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は
じ
め
に　

 

― 

風
景
を
読
む 

―

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
大
和
近
代
の
風
景
と
自
然
観
を
テ
ー

マ
に
、
山
や
森
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
信
仰
や
生
業
に
ゆ
か
り
あ
る
文
化

的
な
風
景
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。「
奈
良
に
蒔
か
れ
た
言
葉
と
思
想
。」

と
い
う
主
題
の
も
と
で
何
故
「
風
景
」
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
次
の

言
説
に
基
づ
く
。

　

「
風
景
と
は
、
身
体
を
も
つ
も
の
に
対
し
て
立
ち
現
れ
る
空
間
の
相

貌
で
あ
る
。
身
体
も
ま
た
空
間
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
身
体
と

環
境
と
し
て
の
空
間
は
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
空
間
は
、

そ
の
構
造
、
そ
の
履
歴
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
き
た
人
び
と
の
関
心
・
懸
念

を
蓄
積
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
風
景
の
な
か
に
多
く

の
「
も
の
」
や
「
こ
と
」、「
人
び
と
の
思
い
」
も
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
風
景
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
空
間
の
も
つ
複
雑
性
を

捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

風
景
は
偉
大
な
書
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
書
物
の
内
容
を
ど
れ

ほ
ど
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
そ
の
風
景
に
対
峙
す
る
人
間
の
能
力

に
か
か
っ
て
い
る
。「
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
現
れ
ど
も
見
え
ず
、

聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
風
景
を
読
む
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
万
巻
の
書
物
を
読
む
こ
と
に
値
す
る
。
風
景
を

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
な
か
で
語
ら
れ
て
き
た
思
想
の
意
味
を

再
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
（
註
１
）
。

　

も
と
よ
り
筆
者
に
万
巻
の
書
物
を
読
み
こ
な
す
力
は
な
い
が
、
語
ら

れ
た
り
、
書
か
れ
た
り
す
る
な
ど
し
て
文
字
化
さ
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
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大
和
近
代
の
風
景
と
自
然
観
一
考

「
食
ら
ふ
、
啄
ば
む
」
風
景
一
試
論

─  

大
和
ゆ
か
り
の
宝
物
よ
り  

─

岡
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貴
久
子
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２
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１
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年
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会
論
考
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を
た
ど
る
作
業
か
ら
、
空
間
や
場
所
か
ら
見
え
て
き
た
、
或
い
は
語
り

か
け
ら
れ
て
き
た
思
想
を
た
ど
る
、
と
い
う
、
謂
わ
ば
逆
の
も
の
の
見

方
に
魅
力
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
読
み
方
は
個
々
人
の
風

景
を
読
み
解
く
能
力
、
つ
ま
り
感
性
の
度
合
い
に
か
か
っ
て
い
る
と
言

う
。
あ
る
意
味
、
芸
術
家
や
詩
人
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
あ
る
風
景
を
描

写
す
る
表
現
に
近
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

桑
子
敏
雄
は
語
る
。「
風
景
に
身
を
置
い
て
、
空
間
に
刻
ま
れ
た
情

報
を
読
み
と
る
こ
と
」、
こ
れ
は
「
哲
学
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
導

入
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
（
註
２
）
。

谷
三
山 

〜 

土
倉
庄
三
郎 

〜 

本
多
静
六
の
ま
な
ざ
し
の
先

　

初
年
度
は
、
盲
目
の
儒
学
者
谷
三
山
と
吉
野
林
業
の
大
家
土
倉
庄
三

郎
に
焦
点
を
当
て
、
筆
者
な
り
に
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
動
か
ぬ
山
」
の

風
景
に
関
す
る
一
考
を
呈
し
た
。
交
通
の
要
所
に
住
ま
う
大
和
八
木
の

谷
三
山
と
、
深
山
に
住
ま
う
大
和
大
台
ケ
原
の
土
倉
の
い
ず
れ
も
生
ま

れ
育
っ
た
場
所
か
ら
終
始
、
離
れ
る
こ
と
な
く
、
謂
わ
ば
地
元
を
中
心

に
活
動
し
た
人
物
で
あ
る
。
本
人
ら
が
動
か
ぬ
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
両
者
の
心
情
に
は
、
時
代
が
遷
移
し
て
ゆ
く
な
か
で
「
動
か
ぬ
山
」

の
風
景
、
す
な
わ
ち
前
者
に
と
っ
て
の
「
大
和
三
山
」、
後
者
に
と
っ

て
の
百
年
の
計
で
営
ま
れ
る
「
吉
野
の
杉
山
」
を
守
り
続
け
る
、
と
い

う
「
変
わ
ら
ぬ
風
景
」
へ
の
憧
憬
を
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

 

（
２
０
１
６
年
度
研
究
会
論
考
）

　

次
年
度
に
は
視
点
を
吉
野
に
定
め
、
彼
の
地
の
誉
で
あ
る
「
桜
」
と

「
杉
」、
す
な
わ
ち
蔵
王
権
現
の
神
木
と
し
て
の
桜
と
、
林
産
物
と
し
て

育
ま
れ
る
杉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
風
景
に
つ
い
て
講
じ
た
。
こ
れ
ら

は
「
信
仰
」
と
「
生
業
」
と
い
う
人
間
の
文
化
的
な
行
為
に
よ
っ
て
彩

ら
れ
た
植
生
風
景
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
「
祈
り
」
と
「
実
践
」、

修
験
道
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
「
実
修
実
証
」
に
基
づ
い
て
育
ま
れ
る

景
色
で
あ
っ
た
。 

（
２
０
１
７
年
度
研
究
会
論
考
）

　

第
三
年
度
は
、
前
年
度
の
結
果
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、
山
を
生
業
の

場
と
す
る
「
林
業
」
を
対
象
に
据
え
、
そ
の
進
歩
と
改
良
を
促
し
た
近

代
林
学
お
よ
び
林
政
の
導
入
と
展
開
に
注
目
し
、
土
倉
庄
三
郎
を
我
が

師
と
仰
い
だ
東
京
帝
国
大
学
教
授
本
多
静
六
を
引
き
合
い
に
大
和
近

代
の
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
最
新
の
ド
イ
ツ
林
学
を
学

ん
だ
本
多
で
は
あ
っ
た
が
、
生
家
折
原
家
は
代
々
、
富
士
を
霊
山
と
し

て
仰
ぐ
山
岳
信
仰
「
富
士
講
」
の
総
代
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
本
多
の

思
想
と
事
績
に
は
単
に
近
代
合
理
的
に
造
林
事
業
を
推
進
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
層
に
は
伝
統
的
な
林
業
の
仕
法
や
山
を
敬
う

と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
精
神

性
と
実
践
性
、「
祈
り
」
と
「
実
践
」
と
い
う
人
間
の
文
化
的
態
度
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
風
景
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

 

（
２
０
１
８
年
度
研
究
会
論
考
）

１
「
風
景
」
と
「
景
観
」

　

と
こ
ろ
で
、「
風
景
」
と
「
景
観
」
に
つ
い
て
な
ん
の
説
明
も
し
て

こ
な
か
っ
た
。
最
初
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
風
景
」
と
は
中
国
伝
来
の

