがその「永い努力」の正 しい困

難な道を踏んでいったにも拘わらず,ま だそこまで導 くことのできなかった最後

の肯定を生がここで得ているのです。『悲歌』では,生と死の肯定が一つのもの

として示されています。」

リルケの作品に対する解釈は,そ の時々の創作生活の実状と密接に関連して,その

中で芸術観が質的な変化を遂げて行 くのでそのまま受けとることは危険である。しか

し,E.C.Masonが 問題提起 しているように, リルケが1915年「第四悲歌」を完成した

時―その時,他の殆んど全ての悲歌の為の断片が書いていたのであるが一どんな規範

に従ってこの時点で,『悲歌』が (意味的にも構成的にも)完成 していなくて,1922

年 2月 に完成したと決定したかを理解すべきである7)。 それは,詩人としての存在の
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いけれども,詩人は一つの内的な秩序と途絶えざる上昇運動があると意識してい

た5)。
」

リルケの詩的発展をたどってみると,『時薦詩集』において, リルケは,汎神論的

な (pantheiStiSCh)感 情を基盤にして,主観と客体の, ある幸福な融合状態の中で,

外界の全てのものを「神」(Gott)一 自己自身の投射体にすぎないのだが一に結びつけ

て歌っていた。しかし,『新詩集』》Neue Gedichte《 では, 主観を殺し客体の本

質,事物の本体に迫ろうとした。 リルケは,「視る」(Sehen)と いう姿勢を通して主

体と客体の両極化を試み,1914年の「転向」(Wendung)と いう詩 の 中 で「心の仕

事」(HerZ Werk)と しての詩法の転向を表明した。 それと前後して, ドゥイ ノで

『悲歌』が歌い始められたのである。言葉による実相への,こ のような直接的肉迫の

限界を認識したことが,「詩はつくられるものだ」というヴァレリー的純粋詩の詩法

に向って,大きく転換してゆく契機となったのである。このように,ヴ ァレリー的な

ものを体現する『オルフォイスに寄せるソネット』への詩の発展の中で,『 ドゥイノ

の悲歌』の思想の多様さや用語の不整合は,彼の詩学の必然的な経緯を示す証拠でも

あるのである。『 ドゥイノの悲歌』は,『新詩集』に代表される造形詩と,『オルフ

ォイスに寄せるソネット』と晩年のフランス詩に代表される純粋詩の間で揺れ動いて

いる作品なのである。

☆

ところで,AngenOzは ,『 ドゥィノの悲歌』 を一つの円環として全体を 次のよう

に解釈している。

「彼は単に十編以上の悲歌は書 くまいと考えていたばかりでなく,第十一悲歌が

第五悲歌の位置を占めた時,そ れは『悲歌』全体へのすばらしい補足となり,こ

の時やっと『悲歌』の環が真に完結したと述べてもいるのである。ではその隠さ

れた秩序とはどのようなものであろうか6)。
」

と述べて,『悲歌』をそれぞれ三編ずつの三つのグループに分けて,そ の構造を説

明している。第一のグループは,「人間の弱さ」(Kleinheit des Menschen)と いう

題のもとに現われるグループで,「第一悲歌」は序曲 (ein VOrspiel)と してあり,

「第二悲歌」は人間と天使とを対立させ「愛」の無力さを示す。そして,「第二悲歌」

で,人間の内的発展に対する「愛」の危険さを説明する。このグループは,人間のネ

ガティフな存在を,あ るいは人間が存在 していないことを現わすものである。第二の

グループは,第一のグループと対峙 して,三種類の積極的な自己実現を試みる人間を

歌う。しかし,「第四悲歌」の市民という踊り手 (der birgerhche Tanzer)は ,一
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の中心テーマであった「愛」(Liebe)を必要としなくなる。その結果,『 ドゥイノの

悲歌』と比較して,『オルフォイスに寄せるソネット』では,「愛」を体現する女性

という形象に代って,男性という形象が優勢となり,女性は用語として一度しか現わ

れてこない。このような リルケ詩学の発展の過渡期的表情でもある『 ドゥイ ノ の 悲

歌』の思想の二重性と,それによる全体としての構成の不統一や不整合の印象ととも

に,詩的言語の達成度という点からみても,各々の悲歌の内部で韻律 (Rythmen)の

転調に伴う形象表現 (BilderspraChe)が 著しく異った現われ方をする。例えば,「第

二悲歌」(1912年 2月 )と 「第十悲歌」(1922年 2月 )及び「第五悲歌」(1922年 2月 )

を比較してみると,「第二悲歌」の天使 (Engel)を 現す比喩として並例される形象―

「いち早 く成就されたもの」(frthe Geglickte),「 朝焼けに照り映る山の背」,(mOr‐

genrёtliche Gmte),「 咲きはこる神性の花粉」(P011en der blihenden Gottheit)と

いう力動的 (dynamiSCh)な パ トスの高まりによって歌われる心情的で, 無差別な形

象表現の結合は,『時蒔詩集』 (Das Stundenbuch)に 特徴的であった汎神論的な一連

の表現である。また直喩 Wieを多用すること, niCht nurの 繰り返 しの後の形象群

の豊富さにも特徴がある。それと対照的に第十悲歌には,そ れまで リルケの詩の中で

は見ることのできなかった形象表現が現われてくる。「悩みの都市」 (Leid‐ Stadt)を

歌った節で,「 日曜日の郵便局のように 幻滅して 立っている」 (enttauscht wie ein

Postamt am Sonntag),「「金銭はいかにして子を殖やすか」解剖学的研究」 (Wie daS

Geld sich vermehrt,anatomisch)と いうような軽い機智的で皮肉ぽい表現は,H.E.