言
葉
で
あ
り
、「
景
観
」
は
近
代
日
本
で
翻
訳
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
に
由
来

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
以
前
よ
り
見
ら
れ
る
風
光
を
表
現
す
る
に

は
「
景
観
」
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
味
わ
い
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。

特集 奈良に蒔かれた言葉と思想
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風
と
景

　

ま
ず
風
景
の
意
味
か
ら
見
て
み
よ
う
。
諸
橋
に
は
「
け
し
き
。
風
光
。

景
物
。」
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
風
景
を
構
成
す
る
「
風
」
と
「
景
」
と

に
分
け
る
と
、「
風
」
に
は
、（
一
）
か
ぜ
、（
二
）
か
ぜ
ふ
く
、（
三
）

す
ず
む
、
（
四
）
か
ぜ
に
あ
た
る
、
（
五
）
う
ご
く
、
（
六
）
ち
る
、

（
七
）
お
ち
る
、（
八
）
に
げ
は
し
る
、（
九
）
は
や
い
、（
十
）
を
し

え
、
み
ち
び
き
、
教
化
、（
十
一
）
な
ら
は
し
、（
十
二
）
い
ひ
つ
け
、

（
十
三
）
き
だ
て
、
か
た
ぎ
、（
十
四
）
い
き
ほ
ひ
、（
十
五
）
詩
の
六

義
の
一
、
其
の
人
を
感
化
す
る
こ
と
風
の
物
を
動
か
す
が
如
き
意
、（
十

六
）
う
た
、
ふ
し
、
樂
曲
、（
十
七
）
う
た
ふ
、（
十
八
）
や
う
す
、

す
が
た
、（
十
九
）
け
し
き
、（
二
十
）
病
の
名
、（
二
十
一
）
こ
ゑ 

、

（
二
十
二
）
お
ほ
い
、（
二
十
三
）
は
ね
、（
二
十
四
）
古
、（
二
十
五
）

姓
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
風
」
の
つ
く
成
語
に
は
「
風
光
」
（
日

が
出
て
風
が
吹
き
草
木
に
光
色
あ
る
こ
と
を
い
ふ
、
な
が
め
、
人
柄
、

品
格
）
や
「
風
欠
」
（
魂
の
な
い
人
の
や
う
に
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
）

な
ど
が
あ
る
。

　

「
景
」
は
、（
一
）
ひ
か
り
、
ひ
ざ
し
、
ひ
か
げ
、（
二
）
日
、（
三
）

あ
き
ら
か
、（
四
）
白
い
さ
ま
、（
五
）
や
う
す
、（
六
）
け
し
き
、（
七
）

お
も
む
き
、（
八
）
う
ち
か
け
、
う
は
ぎ
、
衣
に
塵
の
か
か
る
の
を
ふ
せ

ぐ
た
め
の
お
ほ
ひ
、（
九
）
ち
ち
、
鐘
の
表
面
に
つ
け
た
餝
り
の
小
突
起
、

（
十
）
大
き
い
、（
十
一
）
つ
よ
い
、（
十
二
）
し
た
ふ
、
あ
こ
が
れ
る
、（
十

三
）
あ
ふ
ぐ
、（
十
四
）
め
で
た
い
、（
十
五
）
山
名
、（
十
六
）
風
の
名
、

（
十
七
）
諡
、（
十
八
）
姓
、
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
諸
橋
に
は
「
景

観
」
の
記
載
は
な
い
が
、「
景
」
を
冠
し
た
成
語
に
「
景
勝
」（
景
色
の

す
ぐ
れ
て
よ
い
こ
と
、
山
水
の
景
色
の
よ

い
所
）
な
ど
が
あ
る
（
註
３
）
。

景
観
と
風
景　

― 

理
性
と
感
性 

―

　

そ
も
そ
も
「
景
観
」
と
は
、
地
理
学
用

語
な
い
し
植
物
学
用
語
で
、
地
形
上
の
風

景
や
植
物
相
を
表
す Landschaft

（
独
）、landscape

（
英
）
を
理
学
博
士

三
好
学
（
１
８
６
１
〜
１
９
３
９
）
が
編

み
出
し
た
明
治
期
日
本
の
訳
語
で
あ
る
。

図
１
は
、
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た

三
好
学
編
著
『
日
本
植
物
景
觀
』（
丸
善
）

の
新
聞
広
告
（
註
４
）
で
あ
る
が
、
書
名
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
景
観
と
い
う
の
は
植

物
を
含
む
陸
地
上
の
風
景
を
指
す
も
の

で
あ
っ
た
。

　

今
日
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
と
い
え

ば
、
す
な
わ
ち
「
造
園
学
」
を
意
味
す
る
。

「
造
園
学
」
は
大
正
期
、
本
多
静
六
が
関
係

者
ら
と
東
京
帝
国
大
学
造
林
学
教
室
内
に
設
置
し
た
「
景
園
学
」
教
室

に
端
を
発
し
、
の
ち
に
「
景
園
」
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
理
由

で
「
造
園
学
」
教
室
に
改
称
さ
れ
る
。
現
代
で
は
文
部
省
の
正
式
な
認
可

（
昭
和
48
年
）
を
受
け
て
森
林
風
致
計
画
学
研
究
室
と
し
て
継
続
す
る

一
学
問
で
あ
る
。
平
安
中
期
と
さ
れ
る
日
本
最
古
の
庭
づ
く
り
の
秘

伝
書
「
作
庭
記
」（
註
５
）
に
は
、
造
園
に
お
け
る
石い

わ

組ぐ
み

や
前
栽
、
禁
忌
の

図１�「理學博士三好學君編著　日本植物景觀」東京朝日新聞、明治38年5月18日付
Euro-NARASIA  │  STUDY REPORT
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記
述
が
見
ら
れ
る
が
、「
自
然
の
ま
ま
の
風
景
」
と
解
せ
ら
れ
る
「
生

得
の
山
水
」
と
い
う
表
現
は
あ
っ
て
も
、「
景
観
」
の
文
字
は
こ
こ
に
は

な
い
。「
景
観
」
は
こ
の
よ
う
に
本
来
、
客
観
性
に
基
づ
く
学
術
的
な

タ
ー
ム
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
に
新
た

な
類
型
と
し
て
２
０
０
５
年
に
追
加
さ
れ
た
「
文
化
的
景
観
」
は
、
世

界
遺
産
用
語
で
も
あ
る
。
近
代
を
特
徴
付
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
性
も
備
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
漢
字
の
成
り
立
ち
を
理
解
す
る
た
め
に
「
風
景
」
を
解
字
す

る
と
（『
漢
字
源
』）、「
風
」
の
字
形
は
、
上
記
（
二
十
三
）
に
「
は
ね
」

と
あ
る
よ
う
に
、
大
鳥
（
鳳
）
が
羽
ば
た
い
て
揺
れ
動
く
さ
ま
を
指
す
。

「
景
」
は
太
陽
の
光
を
表
す
「
日
」
と
、
高
く
て
明
る
く
大
き
い
丘
を
表
す

「
京
」
か
ら
成
る
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て
「
風
景
」
と
は
、
上
記
「
風
光
」

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
等
し
く
、
自
然
の
大
地
で
人
間
・
動
物
・
植
物
な
ど

あ
ら
ゆ
る
生
の
営
み
が
織
り
な
す
活
き
活
き
と
し
た
景
色
、
と
い
う
の

が
諸
橋
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
解
釈
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
殺

風
景
」
と
い
う
言
葉
に
、
面
白
味
や
風
情
を
欠
い
た
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
る
よ
う
に
、
風
景
は
人
び
と
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
感
性
に
よ
っ
て
見
え
方
が
異
な
る
景
色
、
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
景
色
が
良
い
」と
言
え
ば
、う
つ
わ
を
見
て
面
白
い
と
思
っ
た
と
き
に
、

つ
い
口
に
出
る
表
現
で
あ
る
。
う
つ
わ
の
中
に
自
然
の
風
景
や
イ
メ
ー
ジ

を
感
じ
と
っ
て
「
銘
」（
名
前
）
を
つ
け
る
の
は
、
日
本
的
な
味
わ
い
方

と
言
わ
れ
る
（
註
６
）
。

２ 

喰
ら
ふ
、
啄
ば
む 

― 

大
和
の
宝
物
に
生
き
物
を
見
る 

―

　

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
過
去
三
年
間
に
お
い
て
筆
者
が

見
て
き
た
の
は
、
い
ず
れ
も
人
間
文
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
風
景

で
、
山
と
人
間
、
或
い
は
植
物
と
人
間
が
織
り
な
す
自
然
の
風
光
や
景

観
で
あ
っ
た
。
十
分
に
見
て
い
な
い
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
動
物
で

あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
風
景
の
な
か
に
彩
ら
れ
た
生
き
物
・
動
物
の
姿

に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
奈
良
の
街
は
、
神
鹿
が
悠
々
と
行
き

交
い
、
佇
み
、
寛
ぎ
、
時
に
威
嚇
す
る
姿
が
印
象
的
で
あ
る
（
註
７
）
。

前
号
で
は
、
近
代
林
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
春
日
神
社
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ

に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
生
き
物
の
生
態
を

大
和
ゆ
か
り
の
景
物
か
ら
探
し
て
み
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
喰
ら
ふ
、

啄
ば
む
」。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
避
け
て
通
れ
な
い
営
み
で
あ
る
。

　

過
去
に
表
現
さ
れ
て
き
た
自
然
風
景
の
履
歴
を
た
ど
る
こ
と
で
、
何

か
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
何
か
を
語
り
か
け
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
、
そ
う
い
っ
た
試
み
で
あ
る
。

食
物
連
鎖　

― 

生
き
物
の
生
と
死 

―

　

食
物
連
鎖 afood-chain

 

は
、
自
然
界
に
見
ら
れ
る
「
喰
う
も
の
」

（
捕
食
）
と
「
喰
わ
れ
る
も
の
」（
被
食
）
の
関
係
で
あ
る
。
動
物
生
態
学

者
チ
ャ
ー
ル
ズ 

Ｓ
．
エ
ル
ト
ン
（
１
９
０
０
〜
１
９
９
１
『
動
物
生
態

学
』 Anim

alEcology
1927

）
が
明
ら
か
に
し
た
関
係
は
、
簡
単

に
い
え
ば
、
緑
色
植
物
→
草
食
動
物
→
肉
食
動
物
→
と
い
う
連
な
り
で
、

さ
ら
に
こ
れ
が
微
生
物
な
ど
に
分
解
さ
れ
、
再
び
植
物
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
海
中
に
お
い
て
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
→
小

型
魚
類
→
大
型
魚
類
→
の
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の
「
喰
う
、
喰
わ

れ
る
」
の
連
鎖
関
係
で
、
森
羅
万
象
の
生
き
物
は
そ
の
生
を
保
ち
、
そ

の
生
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
一
貫
し
た
関
係
に

特集 奈良に蒔かれた言葉と思想
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お
さ
ま
る
こ
と
は
な
く
、
生
き
物
の
世
界
は
多
分
に
複
雑
化
、
多
様
化

し
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
ず
る
場
で
は
な
い
の
で

深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
万
物
は
万
物
の
死
に
よ
っ

て
生
が
活
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は

「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
で
あ
る
。

３ 

表
現
さ
れ
た
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」

　

こ
の
連
鎖
関
係
を
絵
画
の
題
材
に
見
出
せ
ば
、「
狩
り
」
の
場
面
に

行
き
当
た
る
。
弓
を
射
る
な
り
槍
を
突
く
な
り
し
て
人
間
が
獲
物
を
し

と
め
る
光
景
は
、
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
壁
画
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
古
来
、

記
録
に
遺
さ
れ
て
き
た
。

　

我
が
国
の
美
術
史
上
に
お
い
て
は
、
草
花
や
鳥
や
動
物
が
本
格
的
に

造
形
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
飛
鳥
・
白
鳳
時
代
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
の
縄
文
式
器
や
弥
生
式
土
器
に
お
い
て
は
具
象
的
な
題

材
は
描
か
れ
ず
、
人
と
動
物
の
関
係
を
素
朴
な
感
性
で
捉
え
た
図
柄
が

ご
く
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、
例
え
ば
勝
坂
遺
跡
出
土
品

に
は
ヘ
ビ
や
カ
エ
ル
、
或
い
は
狩
猟
対
象
の
獣
と
し
て
イ
ノ
シ
シ
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
表
現
が
見
出
せ
る
。
だ
が
、
多
く
を

占
め
る
の
は
直
線
や
曲
線
、
幾
何
学
模
様
な
ど
意
味
を
成
さ
な
い
抽
象

文
様
で
あ
っ
た
。
時
代
が
６
〜
７
世
紀
に
移
る
と
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

文
化
遺
産
と
し
て
草
花
や
鳥
獣
等
の
生
き
物
が
文
様
と
し
て
活
き
活

き
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
楽

パ
ラ
ダ
イ
ス

園
」
の
文
様
と
言
わ
れ
る
伝
来

の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
西
方
の
ペ
ル
シ
ャ
で
誕
生
し
た
花
鳥
文
は
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
中
国
・
唐
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
日
本
に
伝

わ
っ
た
。
樹
木
・
草
木
の
イ
メ
ー
ジ
は
古
代
ペ
ル
シ
ャ
の
「
生
命
樹
」

の
モ
チ
ー
フ
に
起
源
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
（
註
８
）
。

　

正
倉
院
宝
物
に
認
め
ら
れ
る
生
き
物
に
つ
い
て
は
、
古
裂
類
だ
け
を

見
て
も
、
草
花
で
は
菊
、
牡
丹
、
宝
相
華
、
忍
冬
、
憂
頓
華
、
蔓
草
、

葡
萄
、
熱
帯
植
物
な
ど
、
鳥
虫
類
で
は
、
朱
雀
、
鳩
、
鷹
、
鴛
鴦
、
孔

雀
、
鳳
凰
、
雀
、
花
喰
鳥
、
蝶
、
蜂
、
亀
な
ど
、
獣
類
に
山
羊
、

馬
、
獅
子
、
麒
麟
、
鹿
、
虎
等
々
、
実
に
豊
か
で
あ
る
（
註
９
）
。

　