Holthusenが指摘するように T.S.Eliotの 影響かどうかははっきりとしないが4),

当時の表現主義の潮流の中にいるリルケをうかがわせる句である。また,「第五悲歌」

の大道芸人 (軽業師)達を描いた後半の節に現われる「宇宙 の な か の捨 て 雑 巾」

(disem verlorenen Teppich im Weltan),「流行品店のマダム・ラモール」 (die

Modistin,:Madame Lamort)に も同様な指摘ができる。 これらの語に関しては, ブ

ァレリー (Paul Valさり)体験を終ることによって抽象的 (abtrakt),反現実的 (an‐

ti“alistisCh)な 非人称化 (enthumanisiert)へ 向ってゆく,晩年のリルケに必然的に

現われるバロック的要素と見る批評家もいる。しかし,こ のような従来からいわれて

きた霊感によって創作されたことによる用語や表現の非整合性や不統一,そ して,思

想の二重性は, リルケにとっては必然的なものであったのではないだろうか。

☆

Angenozは ,こ のことに関連して次のように述べている。

「確かにそこにはいわば区別されたとでもいうべき規則的な構成は見い出されな
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『英雄悲歌』について

高 橋 幸 雄

☆

August Stahlが 》Rllke Kommentar zum lyrischen Ⅵrerk《 の中で詳細に考証

しているように1)『 ドゥイノの悲歌』 》Duineser Elegien《 は, 1915年11月 23日 ま

でに,「第一,二,三,四悲歌」の全編と「第六,九,十悲歌」の一部が書かれてい

た。かつて想像されていたように,1922年 2月 に完成されたものはそれほど多 くはな

いのである。E.C.MasOnは ,従来不毛の時期であるととらえられていた1912年～19

15年を,その後のリルケの発展をささえる重要な時期であると指摘し, スペインにお

ける1912年 ～1913年の冬,パ リにおける1913年～1914年の冬, ミュンヘンにおける19

15年11月 の三つの創作期の存在を明らかにした。そして,そ れを踏えて次のように述

べている。

「そして, リルケが1912年 と1915年 11月 の間に生み出した悲歌以外のものを我々

がみるならば,文体や様式や気質において,1922年 2月 に完成 した後半の悲歌を

除いた『 ドゥイノの悲歌』に非常によく似ているが,1919年11月 の彼の詩想が回復

した後に書いたあらゆるものとは著 しく異る,極めて価値のある作品であること

に気づくのである。1912年から1915年 と1919年から1926年 とを,前者はその中心

を『 ドゥイノの悲歌』に持ち,後者は『オルフォイスに寄せるソネット』 》Die

SOnnete an OrpheuS《 に持つ全 く異質の二つの面が, リルケの詩的発展を構成

していると考えるのは正当であるように思われる2)。
」

一方,J.F.AngenOzは , この『 ドゥイノの悲歌』に合まれる二つの面を矛盾とし

てとらえ,そ れを二つの思想の共存ということから説明している。

「その一つは,愛を抱 くや否や存在 し,愛することを知っている女性というもの

を別にすれば, リルケがまだ実存を発見するに到っていなかったあの『マルテの

手記』》Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge《 の時代にまで湖る

思想であり, もう一つは1922年の思想である3)。
」

1922年 2月 , リルケは『 ドゥイノの悲歌』と『オルフォイスに寄せるソネット』の

完成で,死と生を結合することによって自己実現を果 した。そして,それまで彼の詩
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19)主題統覚検査 :数枚の絵を提示して物語を作らせることにより性格を調べるものである

20)全国養護数諭研究集会,報告書 (1980)日 本学校保健会

参考文献

1)依田,小川編 父親―核家族時代の役割一

『現代のエスプリ』96(1975.7)

2)稲村博 家庭内暴力 (19∞)新曜社

3)大原健士郎編 思春期の心理と精神病理

『子どもの心理』(1979.11)現代のエスプリ別冊 至文堂

4)大原,岡堂編 思想期 青年期の異常心理 (1980)新曜社

5)加藤正明 精神衛生 公衆衛生看護双書 13(19Ю )医学書院

6)小嶋謙四郎 母子関係と子どもの性格 (1975)川島書店

7)佐治,神保,登校拒『否現代のエスプリ』139(1979.2)

8)佐藤修策,登校拒否児 (1963)国土社

9)那須野,槙編 養護数諭と学校保健活動 (1982)東 山書店

10)登校拒否児への対応 (1981)日 本学校保健会

11)こ ども白書 (1983)日 本こどもを守る会編

- 18 -



成できないといっている。何故ならば,子 ども自身の秘密の問題もあるので,成績 ,

評価に関係のない第二者的機関のカウンセリングを受けることが望ましい。

我が校は姉妹校の独協医科大学より校医の先生を派遣して頂いており,精神科の先

生にも健康相談日を設けお出で頂いているので,相談の機会もあり,そ の点他校より

は恵まれていると思う。

保健室としては,現代病ともいえる精神障害についての,よ リー層の理解と既に問

題のある生徒ばかりでなく,他の生徒全体の精神的健康管理が今後の課題と考える。

注

1)思春期青年期 :思春期と青年期はほぼ同意語に用いられることもあるが,人間発達学的に

みると,思春期はからだが急速に成長し,第二次性徴の発現,生殖機能の成熟がみられる十

代の数年間をさす。此処では青年期概念に思春期も含まれることを意味するために思春期青

年期と記した。

2)坂本玄子「学校と病気」『現代のエスプリ』157(1980)至文堂

3)保健室経営 (1979)日 本学校保健会

4)神経症 :(neu rOSiS)身 体的 (器質的)原因を否定,つ まり「非器質性」,「心因性」の心

理的或は身体的症状を伴う疾患である

5)精神分析療法 :狭義にはS・ フロイトの理論 :技法に基く正統精神分析療法及その技法を

修正した精神分析法・広義にはフロイト派以外の精神分析療法を含めることもある

6)森田療法 :対人恐怖,強迫観念不安,心気症等の神経質症に対する特異的精神療法

7)行動療法 :パプロフ派の古典的条件づけの学習概念を基礎としてホウオルピン等によって

開発された神経症等の心理的問題を改善するための治療法

8)成熟嫌悪 :P。 ジヤネが「身体羞恥」 (1903)と いう論文で「成熟嫌悪」の問題を最初に

提起した。

9)心気症 (hypOC hOndri aS iS)身 体の微かな不調にもこだわって重大な病気の徴候ではな

いかと思いわずらう状態をいう

10)青少年白書 (1982)総理府青少年対策本部編

11)臨床心理用語事典「現代のエスプリ別冊」

12)平井信義 :登校拒否児学校ぎらいの理解と教育 (1978)新曜社

13)小泉英二編 :登校拒否その心理と治療 (1973)学事出版

14)12)に 同じ

15)有岡巌 :学校恐怖症 (1974)金原出版

16)10)に 同じ

17)バ ウムテス ト:ス イスのC・ コッポによって体系づけられた此テス トは実のなる木を描か

せ,其処から深層に於ける人格を把握する投影法による人格検査法である。

18)文章完成法 :言語連想検査から発達してきたもので,未完成の文章を提示し,思いつくま

まその文章を完成させる形式の投影法であり,心理的,環境的状況を出来るだけ広く把握す

ることがねらいである場合が多い。
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ことで発散していると思われる。彼等は無意識に何とか精神的離乳ができるようにと

時間を稼ぎ,方法を模索しているのである。

第二に登校拒否,家庭暴力ともに,父性の欠如をあげている。父親の性格は内向的

で弱々しく,無力的で子供に対 して無関心である場合が多い。子供は青年になるに従

い父親の自信に満ちた生き様を見習い,彼 と対決し,乗り越えることによって,生き

ることの尊さ,意欲的な生き方,人生における価値観,耐えることの意味を体得して

いる筈である。ところがこの時期に父性の欠如のため,父親が本来果すべき役割を担

おうとしなければ,子供は粘り強さや耐忍性等の発達を損わせ攻撃性の爆発を抑制す

る力を無くさせるのではないだろうか。また父性の欠如から派生してくる,母親の子

供との密着,大きすぎる期待,過干渉,過保護は子供を未成熟にし,精神的独立をで

きなくする。このような環境に欲求不満が生じて,反抗的行動を起こすことは,充分

に考えられる。父親が家庭においてこのように影の薄い存在になってしまう理由とし

ては,多忙,母子関係の一体化,祖父母の過剰介入が考えられる。何れにしろ家庭に

おいて失われた父権を回復することが現代青少年の問題行動の出現を阻止するための

必要条件ではないだろうか。

思春期神経症,現代青少年の問題行動は共にその根底には思春期青年期にみられる,

存在することへの不安がある。そして登校拒否,家庭内暴力等の近年になって,取あ

げられた問題行動はその不安と現代の環境状況の異常の複合の所産であろう。

-16-

おわりに

思春期青年期の精神障害の中でも特に登校拒否,家庭内暴力を患っている子供の背

景には両親の養育態度並びに環境要因を見つけることができる。従ってその治療方法

は他の疾病のように患者だけを対象にしても完治するものではなく,同時にその子ど

もの両親並びにその他の環境を考慮に入れた上で,な されなければならない。幼児期

から長い期間の潜伏期のようなものを経て発病しているので,成長課程において欠落

したものを時間をかけて再構築していく必要がある。

このような性質から,学校の保健室は他の慢性,急性の疾患と同様窓目的立場で応

急処置をし,それぞれの専門の機関への橋渡し役,ま た学校と本人,家庭,専門機関

との潤滑油的存在になるべきと考える。2000名近い生徒の健康管理の中で,特定の子

どもに大変な時間を必要とするカウンセリングという仕事は保健室では無理がある。

また治療者自身の精神衛生の問題も大きな影響を与えるので, 長畑正造 (1981)20)は

保健室の中において積極的にカウンセリングをすすめて行 くということは,あ まり賛



「独立」 した存在になること,社会で新しい人間関係を樹立し,社会的役割を獲得す

ること,身体的,性的同一視も成し遂げること等があげられる。正にこの時期が第二

の誕生といえる。しかし身体的成熟と精神的成熟は不均衡を生じやすく,新 しい人間

関係は対人関係の問題を起しやすい。この状況の中で多くの不安が存在することは充

分に理解できる。

思春期青年期は人格の形成が未完成段階であるため,不安に直面した時 の処 理 が

誤っていて,歪んだ防衛機制が固着 し神経症をあらわすことも納得がいく。対人恐怖

の症状はいろいろであるし,そ の他の神経症の症状もさまざまであるが,すべてその

根底には,未知の世界へと移行しつつある自己が,存在不可能であるかもしれないと

いう不安がある。その不安を特定の対象にすりかえて,対象を明らかなものとする。

それによって対象は空間的位置づけが可能となり,対象から逃避することも,理屈の

上ではこれを取り除くことも出来るという希望がもてる。要するに, 自分の存在を脅

やかす未知の不安に脅えるより,特定の対象を持つ恐怖の方が扱いやすく,救いを抱

くことができる。この点からいえば,神経症の症状は何とか自分の安全を保持するた

めの安全弁と考えることもできる。

一方同じ状況においても,或 る青年は,不安が原動力となって,勉強やスポーツに

打ち込むというケースもある。不安が建設的,倉」造的な方向に解放されれば,よ り高

次な人間形成を可能とする筈である。不安は人間存在の証明ともいえる。思春期青年

期の不安を極力適切に抑圧し,逆に新しい対象にエネルギーを解放し, 自己を拡大し

ていく努力が行われることが最も望ましいといえよう。

② 現代青少年の問題行動

登校拒否,家庭内暴力の二つの問題行動を見るといくつかの共通点を見出すことが

できる。先づ第一に,登校拒否者並びに家庭内暴力少年は,一般に真面目で,お とな

しい,成績は中以上が多い。そして自主性に乏しく,三歳前後の反抗期が無く,昔は

「よい子」であったという場合が多い。反抗期は子どもの自立性, 自主性を確立する

ためには不可欠である。その反抗期がみられないというのは,反抗の必要がない程 ,

至れり尽せりの世話を焼いている過保護か,作為的に反抗を封じ込めるような規制を

加えている過干渉で,こ のため子供の自主性を親が自らそこなっていると考えられる。

思春期,青年期における攻撃衝動と,性愛衝動が自立を強 くしているが, 自主性が

無 く,依存度が高いため, 自立するだけの自信と力を持つことができない。問題解決

のための方法はもちろんのこと,板ばさみによるいらいらと学校へ行くことの価値が

見出せずに,取あえず,不安を無目標,無目的な攻撃を行うことや,登校を拒否する
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入れられずに」が増加しているのが目立っている。