で
は
実
際
に
、
生
き
物
の
登
場
す
る
具
体
的
な
景
色
を
食
物

連
鎖
関
係
の
下
位
構
造
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
植
物
を
啄

ば
む
生
き
物
た
ち
、
正
倉
院
宝
物
か
ら
の
一
点
。

３-

１
「
碧へ

き
じ
き
ん
ぎ
ん
え
の
は
こ

地
金
銀
絵
箱
」（
献
物
箱
）
（
図
２
）（
註
10
）

　

東
大
寺
千
手
堂
に
納
め
ら
れ
た
ヒ
ノ
キ
材
製
の
印
籠
蓋
造
り
の

箱
で
、
畳
摺
の
あ
る
床
脚
の
つ
い
た
献
物
箱
で
あ
る
。
蓋
表
の
中
央
に
、

花
の
枝
を
く
わ
え
た
一
対
の
大
き
な
鸚
哥
が
い
る
。
そ
の
四
方
を
四
羽

の
尾
長
の
花
喰
鳥
が
囲
み
、
周
囲
に
た
く
さ
ん
の
蝶
が
舞
う
様
子
が
風

雅
で
あ
る
。
二
羽
の
鸚
哥
は
大
輪
の
花
の
上
に
と
ま
っ
て
い
る
が
、
う

ま
く
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム

感
が
金
地
の
花
枝
や
葉
の
曲
線
に
動
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
箱
の
側
面

に
も
、
翼
を
広
げ
て
花
片
を
啄
ば
む
二
羽
の
花
喰
鳥
文
が
見
え
る
が
、

楽
園
の
春
の
訪
れ
を
言
祝
ぐ
、
麗
ら
か
な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「
花
喰
鳥
文
」
と
は
、
鳳
凰
や
尾
長
鳥
と
い
っ
た
瑞
鳥

が
花
の
枝
を
嘴
に
く
わ
え
た
鳥
類
の
意
匠
で
、
正
倉
院
宝
物
を
は
じ
め

図２�
碧地金銀絵箱
第二五号（献物箱）
　ヒノキ材　
　　縦二七.九　
　　横一七.五
　　高一〇.六�
正倉院宝物（151中倉）
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と
し
て
奈
良
時
代
の
工
芸
品
に
よ
く
見
か
け
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

「
花
喰
鳥
文
」
の
装
飾
か
ら
も
う
一
点
。

３-

２
「
赤

あ
か
じ
お
し
ど
り
か
ら
く
さ
も
ん
に
し
き
の
だ
い
ば
ん
の
き
ゃ
く
た
ん
か
ざ
り

地

鴛

鴦

唐

草

文

錦

大

幡

脚

端

飾
」　

　
　

 

（
幡
の
脚
の
飾
り
）（
図
３
）（
註
11
）　

　

幡
は
古
代
イ
ン
ド
の
軍
旗
に
由
来
す
る
と
い
う
。
仏
教
に
お
い
て
は

教
団
の
標
幟
や
仏
・
菩
薩
の
供
養
の
た
め
に
寺
院
の
庭
や
堂
宇
の
柱
に

か
け
ら
れ
た
巨
大
な
荘
厳
具
を
指
す
。
こ
の
宝
物
は
、
天
平
勝
宝
九
歳

（
七
五
七
）
五
月
二
日
に
営
ま
れ
た
聖
武
天
皇
一
周
忌
の
斎
会
に
使
わ

れ
た
灌
頂
幡
で
、
全
長
十
数
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
幡
の
脚
先
を
飾
っ
た

断
片
で
あ
る
。
花
形
に
象
ら
れ
、
赤
の
下
地
に
緑
の
縁
取
り
の
あ
る
文

様
に
は
、
蓮
華
座
に
仲
睦
ま
じ
く
向
か
い
合
っ
て
花
葉
を
啄
ば
む
鴛
鴦

の
姿
が
あ
る
。
正
倉
院
の
は
じ
ま
り
は
、
聖
武
天
皇
の
大
切
に
し
た
遺

愛
の
品
々
を
皇
后
が
そ
の
冥
福
を
お
祈
り
し
て
、
東
大
寺
の
毘
盧
遮
那

仏
に
献
納
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
天
皇
の
在
り
し
日
の
思
い
出
を

偲
ぶ
光
明
皇
后
の
御
心
が
う
つ
さ
れ
た
一
品
で
あ
る
。

　

次
は
、
食
物
連
鎖
関
係
を
一
段
階
上
げ
て
、
植
物
を
啄
ば
む
鳥
類
か

ら
獣
類
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

３-

３
「
鹿

し
か
く
さ
き
き
ょ
う
け
ち
の
び
ょ
う
ぶ

草

木

夾

纈

屏

風
」

 

（
板
締
め
染
め
の
屏
風
）（
図
４
）（
註
12
）

　

林
業
家
に
と
っ
て
は
脅
威
の
図
像
で
あ
ろ
う
か
。
大
き
な
樹
の
下
で
、

花
の
咲
く
草
木
を
喰
む
二
頭
の
牡
鹿
で
あ
る
。
今
日
、
奈
良
の
鹿
は

煎
餅
を
も
ら
え
る
が
、
こ
の
屏
風
の
姿
が
本
来
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

天
空
に
は
飛
び
交
う
鳥
の
姿
、
地
面
に
は
草
花

が
あ
し
ら
わ
れ
、
の
ど
か
に
鹿
が
新
芽
を
喰
む

森
の
楽
園
の
様
子
で
あ
る
。

　

向
き
合
う
牡
鹿
は
、
二
つ
折
り
し
た

絁
あ
し
ぎ
ぬ

を

板
締
め
に
し
て
染
め
る
「
夾
纈
」
と
い
う
古
代
の

技
法
を
用
い
た
こ
と
に
よ
り
、
全
く
の
左
右
対

称
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ン
メ
ト
リ
ー
も
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
文
化
の
遺
産
で
あ
ろ
う
が
、『
国
家
珍
宝

帳
』（
東
大
寺
献
物
帳
）
を
見
る
に
、
献
納
さ
れ

た
全
屏
風
百
畳
の
な
か
で
、
左
右
対
称
が
特
徴

を
為
す
夾
纈
染
は
六
五
畳
と
最
多
で
あ
る
と
い

う
。
均
整
の
取
れ
た
様
子
が
好
ま
れ
た
時
代
の

証
と
い
え
よ
う
（
註
13
）
。

特集 奈良に蒔かれた言葉と思想

図３��赤地鴛鴦唐草文錦大幡脚端飾一片（幡の脚の飾り）�
縦三九.七　横四六.四�
正倉院宝物　（180南倉）

図４��鹿草木夾纈屏風（板締め染めの屏風）�
縦一四九.五　横五六.五�
正倉院宝物　（6北倉）
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と
こ
ろ
で
余
談
で
あ
る
が
、
鹿
と
い
え
ば
、
筆
者
は
数
年
前
、
高
野