心理機制 :子供は成長に従い,家の外の広い世界に出て行かなければならない年齢

段階にさしかかる。しかし過干渉過保護な扱いを受けてきたため,親への依存,共生

が強すぎ, 自我の形成が弱く, 自信とエネルギーに欠けて, 自立することが出来ない。

こうして, 自分が母親の隷属的立場であることに気づき,母親に対 して異議申し立て

を暴力の形で無意識のうちに表現していると考えられるのではないか。親の価値基準

を自分のものと思い込み,立身出世のため一流校合格のために勉強している子供が ,

突如暴力に走るという,受験息切れ型,家庭内暴力の場合も,親の要求水準と自分の

実効水準に差があることに気づくようになる。そしてその時初めて, 自分の価値基準

を問い直し始めるのだが,主体性の欠如は混乱へ導き,欲求不満が爆発すると考えら

れる。このため本人は破滅感と被害者意識から親を憎み自己の暴力を正当化する傾向

がある。罪悪感はほとんど無 く,む しろ親に復讐するという考え方も珍らしくない。

治療 :心理療法で親を支えることによって,本人の対応を変えて行き,親を通じて

本人に働きかける。場合によっは本人に対して薬物投与の必要もある。

Ⅳ 現代青少年の特徴

「青年自書」昭和57年度版にあげられた現代青少年のパーソナリティーの特徴を纏

めると,意識調査による青少年に対する大人の評価は 約 7割の者が「甘えが 目立つ」,

「忍耐力がない」と答えている。また「体力や気力がない」「ルールや 礼儀を 知らな

い」「人に対する思いやりが足りない」と考えている者が相当数いる。また青少年の

自己評価は「飽きやすい」が 7割近 くを占め,「人を頼りにするほうだ」「しりごみす

る方だ」「自分勝手だ」という者もそれぞれ半数近 く見受けられる。

またバウムテス ト17)文
章完成法

18),主
題統覚検査19〉 の三種の心理テス トの結果から

「今日の青少年は物事を自発的に習得しようとする意欲を持っており,楽天的で明る

い傾向も見受けられる。しかし,そ の一方で,ややもすると責任を他に転嫁する等 ,

自己中心的な性格が見られ,依存的な傾向が認められると共に自我の確立が遅れてい

る青少年が少なくないことがうかがわれる」以上のことから現代の青少年には,耐性

の欠如,依存性, 自己中心性の傾向があるといえよう。

V考 察

① 思春期神経症

思春期青年期の課題は心身の成熟につれて,両親像の修正を行い,親か ら離 れ て
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類 型
|

第 2表 家庭内暴力の類型

特 徴

家庭内暴力と非行のあるもので,怠学という形で学校をさぼることはあ

っても登校はしている。家庭内暴力より先に非行があり,不良交遊,夜遊

び,暴走族等親が注意したのがきっかけとなって親に暴力を振るうように

なったもので,補導経験をもつものも多い。

(人)

資料出所 総理府青少年対策本部「家庭内暴力に関する調査研究」(昭和55年 )

契機,誘因 :家庭内暴力少年の動機別状況は下記の表のとおりである。

第3表 家庭内暴力の原因。動機別状況 (昭和55・ 56年 )

家庭内で暴力を家族に対して振るい,家財を投げたり,壊 した りす る

が,家の外ではおとなしく,そ のような行為があるとは考えられず,登校

もしているもの。

家庭内暴力に登校拒否を伴うもので,家庭内の暴力より以前に登校拒否

があり,無理に登校させようとしたことから暴力が発生したものと,家庭

内暴力の変形として,親を困らす手段の一つに登校拒否をするものとがあ

る。

家庭内暴力のみ

家庭内暴力

+登校拒否

家庭内暴力
十登校拒否
十不良行為
非行

家庭内暴力・登校拒否に外での他の非行行動もあるもの,金 銭 の持 出

し,万引き,無断外泊等の行為も見られる。

家庭内暴力

+不良行為・

非行

区 分
し

つ

け
等:反 と

が

非ら
行れ
を て

め

資料出所 警察庁調べ

「 しつけ等親の態度に反発して」が45,9%を 占めて最も多 く,次いで「非行をとが

められて」が18.0%,「物品購入の要求が受け入れられずに」が15.7%と なっている。

これを前年と比較すると「非行をとがめられて」が減少し,「物品購入の要求が受け

て態
度
に

総

発
し

親
の数

不

明

てる
さ
く
言
わ
れ

受
験
勉
強
を
う

理

由

も

な

く

ら
れ
ず
に

求
が
受
け
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れ

物
品
の
購
入
要
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家庭 :一人子,長子,末子が多い。父や親戚の職業は教師,医師,銀行家,弁護士 ,

商社員等,社会階層の高い家庭に多 く発生する。

父親は父性欠如の家庭に高い発生率を示す。また父親の権威のない場合が多い。

家庭内暴力少年の父親に対するイメージは,弱々しさ,優柔不断,子供に対する無関

心,傍観者,多忙,不在,過酷等である。

母親は勝気な女性が多い。母親上位の家庭で母が家の支配権を握っている。その結果

家庭における両親の役割の混乱あるいは倒錯が起きている。このような状況は,母親

が子供に対 し,過保護,過干渉になりやすい。

家庭内暴力少年の家族に意外に祖父母が重要な役割を占めることが多い。祖父母は一

般的にいえば,保守的である。そして祖父母が養育にたずさわる場合,子供に対して,

真の愛情と厳しさを以て対するというより,む しろ,過保護に育て,溺愛する傾向が

強い。

警察庁による家庭内暴力児の両親の養育態度についての調査結果は下記の表のとお

りである。

第 1表 両親の養育態度 (昭和56年 ) (人 )

資料出所 警察庁調べ

(注)「父親」欄の計には母子家庭215人が,「母親」欄には父子家庭58人が除かれている。

上の表によると,父親の放任が39%を 占めて最も多いが,母親は過保護が25.2%を

占めて最も多 く,次で過干渉が21.9%,放任が16.3%,溺 愛が14.9%と なっている。

これら両親,祖父母の養育態度が家庭内の大きな要因となっている。

類型 :総理府青少年対策本部「家庭内暴力に関する調査研究」昭和55年 によると家

庭内暴力を下記の四つに分類している。
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育の改善に努力するよう指導する