山
奥
の
院
の
裏
山
で
地
元
小
学
生
た
ち
と
一
緒
に
紫
陽
花
と
朴
の
苗

木
を
植
林
し
た
こ
と
が
あ
る
。
生
ま
れ
て
初
め
て
の
植
樹
体
験
で
、

ち
ょ
う
ど
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
た
と
こ
ろ
で
良
い
記
念
の
つ
も
り

で
皆
で
い
そ
し
ん
だ
。
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
お
世
話
に
な
っ
た

金
剛
峯
寺
山
林
部
の
係
の
方
に
尋
ね
る
と
全
部
鹿
に
食
べ
ら
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
食
物
連
鎖
も
次
の
段
階
に
な
る
と

植
物
が
外
れ
る
。
無
論
、
生
々
し
さ
も
増
し
て
く
る
。

３-

４
「
鳥

と
り
く
さ
き
ょ
う
け
ち
の
び
ょ
う
ぶ

草

夾

纈

屏

風
」　

二
扇
（
図
５
）（
註
14
）

　

画
面
中
央
に
タ
チ
ア
オ
イ
と
推
定
さ
れ
る
草
木
が
花
を
咲
か
せ
、
そ

の
上
を
ひ
ら
ひ
ら
と
蝶
が
舞
う
穏
や
か
な
様
子
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
花

樹
の
下
で
は
キ
ン
ケ
イ
と
み
ら
れ
る
二
羽
の
尾
の
長
い
鳥
が
、
向
か
い

合
っ
て
一
羽
の
蝶
を
啄
ば
み
合
っ
て
い
る
。
そ
の
眼
は
か
っ
と
見
開
き
、

真
剣
で
あ
る
。
夾
纈
染
め
の
技
法
に
よ
っ
て
、
今
に
も
引
き
裂
か
れ
ん

ば
か
り
の
蝶
の
羽
に
緊
張
が
増
す
。
こ
れ
が
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

「
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
」
の
瞬
間
の
図
式
で
あ
る
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
化

に
つ
い
て
は
筆
者
は
精
通
し
な
い
が
、
図
像
学
で
は
殊
に
キ
リ
ス
ト
教

美
術
に
お
い
て
は
、
蝶
は
幼
虫
・
蛹
・
成
虫
を
そ
れ
ぞ
れ
生
・
死
・
復

活
に
擬
え
る
。
ま
た
は
魂
の
象
徴
と
す
る
こ
と
も
あ
る
（
註
15
）
。
或
い

は
仏
教
的
に
言
え
ば
極
楽
と
修
羅
の
構
図
と
も
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ

う
し
、
こ
れ
こ
そ
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
を
端
的
に
表
し
た
図
像
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
典
雅
さ
の
中
に
、
生
死
の
現
実
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

い
よ
い
よ
鳥
獣
た
ち
の
熾
烈
な
弱
肉
強
食
の
世
界
に
入
る
。

３-

５
「

鳥
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
か
は
い
の
え
ん
き
ょ
う

獣

花

背

円

鏡

」
（
海
獣
葡
萄
鏡
）
一
面
（
図
６
）

 

（
註
16
）

　

白
銅
製
の
大
き
な
円
鏡
で
あ
る
。
肉
厚
の
レ
リ
ー
フ
が
施
さ
れ
て
い

る
。
鏡
背
面
に
登
場
す
る
生
き
物
は
、
大
型
の
獅
子
か
ら
小
さ
な
昆
虫

ま
で
そ
の
数
57
頭
に
及
ぶ
。
そ
の
種
類
は
、
獅
子
に
鴛
鴦
、
鹿
に
鶏
、

翼
を
広
げ
た
有
翼
馬
や
鳳
凰
が
認
め
ら
れ
る
が
、
獅
子
の
中
に
は
サ
サ

ン
朝
ペ
ル
シ
ャ
伝
来
と
さ
れ
る
、
角
や
翼
を
付
け
た
「
狻さ

ん

猊げ
い

」（
註
17
）

と
い
う
架
空
の
唐
獅
子
が
い
る
。
表
面
を
詳
し
く
見
る
と
、
葡
萄
唐
草

文
様
を
背
景
に
、
外
区
に
は
時
計
回
り
で
獣
が
鳥
や
小
動
物
を
追
い
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駆
け
回
す
姿
が
循
環
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
内
区

と
の
界
圏
面
に
は
葡
萄
唐
草
の
間
を
飛
び
交
う

鳥
類
と
昆
虫
た
ち
、
尾
長
鳥
や
蝶
、
蜂
に
蝉
、
蜻

蛉
に
蟷
螂
等
々
が
登
場
し
、
な
か
な
か
に
ぎ
や
か

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
内
区
の
レ
リ
ー
フ
で

あ
る
。
真
ん
中
の

鈕
ち
ゅ
う

（
つ
ま
み
）
に
弱
肉
強
食

の
ゲ
ー
ム
の
結
果
が
歴
然
で
あ
る
。Gam

e
 

と
は

そ
も
そ
も
狩
で
仕
留
め
た
獲
物
を
指
す
。
牡
鹿
に

覆
い
被
さ
っ
て
喰
ら
い
つ
く
大
型
の
獅
子
、
そ
の

周
り
に
親
子
で
戯
れ
る
獅
子
の
家
族
。
数
に
し
て

８
頭
の
親
獅
子
と
13
頭
の
仔
獅
子
、
お
腹
を
見

せ
て
仰
向
け
で
じ
ゃ
れ
合
う
姿
も
あ
る
。
仔
獅
子

た
ち
は
親
獅
子
が
仕
留
め
た
鹿
肉
の
分
け
前
を

楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
世

界
も
動
物
の
世
界
も
家
族
を
養
う
大
変
さ
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
て

生
の
営
み
は
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
獰
猛
な
「
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
」
の
闘
い
の
中
に
も
、
獅
子

の
親
仔
の
睦
ま
じ
い
姿
に
、
ほ
っ
と
平
安
を
感
じ
た
方
も
少
な
く
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
春
日
大
社
で
ひ
と
休
み
し
よ
う
。

３-

６
「
金き

ん
ち
ら
で
ん
け
ぬ
き
が
た
た
ち

地
螺
鈿
毛
抜
形
太
刀
」
（
図
７
）（
註
18
）　

　

春
日
大
社
に
所
蔵
さ
れ
る
黄
金
の
太
刀
（
国
宝
）
で
あ
る
。
息
を
飲
む

ほ
ど
に
美
し
い
、
筆
者
も
お
気
に
入
り
の
宝
物
で
あ
る
。
表
裏
に
施
さ

れ
た
、
螺
鈿
細
工
の
竹
林
に
現
れ
た

雀
と
猫
の
生
態
を
表
す
絵
物
語
が
、

こ
の
太
刀
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　

春
日
大
社
の
花
山
院
弘
匡
宮
司
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
猫
が
雀
を
つ
か

ま
え
る
三
コ
マ
漫
画
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
ず
太
刀
の
表
を
見
る

特集 奈良に蒔かれた言葉と思想
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と
、
鐺
の
右
側
か
ら
勢
い
よ
く
雀
を
め
が
け
て
疾
走

す
る
ハ
ン
タ
ー
（
場
面
１
）、
雀
つ
か
ま
え
て
ハ
ン
テ 

ィ
ン
グ
成
功
！
（
場
面
２
）、
満
足
げ
な
様
子
で
ハ
ン

タ
ー
の
ご
帰
還
（
場
面
３
）。
太
刀
の
裏
面
は
、
今
度

は
抜
き
足
差
し
足
で
雀
に
忍
び
寄
る
ハ
ン
タ
ー
（
場

面
１
）、
雀
つ
か
ま
え
た
！ 

（
場
面
２
）、
満
足
げ
な
様

子
で
ハ
ン
タ
ー
の
毛
繕
い

（
場
面
３
）、
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の

愛
ら
し
い
姿
に
は
理
由

が
あ
る
。
実
は
こ
の
猫
は

首
輪
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

ペ
ッ
ト
と
し
て
愛
玩
さ
れ
た
飼
い
猫
で
、
こ
の
点
が
正
倉
院
宝
物
に
描

か
れ
た
「
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
」
の
闘
争
図
に
は
な
い
、「
か
わ
い
い
」

を
こ
と
さ
ら
に
印
象
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

或
い
は
、
太
刀
と
い
う
闘
い
の
武
器
に
、
闘
い
に
勝
利
し
た
猫
を
表

す
こ
と
で
御
守
護
の
意
味
も
込
め
ら
れ
よ
う
。
加
う
る
に
、
男
性
的
で

崇
高
な
武
具
に
さ
え
、
繊
細
さ
と
優
美
さ

を
備
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
平
安
時
代
の

洗
練
さ
れ
た
遊
び
の
こ
こ
ろ
が
う
か
が

え
る
。
美
術
史
上
に
お
い
て
は
、
唐
風
か

ら
和
様
の
あ
ら
わ
れ
と
言
わ
れ
る
趣
向

で
あ
る
。

図７��金地螺鈿毛抜形太刀　国宝　平安時代・一二世紀　春日大社所蔵・提供
＜太刀表面＞

＜太刀裏面＞

場面３

�場面３

�場面３

場面３

場面２

�場面２

�場面２

場面２

場面１

�場面１

�場面１

場面１

Euro-NARASIA  │  STUDY REPORT



19

特集 奈良に蒔かれた言葉と思想
　

さ
て
、
一
息
つ
い
た
と
こ
ろ
で
天
平
時
代
に
戻
ろ
う
。
食
物
連
鎖
関

係
も
さ
ら
に
一
段
階
進
む
と
、
今
度
は
人
間
が
登
場
す
る
。

３-

７
「
銀ぎ

ん
こ壷

」
（
銀
の
壷
）
一
口
（
図
８
）（
註
19
）　

　

草
原
の
大
地
に
馬
を
走
ら
せ
、
狩
り
に
挑
む
人
間
を
描
い
た
銀
製
の

容
器
で
あ
る
。
底
裏
に
は
「
東
大
寺
銀
壷　

重
大
五
十
五
斤
甲　

蓋
實

并
臺
惣
重
大
七
十
四
斤
十
二
兩　

天
平
神
護
三
年
二
月
四
日
」
の
刻
銘

が
あ
る
。
こ
の
日
付
け
は
称
徳
天
皇
の
東
大
寺
行
幸
が
な
さ
れ
た
日
に

あ
た
り
、
国
中
連
公
麻
呂
ら
東
大
寺
造
営
関
係
者
５
名
に
位
が
授
け
ら

れ
た
と
い
う
。
そ
の
際
に
称
徳
天
皇
の
計
ら
い
で
こ
の
銀
壷
が
献
じ
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。　

　

壷
の
表
面
に
、
馬
に
乗
っ
た
人
物
が
虎
や
猪
に
弓
を
向
け
る
様
子
や

獅
子
に
立
ち
向
か
う
場
面
の
描
写
が
確
認
で
き
る
。
周
囲
を
見
る
と
、

こ
れ
ま
で
の
図
柄
に
等
し
く
、
鳥
類
や
昆
虫
類
が
飛
び
交
う
パ
タ
ー
ン

で
あ
る
。
壷
の
受
け
台
に
も
騎
馬
人
物
に
獅
子
に
虎
、
有
翼
馬
な
ど

種
々
の
生
き
物
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
狩
猟
図
の
精
彩
な
様
子
や

葡
萄
唐
草
、
有
翼
馬
を
好
む
モ
チ
ー
フ
か
ら
製
作
地
は
唐
と
見
る
の
が

妥
当
と
言
わ
れ
る
。

　

こ
の
図
柄
の
特
徴
は
、
自
然
界
に
お
け
る
人
間
対
動
物
と
い
う
「
喰

う
か
喰
わ
れ
る
か
」
の
原
始
的
な
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
馬

を
飼
い
慣
ら
し
、
こ
れ
を
操
る
と
い
う
人
間
の
文
明
的
行
為
が
表
現
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
行
為
で
あ
り
、
自
然
界
に
お
け
る
生
き
物
の
共
生
の
ひ
と
つ
の
始

ま
り
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」

に
お
け
る
食
物
連
鎖
の
関
係
を
下
位
構
造
か
ら
順
に
見

て
き
た
。
最
後
に
人
間
が
登
場
す
る
こ
と
で
、「
喰
う
か

喰
わ
れ
る
か
」
の
関
係
に
、
飼
い
慣
ら
す
と
い
う
ド
メ

ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
共
生
の
道
が
開
か
れ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
自
然
の
風
景
を
、
過
去
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
、
人
び
と
は
ま
な
ざ
し
に
焼
き
付
け
、

自
然
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
生
を
営
み
、
暮
ら
し

を
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
人

間
側
の
も
の
の
見
方
で
あ
る
が
、
Ｊ
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル

と
Ｇ
・
ク
リ
サ
ー
ト
の
手
に
成
る
興
味
深
い
仕
事
か
ら

見
た
環
世
界
も
い
ず
れ
考
え
て
み
た
い
と
思
う
（『
生
物

か
ら
見
た
世
界
』
畝
傍
書
房
、
昭
和
17
年
）
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最
後
に
、
も
う
一
つ
、
こ
れ
も
人
間
に
し
か
想
像
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
」
の
関
係
図
を
紹
介
す
る
。

３-

８
「
捨
身
飼
虎
図
」
（
玉
虫
厨
子
須
弥
座
腰
板
絵
）

　

法
隆
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
た
捨
身
飼
虎
図
で
あ
る
。

７
世
紀
中
頃
の
作
と
さ
れ
る
玉
虫
厨
子
は
、
扉
に
神
将
像
と
菩
薩
像
、

背
面
部
に
霊
鷲
山
浄
土
図
、
須
弥
座
の
前
後
面
に
供
養
図
と
須
弥
山
図
、

そ
の
両
側
に
本
生
図
が
配
さ
れ
た
飛
鳥
時
代
を
代
表
す
る
仏
教
工
芸

品
と
し
て
名
高
い
（
註
20
）
。

　