② 家庭内暴力

家庭内の暴力行為は1965年 ごろから青少年の問題行動を取扱う機関で現われてきて

おり,そ の後世間を驚かせたものに,1977年に起った「父親による開成高校生殺害事

件」および1979年の「早稲田高箸学院生祖母殺人自殺事件」がある。

昭和56年中に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力事件は 1,194件 を上ま

わっている16)。

学職別では,中学生が (39.9%)を 占めて最も多 く,次いで高校生 (24.3%)無職

少年 (22.4%)有職少年 (6.8%)の順となっている。

なお,家庭内暴力少年は戦後高度の経済成長を遂げた西独,韓国, 日本に多いとい

われている。

定義 :家庭における暴力行為全般を指す。

例えば,親から子への暴力,夫婦間の暴力等をすべて含む。

しかし,近年我が国では一般的に家庭内暴力という言葉が使われる場合,子供が両

親祖父母に対してふるう暴力のことを指す。

家庭内暴力少年の特徴 :彼等の幼児期は昔風の非行少年 (小さい頃から手のつけら

れない暴れん坊,悪がき,ち んぴら団)と いった手合はほとんどない。大抵は,お と

なしく,素直な,良い子で,親にとって自慢の子で隣近所の評判もよいといった具合

である。

一般的に見ると神経質,小心,過敏,内気,臆病,依存的で我儘である。強迫性が

強 く, 自尊心も強い反面劣等感が強い。柔軟性に乏しく,忍耐力が無い,ま た幼児期

に第一反抗期がなかった例が非常に多い。

ところが中学,高校に進学する頃になって,突然親を初めとする家族に乱暴を働き

始める。主対象は圧倒的に母親,父,兄弟であり祖父母は多 くは副対象者となる。自

主性に乏しく度胸がないため,暴力が家の外 (学校を初めとする社会的場面)に は及

ばず,家庭内に限られていること。また外では礼儀正しく控え目である。従って万引

や薬物依存,犯罪等の非行に走ることはほとんどないという共通点を持つことが多い。

しかし登校拒否や怠学(な まけ),友人が無く非社交的等社会的不適応の徴候を示すこ

とがしばしばある。

学業成績は中から上で ドの者はいない。学校別にいえば上位といわれる学 校 に多

い。その中で本人が何等かの意味で脱落しつつあり登校拒否的傾向を伴う場合が多い。

一般に友人はいないか,あ っても数は少ない。
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いた者が,思春期以後になって,突然に登校拒否を起こす。休んでいることへの

罪悪感が強く,と じこもりがひどい。本人の性格としては,真面目で神経質,完

全欲求が強く,失敗をきらう。

3 甘やかされ型 :小さい時から慢性的に登校拒否を繰り返し,思春期に入って登

校拒否が決定的になる。本人の性格としては,我儘で神経質,耐性に乏しく,情

緒的,社会的に未成熟,休んでいることへの罪悪感はあまりなく,登校刺激を与

えない限りは,家の中で機嫌よく過している。

契機,誘因 :学年や学期の始め,先生や友人との トラブル,両親とのいさかい,病

後等を契機として発生することが多い。

登校拒否の原因として海外で早 く指摘されたのは,類型 1の分離不安であった。し

かしこれは高校不登校の場合はあまり当てはまらない。平井信義
14)は 「っらさを乗り

越える気持の不足」にあり「自主性の発達の遅れ」を原因としている。

幼児期,学童期まで反抗がなく,素直でおとなしく,喧嘩をしないというのは,主
体性の発達の遅れをあらわしている。大人達の「よい子」の枠組の中に子供をはめ込

んで自主性の発達を妨げてしまったのである。親の過保護と過干渉は子供を未成熟の

ままにし,子供は何とかその周囲の期待どおり枠組の中に入っていられるまでは表面

上安定した生活を続ける。しかし,い ったん何等かのつまづきに出会うと,主体的に

立ち直ることができなくなる。そして自分に自信をなくし, 自尊心が傷つけられ,登

校拒否を起こすことによって,安全な家庭に逃避し, 自分を守ろうとすると考えてい

る。

有岡巌 (1974)ら は精神科医の立場から,登校拒否の根本原因は登校場面における

極 く普通の範囲の事態の変化に適応しにくい程の未熟な偏った人格にあると述べてい

る。

治療 :登校拒否の治療にあたっては「これが決め手」と言える治療法がないのが現

状である。

治療は大別し,通所治療,収容治療,訪間治療に分けられる。具体的な治療方法と

しては,対象児の年齢が高い場合,カ ウンセリングまたは心理療法,な お親のカウン

セリングも並行して行うことが効果的といえる。

登校拒否の問題を悩みとして本人から相談をしにくることはない。これが登校拒否

の治療のむずかしさでもある。初めに周囲から持ち込まれた問題を本人が自らの問題

として受け止め克服することができるためには,かなりの時間を必要とする。治療の

目的は単に学校への復帰に止まることなく,本人の性格の再形成および両親の家庭教
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なったのは40年代に入ってからである。