そ
の
う
ち
の
捨
身
飼
虎
図
は
、
周
知
の
通
り
、
食
物
連
鎖
の
頂
点
に

あ
る
人
間
が
そ
の
身
を
捧
げ
る
べ
く
虎
の
群
に
飛
び
込
む
図
像
で
あ

る
。
捨
て
身
で
悟
り
を
得
る
成
仏
得
道
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
虎
が
人
間
を
貪
る
行
動
は
自
然
現
象
で
あ
る
が
、
一
方
、
虎

の
群
れ
に
自
ら
飛
び
込
む
人
間
の
姿
は
自
然
現
象
で
は
な
い
。
換
言
す

れ
ば
、
森
羅
万
象
に
お
け
る
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
の
闘
争
本
能

に
従
っ
た
行
為
で
は
な
く
、
人
間
の
理
性
に
基
づ
い
た
行
為
で
あ
る
。

　

異
時
同
図
法
に
よ
る
画
面
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
一
段
目
は
山
頂
で
王

子
が
上
衣
を
脱
ぐ
場
面
、
二
段
目
は
王
子
が
頭
か
ら
し
な
や
か
に
落
下

し
て
ゆ
く
場
面
、
そ
し
て
三
段
目
が
竹
林
で
飢
え
た
虎
の
群
に
身
を
横

た
え
る
場
面
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
」
を

通
し
て
、
中
国
大
陸
を
経
て
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
図
式

の
背
景
に
は
、
仏
教
の
慈
悲
や
輪
廻
転
生
、
或
い
は
「
供
犠
」
や
「
供
養
」

の
気
持
ち
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
註
21
）
。
も
は
や
「
楽
園
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
失
せ
、
あ
る
の
は
「
憐
れ
み
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

筆
者
個
人
的
に
は
捨
身
飼
虎
図
に
描
か
れ
た
行
為
に
は
賛
同
し
か
ね

る
が
、
思
う
に
、
万
物
の
生
は
万
物
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
保
ち
得

る
と
い
う
真
理
を
知
り
得
た
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
つ
ま
り
は
修
行

を
積
ん
で
悟
り
を
得
た
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
想
像
し
得
る
限
り
の

究
極
の
感
謝
の
こ
こ
ろ
を
構
想
し
た
図
像
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

結
び
に
か
え
て　

― 

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ　

或
い
は 

諸
行
無
常 

―

　

我
々
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
あ
る
自
然
の
風
景
と
い
う
の
は
、
食
物
連

鎖
関
係
の
頂
点
に
あ
る
人
間
文
化
に
よ
っ
て
、
時
代
の
環
境
に
応
じ
て
、

構
想
さ
れ
、
う
つ
さ
れ
て
き
た
履
歴
が
あ
る
。
人
間
が
自
然
と
の
共
生

を
自
覚
し
た
と
き
、
万
物
は
万
物
の
死
に
よ
っ
て
生
が
活
か
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
を
常
に
心
に
刻
み
な
お
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
で
あ
る
。
或
い
は
、
自
然
界
の
生
き
物

の
生
死
を
敬
う
心
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
一
方
で
、
昨
今
、
猛
威
を

振
る
う
自
然
環
境
を
み
る
と
き
、「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
が
忘
れ
ら
れ
、

等
閑
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

今
回
紹
介
し
た
正
倉
院
宝
物
や
春
日
大
社
宝
物
、
法
隆
寺
宝
物
に

描
か
れ
た
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
の
生
死
の
営
み
の
表
現
は
、
数
あ

る
例
の
な
か
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
色
褪
せ
る
こ
と

な
く
、
現
代
の
我
々
に
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
を
語
り
か
け
て
く
る
。

少
な
く
と
も
筆
者
に
は
そ
う
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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桑
子
は
か
く
も
語
る
。

　

「
そ
ん
な
に
立
派
な
壷
で
な
く
て
も
、
古
い
壷
を
眺
め
て
は
、
の
ぞ
き

込
ん
で
、
小
さ
く
声
を
発
す
る
と
、
不
思
議
な
響
き
を
返
し
て
く
れ
る
。

そ
れ
を
聞
く
と
、
今
と
昔
、
そ
し
て
未
来
を
む
す
ぶ
時
間
の
長
さ
と

そ
の
な
か
で
起
こ
る
日
々
の
出
来
事
に
、
諸
行
無
常
の
ひ
び
き
あ
り
、

の
思
い
が
す
る
。」
（
註
22
）

 

（
了
）

参
考　
「
空
間
の
履
歴
」
（
抜
萃
）

　
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
と
ば
の
海
を
泳
ぐ
こ
と
だ
。ご
く
あ
り

ふ
れ
た
こ
と
ば
の
な
か
か
ら
、
ひ
と
つ
を
選
び
出
し
、
意
味
を
見
極
め
、

そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
人
間
、
自
然
、
社
会
や
歴
史
を
見
る
。
す
る
と
、

た
っ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で
、い
ま
ま
で
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
光
景
が

広
が
っ
て
い
く
。そ
れ
は
、の
っ
ぺ
り
し
た
こ
の
現
実
を
眺
め
る
た
め
の

展
望
台
を
提
供
す
る
。

　
散
歩
に
出
か
け
る
と
き
、い
つ
も
頭
に
あ
っ
た
の
は
、こ
の
空
間
と
そ
こ

に
生
き
て
き
た
人
間
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
な
ん
と
か
言
い
表
し
た
い
、

で
き
れ
ば
、
う
ま
く
一
言
で
言
い
表
す
こ
と
ば
を
見
つ
け
た
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　
「
歴
史
を
刻
み
込
ん
だ
空
間
」
を
表
現
す
る
単
純
な
こ
と
ば
が
ど
う
し

て
も
欲
し
い
。「
空
間
の
歴
史
」だ
と
、「
蓄
積
さ
れ
た
文
化
的
意
味
を
ひ

そ
ま
せ
る
空
間
」を
表
現
し
に
く
い
。「
風
土
」で
は
、「
時
間
」や「
歴
史
」

の
意
味
が
は
っ
き
り
と
出
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
日
々
暮

ら
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
朝
、
ひ
ら
め
い
た
の
が
「
空
間
の
履
歴
」と

い
う
こ
と
ば
だ
っ
た
の
だ
。

　
「
空
間
の
履
歴
」と
は
、あ
る
空
間
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
、そ
し

て
ど
ん
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の
蓄
積
、い
わ
ば
空
間

の
意
味
の
蓄
積
で
あ
る
。
空
間
に
与
え
ら
れ
た
意
味
に
は
、
宗
教
的
な

も
の
、思
想
的
な
も
の
、地
域
の
記
録
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
。

ど
ん
な
空
間
に
も
出
来
事
や
ひ
と
び
と
の
営
み
、思
想
、願
望
が
染
み
込
ん

で
い
る
。
そ
れ
を
書
き
記
し
た
空
間
の
履
歴
書
は
、
石
碑
で
あ
っ
た
り
、

神
社
の
由
緒
書
で
あ
っ
た
り
、土
地
の
登
記
簿
で
あ
っ
た
り
、あ
る
い
は
、

こ
ど
も
の
こ
ろ
の
絵
日
記
だ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。

　
ひ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
い
る
空
間
を
基
礎
に
生
き
て
い
る
。