現在登校拒否について実態を正確に把えることは難かしいが,現実の問題として,

登校拒否の生徒がふえていて,教育相談機関においては,そ の相談者の多 くが,登校

拒否についてであるといわれている。文部省「学校基本調査」
10)が

示す「学校 嫌い」

を理由として年間50日 以上欠席した児童,生徒数の推移をみると,中学生は昭和50年

から55年 までの 5年間で,ほ ぼ倍増している。

登校拒否は問題になってからまだ日が浅いこともあり,定義,原因,症状形成,治

療に関しては,研究者,治療者によって,さ まざまな説がある。

定義 :「学校に行かなければならないという自覚が本人にありながらも,何等かの

心理的な理由で登校を拒否し,継続的あるいは断続的欠席をしているものをいう。い

わゆる,な まけ,非行,家庭の事情,精神障害,知的身体的障害による不登校とは異

る」
11)。

登校拒否者の特徴 :一般に真面日で,お となしく,完全癖な面を持ち,学業成績は

「中以上」が多い。平井信義 (1978)等 の研究によると対象とした登校拒否児のほと

んどが三歳前後の反抗期がなく,幼児期および学童期 (登校拒否前)ま では素直な子

であり,お となしかったという結果を得ている。また,幼児期に友達と喧嘩をしたこ

とがない者が 2/3を 占めていた。

家庭 :全体的にみて第一子に多 く出ており,同胞数の少い小規模な家庭で経済的に

は安定している傾向がみられる。両親の間でお互いがそれぞれの長所も短所も人間と

して認め,こ れを受け入れるとか,お互いを信じ合うという面で欠けるところが大き

い。

母親は「①情緒的未成熟,②社会性の低さ,③神経症的傾向,④母親が支配的」で

あり母子関係は過保護で支配的態度が強い。

父親は「①内向的,非社会的で母性代行的,②内向的,無力的,父子関係脆弱,社

会的に活動はしているいるが家庭を離脱し,圧力的」である。父親と母親の役割が混

乱し相互に役割上の均衡を失っている場合に登校拒否児の発生の危険性がある。

類型 :現在治療者の立場によってさまざまな説が公表されている。代表的なものと

して,小泉英二 (1973)13)の 原因論的立場からの分類をあげる。

1 分離不安 :幼児から小学校低学年であらわれる場合が多 く,母親との分離不安

がもとになって起こる。分離不安を起こす子どもの母親の特徴は過保護で神経質

な場合と拒否的で冷たく,干渉的な場合がある。

2 優等生の息切れ型 :小学校まではなんの心配もなくて「よい子」と評価されて
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けたりすると自分の発している臭いのためだと思い,い かなる説得も聞き入れようと

はしない。

思春期やせ症の主症状は極端な食事制限とやせである。食事制限の表向きの理由は

美容のためやせたいと述べるものが多いが,彼女達の容姿は単なる肥満防止をはるか

に越えており,骸骨のような痩身になっていても,更に下剤を用いて,僅かの摂食物

さえ排泄しようとする。彼女達には娘らしい容姿へ向うこと,成熟する身体を拒否す

る傾向がみられ,女性という性的役割を拒絶する場合に摂食を拒否すると考えられる。

現代に至るまで思春期やせ症の定義はいろいろと変遷しており,心理機制についての

研究が数多くなされているが根底には成熟や性への 不安といった「成熟嫌悪」
8)に

対

する誤った防衛が存在すると推測される。

学習能力に関する症状としては,頭重,頭内朦朧,集中困難等いろいろな心気症
9)

状態や雑念恐怖等の強迫状態のため,勉強の能率が落ちる。または勉強不能になると

いう病態がある。思春期青年期には上級学校への受験,有名会社への就職というのが

大きな価値をもち,日標となる。しかし,そ の価値あるものを手にすることができな

いかもしれないという不安に襲われる。この不安に耐えきれなくなった時,頑固な頭

重感や,集中を妨げる雑念がたちふさがってくる。青年達にとって大学合格や就職と

いう目標を達成できないかもしれないという自分を認めるより,頭重や雑念という恐

怖対象に苦悩する自分の方が救われる。頭重や雑念さえなければ簡単に目標を達成で

きるのだという幻想を抱 くことができるからである。

思春期青年期は性的神経症も多 く発症する。成長過程に際して必ず,多かれ少なか

れ,性衝動を抑圧する。これは正常であるが,防衛が適切に処理されないと,神経症

の症状形成が行われる。

思春期青年期は心身の成熟, 自己像の再結合,性的同一化,新 しい人間関係の確立,

社会的役割の獲得等多 くの課題がかせられている。その課題を果そうとする際には必

ず多かれ少なかれ不安を抱 く, この不安は個人によって建設的に処理され完成された

人格へと移行できる者もいる。しかし不安に直面した衝撃は未完成な人格を神経症的

にして,人格の深部にまで及ぶことは充分に理解できる。よって,こ の時期の神経症

は何等かの人格形成障害がその中心となっているという特徴がみられる。

Ⅲ 現代青年にみられる問題行動

① 登校拒否

思春期青年期の登校拒否が増え始めたのは昭和30年代の後半からで,目 立って多く

8



また症状は普通,身内などのごく親しい者や見ず知 らずの者の前では生じない。近

所の人, クラスメイトなどの人間関係における中間領域の者に著しい。

心理機制 :発症の様相からみると思春期特有の自意識過剰の状態が発症の素地をな

している。思春期には彼等をとりまく集団は一人一人が自己主張し他を辛辣に批判し

はじめる。自分が仲間からどのようにみられているか, 自分は他の人びとに対 してど

のように振舞ったらよいのか,集団内で自分をいかに位置づけたらよいのか,要する

に集団内存在としての安全感が脅やかされるようになる。彼等は身内や全 く関係のな

い人の前では「症状」のあらわれを感じない。彼等が最も苦しむのは互いの人格の触

れ合いが深くもなく, といって全 く表面的でもなく,心理的距離が変り易い間柄であ

ってその距離の変り目に敏感に反応し,たちまち関係念慮を抱 くようになり,対人恐

怖にとらわれてしまう。学校の友達や職場の同僚との特に雑談の場面では,互いの親

しさの転調が生じやすいので「症状」が生じやすい。集団内である人間関係を樹立す

るという課題を持つ青年期に,赤面,発汗等の恐怖は非常な脅威となる。然し本当は

彼等が社会的存在として存在し得ないかもしれないという青年の根底を脅かす不安を

赤面,発汗等の特定の恐怖像にすりかえたともいえる。

対応 :「症状」のあらわれを感じる者は,赤面の赤さを隠すためにクリームや濃色

のファンデーションを用いたり,日 の表情を隠すためにサングラスをかけたり,「人

前」でのぎこちない態度をうまく演技してかわそうとしたり,醜形 (と 思いこんでい

る)部位を手術して治そうとする。中には,む しろ陽気で社交的とみられる演技をや

りおおせている対人恐怖者もいる。彼等の生活は,一時期対人恐怖の悩みに塗りこめ

られるが容易にそれを克服できる者もいるし,軽快と憎悪を繰り返す者もいる。

治療 :精神分析療法
5),森

田療法
6),行

動療法
7〉

等が試みられる。近年本症には神経

症 レベルより重篤な境界例とみなされる者が多 く治療にも相当な配慮が必要となって

いる。

② その他の神経症

思春期を特徴づける特異な病態は対人恐怖の一つとして分類されている自己臭恐怖

や思春期前後の女子に専ら見られる思春期やせ症,学習能力をめぐる神経症,性的訴

え等がある。

自己臭恐怖は発症は大抵中学生,高校生時代に集中している。主症状は自分の身体

から不快な臭いを発していて,そ のために他人に迷惑をけ嫌悪されていると悩むもの

である。臭いの源は,お なら,大便,精液,お りもの,日臭,腋臭等である。彼等は

これを肉体的欠陥だと確信している。人が鼻をおさえたり,咳払いをしたり,窓を開
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られる問題はむずかしく,慎重なケースワークを必要とされている。

そこで, ここでは先ず思春期青年期にみられる主な精神障害,特に現代青年にみら

れる登校拒否,家庭内暴力の定義,症状,特徴,治療等を概観 し,現代青年のかかえ

持つ問題,特徴について考察した上で今後の学校保健の課題の検討を試みたい。

Ⅱ 思春期神経症

人格形成の過程ではさまざまな心因が加って,不安状況を生む。或る者はそれを建

設的に利用して自我を強化するが,或 る者は不安を回避し,神経症的防衛に終始し,

神経症4)の
準備状態 (神経症的性格)を整えてしまう。人格形成の最終に近いともい

える思春期青年期は不安と防衛の混在する時代であり,思春期そのものが神経症的で

あるといえる。

ここでは思春期青年期に好発するいくつかの神経症について述べる。

① 対人恐怖

定義 :対人場面で緊張し,そ の違和感に悩み,苦悶し,そ れを強迫的に恐怖する,

神経症の一種。

症状 :人前で緊張して赤面し,人に軽蔑され不快がられるのではないかと悩む赤面

恐怖性。「周囲の人が自分をみつめているように思え,そ れを意識すると自分の動作

がぎこちなくなる」「人の視線が気になる」「人と話をするとき,つい自分の目に力が

入ってきつい目となり,相手を正視できない」等の正視恐怖。「授業中黒板を見よう

とすると,視線が横のクラスメイトの方にいってしまい,そ の友人に変に思われる」

等の横目恐怖からなる視線恐怖。自分の表情がこわばる,ぎこちなくなる, 自然に笑

えない,笑 うと泣きべそをかいたようになるなど,と いう自己表情恐怖。逆に人前で

笑い出してその結果人に更に思われるのではないかと悩む笑い恐怖。人前で発汗し,

汗がぽたぽた滝のように流れ,他人が不快になるのではないかと悩む発汗恐怖。この

他醜形恐怖,吃音恐怖,放尿恐怖, 自己臭恐怖,よ だれ恐怖等の恐怖の種類には際限

がないほどである。

特徴 :発症は一般に中学生,高校生の時期に集中している。たとえば,学校でたま

たま何かのはずみで赤面したところを友達に気づかれた等, ごく些細なことで発症し

ている。

発症前は,学校でも家庭でも明るい性格で友達との関係もよく,む しろリーダーシ

ップをとることさえできたのに発症を境いに自分の性格が暗 く内向的に変ってしまっ

たことを自覚している場合が多い。
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思春期青年期の精神障害に

見 られる現代の傾向

麓

I はしめに

養護教諭という立場から中学,高校の生徒に触れ,身体的病いというよりは,精神

的問題に原因を持つのではないかと思われる生徒の訴えが多いことを最近痛感してい

る。思春期青年期と1)呼ばれる時期は精神的身体的・社会的に子供から大人への移行

期にあたっている。この時期は人間が成長するために不可欠な時期なのだが,同時に

心理的社会的にさまざまな問題の生じる変動期でもある。よってこの時期は精神病の

好発期とされており多 くの中学,高校生が心の問題につまづ くことは当然ともいえる。

しかし,坂本玄子 (1980)2)が 「学校と病気」の中で現代・青少年の 不健康の 特質の

一つとして「からだから心へと,深化した異常が増加している」と指摘しているよう

に,現代の青年にはかつての身体の組織や臓器の病変ではなく,心身の相関の度合い

の強固な疾病異常が激増していると思われる。

従来の学校保健は①「生徒の保健・安全・環境衛生の実態の把握」②「健康な生徒

に対する健康増進に関する管理並に指導」③「心身の健康に問題のある生徒の個別指

導」④「 日常の教育活動並に学校行事に対する協力」
3)以上四つを 主な仕事としてき

た。しかし最近の保健室の利用状況は,第二の特に「心」の健康に問題を持つ生徒の

指導に大きなウエイトを占めるようになって来ている。

つまり,学校保健は従来以上に精神衛生の分野での衛生管理を必要とされていると

考えられる。ところが精神障害は疾病や負傷等のように一応の診断基準とそれに対す

る治療方法,処理してもらう医療機関が決っているわけではない。子供の抱えている

家庭の問題,住んでいる地域社会,学校全体の雰囲気,更に大きくは今の時代の大き

な流れ等が長期間かかって凝集された形で子供達の問題として浮き上ってくるため,

一人一人の子供の特徴によって治療方法,治療を行う医療機関 (例 えば,病院の精神

科,教育相談所)等が異ってくる。

また,子供に接する者自身の精神衛生の問題も関係 してくるので,学校保健に課せ

子ユ成
一〓
ロ
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成績の高いものはだいたい垂直とびの成績も高 く,逆に一方の成績の低いものは他方

の成績も低いということを意味している。なぜこのような関係が生じるかといえば,

反復横とびと,垂直とびの成績の高低には一定度共通の能力, この場合には敏しょう

性・瞬発力が関与しているからであると考えられ,同様に背筋力と握力の間にも相関

が認められる。

以上のことから,体格・体力診断テス ト個々の相関係数で高い種日間の関係が存在

していることの認められた種目が多 く,そ れぞれの種目に関与している他のすべての

種目相互の関連をある程度把握することが可能となり,今後の体育指導という立場に

立つとき,体格を考慮した目標設定や評価法を取り入れなくてはならないということ

に統計的事実として目を向ける必要がある。

Ⅲ まとめ

受験勉強に明け暮れている生徒の体格・体力について現状を正確に把握しようと試

みて統計的に分析をした結果,次のような事実がわかった。

①体格について,身長の高いものは体重も一般的に重いということがわかり,それ

に関連して体力診断テスト結果との間に高い相関が認められたので,今後は体格を考

慮した具体的な評価基準を設定する必要がある。

②本校生徒の体力状況は,全国値の結果に比して明らかに劣るということがわかっ

た。

最後に体格・体力診断テストを通して,本校生徒の体力づくりが急務であることを

ここに全教師の関心事として訴えたい。

参考文献

1)青山昌二 :「大学生の体格・体力の統計的分析一体格類型と体力の関係および体格・体力

の回帰分析」体育学紀要 第 8号,東京大学教養学部体育研究室 1974

2)水野忠文著 :「青少年体力標準表」東京大学出版会

3)文部省体育局編 :「スポーツ・テス トーその実施と活用」

4)日 本体育学会編集 :「特集・体育における検査と測定の再検討」体育の科学 3月 号 1976

5)音海紀一郎 :「高校生の体力評価に関する統計的分析」研究紀要 第 6号 獨協中学校・高

等学校 1982
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表 2 体格・体力診断テス トの相関係数行列

注)***,**,*は それぞれ 0.1%,1%,5%で有意を示す。

体重については,肺活量・背筋力・握力等の間には,0.1～ 1%で有意な値を示す。

以上のことをまとめてみると,身長の大きいものは,体重も一般的に重いというこ

とがいえる。特に肺活量・背筋力・握力等についての記録は,体格の優れているもの

は劣っているものより有利であることがわかる。これでは,極言すれば体格について

の成績評価をしているようなもので,体格の劣っているものの大半は低い評価点 しか

もらえず,ま すます意欲をなくす結果にもなりかねない。 したがって,体力診断テス

トについて身長別の評価をすることによって, これまで低い評価点しかもらえなかっ

たものでも高い評価点をもらえるようになって一段と学習意欲を起こすことができる

し,反面,身長の高いものはそれによってなお一層学習意欲を起こすであろう。

体力診断テストの各項目について考察してみると,

反復横とびについて,垂直とび・握力・踏み台昇降運動において, 0.1～ 5%で有

意な値を示す。

垂直とびについて,背筋力・握力・立位体前屈において 1～ 5%で有意な値を示す。

背筋力について,握力・位体前屈において 0.1～ 5%で有意な値を示す。

握力について,伏臥上体そらし・立位体前屈において,0.1～ 5%で有意な値を示す。

伏臥上体そらしについて,立位体前屈において,0.1%で有意な値を示す。

以上のことをまとめてみると,各項目間には共通して相関があることがわかる。例

えば反復横とびと垂直とびの間には高い相関が認められる。このことは反復横とびの
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項  目
身 長

(m)

体重

(kg)

肺活量

(cc)

直

び
1垂

|と

|(1m)

反復横
と び
(回 )

背筋力

(kg) (kg) |

握 力 台
降

み踏
昇

M

SD

4ヽax

4ヽin

N

169.8

5.76

186.4

154.7

93

60.9

10.53

106.5

41.5

93

3,942.0

679.0

6,200

2,440

93

|    |
|1  45.01

11   4.321

)1  55.01

11   35.01

1931

57.7

8.40

79.0

42.0

93

113.3

17.19

168.0

78.0

93

41.8

5.4C

57.5

31.8

93

54.

71

31

10.

5.

24.

-1.

61.4

8.46

89.1

42.1

92

169.76S56年度|
全国平均|

59. 46. 63. 137.34

表 1 体格・体力診断テス トの平均値と標準偏差

背筋力については,137.34-113.3(本校値)と 24.04本校値の方が下回っている。

握力については,47.02-41.8(本 校値)と 5.22本校値の方が下回っている。

伏臥上体そらしについては,58.99-54.0(本 校値)と 4.99本校値の方が下回って

いる。

立位体前屈については,14.82-10.6(本 校値)と 4.22本校値の方が下回っている。

踏み台昇降運動については,67.41-61.4(本 校値)と 6.01本校値の方が下回って

いる。

すなわち,体力診断テス トについては,全国値と比較してみると,全て 1%水準の

有意差をもって劣っていることがわかった。

特に,垂直とび,背筋力,握力,伏臥上体そらし,立位体前屈,踏み台昇降運動等

は,%標準偏差から1標準偏差を大きく上回る開きをみせている。

本校値の平均値が低くなっているが,そ の原因として

①体育授業に問題はないだろうか,週一回 1∞ 分授業では少ないのではないか。

②体力診断テストを過去に体験していないのでとまどいを生じているのではないか。

③伏臥上体そらし後,腰痛を訴える者がいるが,次の種目に多少影響していないだ

ろうか。

④進学校特有の運動量減に原因がないか。などの諸要因が影響しているのではない

かと思われる。今後の研究課題としたい。

2 体格・体力診断テス トの相関係数行列

(注)表 2は体格・体力診断テス トの相関係数行列の表である。

身長については,体重・肺活量・垂直とび・背筋力・握力等の間には,0.1～5%で

有意な値を示す。

P
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高校生の体力評価に関する研究

音 海 紀一郎

I 研究目的および方法

受験勉強に明け暮れている高校生の体力低下ないし体力停滞が社会問題となってす

でに久しい。

本校生徒の体格と体力の現状を正確に把握するとともに,今後の体育指導上の具体

的な方策を検討し,生徒自身の体育実技への関心度を深めるのが急務であると考え,

今回体格の記録と体力診断テス トおよび肺活量の各記録の関係を相関係数から検討し

たので報告する。

分析に用いた資料は,昭和57年 4月 の定期健康診断において測定した体格の記録と,

体育授業で実施した体力診断テス トの記録である。なおテス ト種目および方法は,文

部省スポーツテスト実施要項による。

測定期間には 4月 下旬より5月 下旬までの 4週間を当てた。 (週一回の体育理論の

時間を活用する)

対象数は 3年生男子93名である。

Ⅱ 結果および考察

1.体格・体力診断テス トの平均値および標準偏差

(注)表 1は全国値と本校生徒の体格・体力診断テス トの平均値 (M)お よび 標 準

偏差 (S.D。 )を比較した表である。

①体格について考察してみると以下のことがうかがえる。すなわち,全国値と比較

して,身長については,169.76Cm-169.8Cm(本 校値)と 同レベルにある。

体重については,59.36kg-60.9kg(本 校値)と 1.54kg本校値の方が上回っている。

②体力診断テストの 7項目について全国値と比較してみると以下のことが言える。

すなわち,反復横とびについては,46.91-45.0(本校値)と 1.91本校値の方が下回っ

ている。

垂直とびについては,63.03-57.7(本 校値)と 5.33本校値の方が下回っている。

■
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