ゆ
た
か
な
内
容
を
も
っ
た
空
間
に
生
き
て
い
な
が
ら
、そ
れ
と
知
ら
ず
に

暮
ら
し
て
い
る
ひ
と
は
、
自
己
の
う
ち
に
、
空
間
の
意
味
が
組
み
込
ま
れ

な
い
。
そ
れ
だ
け
内
容
の
乏
し
い
人
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
日
、「
空
間
の
履
歴
」と
い
う
こ
と
ば
で
、人
間
と
環
境
の
関
係
を

歴
史
的
な
観
点
を
含
め
て
考
え
る
道
筋
が
き
っ
と
つ
く
れ
る
、と
わ
た
し

は
確
信
し
た
。
も
や
も
や
が
明
確
に
像
を
む
す
ん
だ
と
き
、
そ
の
こ
と
ば

を
通
し
て
、向
こ
う
に
広
が
る
世
界
が
い
ま
ま
で
と
違
う
角
度
か
ら
照
ら

し
出
さ
れ
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
ば
に
は
、め
っ
た
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
。つ
か
ん
だ
、と

思
っ
て
も
、よ
く
考
え
る
と
、つ
ま
ら
な
い
も
の
の
こ
と
も
多
い
。な
ぜ
な

ら
、目
の
色
を
変
え
て
探
し
て
い
る
も
の
は
、実
は
ご
く
身
近
に
あ
る
か
ら

だ
。
そ
れ
を
発
見
し
よ
う
と
言
葉
の
海
を
泳
ぎ
渡
る
。
哲
学
の
楽
し
み

で
あ
る
。

　
空
間
に
は
履
歴
が
あ
る
、
と
心
に
置
き
な
が
ら
、
身
近
な
と
こ
ろ
に

散
歩
に
出
か
け
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
（�

桑
子
敏
雄
「
風
景
の
な
か
へ
」『
空
間
の
履
歴
』
平
成
21
年
、

東
信
堂
、
５
―
11
頁
）
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〔
註
記
〕

註
１  
桑
子
敏
雄
「
空
間
の
履
歴
」
か
ら
読
み
か
え
る
環
境
思
想
―
「
安
全
神
話
」
の
真
実
」

秋
道
智
彌
編
『
日
本
の
環
境
思
想
の
基
層　

人
文
知
か
ら
の
問
い
』
岩
波
書
店
、

平
成
24
年
、
24
―

25
頁
。

註
２  

桑
子
敏
雄
『
風
景
の
中
の
環
境
哲
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
17
年
、
201
頁
。

註
３  

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
五
、
巻
十
二
、
第
七
刷
、
昭
和
61
年
。

註
４ 

「
理
學
博
士
三
好
學
君
編
著　

日
本
植
物
景
觀
」
東
京
朝
日
新
聞
、
明
治
38
年
５
月

18
日
付
。

註
５  

林
屋
辰
三
郎
校
注
「
作
庭
記
」『
古
代
中
世
藝
術
論
』
日
本
思
想
大
系
23
、
岩
波
書
店
、

昭
和
48
年
。
田
村
剛
『
作
庭
記
』
相
模
書
房
、
昭
和
39
年
。
上
原
敬
二
『
解
説　

山
水
並
に
野
形
図
・
作
庭
記
』
加
島
書
店
、
昭
和
57
年
。
田
村
と
上
原
は
い
ず
れ
も

本
多
の
高
弟
。 

註
６  

荒
川
正
明
「
や
き
も
の
鑑
賞
の
視
点
」
學
鐙
編
集
室
編
『
學
鐙
』
１
０
１
巻
４
号
、

丸
善
株
式
会
社
、
平
成
16
年
、
14
―

15
頁
。 

註
７  

シ
カ
の
生
態
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
文
献
と
し
て
今
西
錦
司
編
『
日
本
動
物
記
４
』

（
思
索
社
・
昭
和
46
年
）
に
川
村
俊
蔵
「
奈
良
公
園
の
シ
カ
」
が
あ
る
。

註
８  

荒
川
正
明
『
や
き
も
の
の
見
方
』
角
川
書
店
、
平
成
16
年
、
15
―

18
頁
。
イ
ノ
シ
シ

は
豊
穣
や
多
産
の
象
徴
に
も
な
り
得
る
と
し
て
身
近
な
存
在
の
生
き
物
で
あ
っ
た

と
い
う
。荒
川
正
明「
や
き
も
の
で
表
さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ　

古
今
の
名
陶
に
出
会
う
」

『
茶
道
の
研
究
』
64
巻
１
号
、
田
中
仙
堂
発
行
、
公
益
財
団
法
人
三
徳
庵
、
平
成
31

年
１
月
、
16
―

22
頁
。 

註
９  

解
説
『
正
倉
院
式
文
様
集
（
古
裂
第
一
輯
）』
木
原
文
進
堂
、
大
正
14
年
、
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
。 

註
10 

『
第
六
十
三
回
「
正
倉
院
展
」
目
録
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
平
成
23
年
、
72
―

75
頁
。

註
11 

『
第
六
十
四
回
「
正
倉
院
展
」
目
録
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
平
成
24
年
、
66
―

67
頁
。

註
12 

『
第
六
十
五
回
「
正
倉
院
展
」
図
録
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
平
成
25
年
、
22
―

25
頁
。

註
13  

実
際
、
夾
纈
染
は
平
安
期
に
は
衰
退
す
る
。
均
整
の
と
れ
た
端
正
な
つ
く
り
の
仏
像

が
好
ま
れ
た
奈
良
朝
に
対
し
、
木
目
や
節
ま
で
が
活
か
さ
れ
た
木
彫
仏
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
に
も
そ
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。『
第
六
十
二
回
「
正
倉
院

展
」
図
録
』
奈
良
国
立
博
物
館
、
平
成
22
年
、
16
―

17
頁
。
参
考
・
井
上
正
「
霊

木
化
現
仏
へ
の
道
」『
藝
術
新
潮
』
新
潮
社
、
平
成
３
年
１
月
号
。

註
14 

『
第
六
十
二
回
「
正
倉
院
展
」
図
録
』
（
同
前
） 

註
15  

柳
宗
玄
・
中
森
義
宗
『
キ
リ
ス
ト
教
美
術
図
典
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
２
年
、
368
頁
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
『
西
洋
美
術
解
読
事
典
』
高
階
秀
爾
監
修
、
河
出
書
房
新
社
、

平
成
９
年
、
223
頁
。

註
16 

『
第
六
十
二
回
「
正
倉
院
展
」
図
録
』
（
前
掲
）
86
―

87
、
142
―

143
頁
。
正
倉
院
宝

物
の
海
獣
葡
萄
鏡
は
千
葉
県
の
香
取
神
宮
所
蔵
の
海
獣
葡
萄
鏡
と
同
じ
型
で
作
ら

れ
た
兄
弟
鏡
と
い
う
。

註
17  
同
前
、
152
頁
。

註
18  

春
日
大
社
・
花
山
院
弘
匡
宮
司
「
春
日
大
社
か
ら
始
ま
る
日
本
文
化
10
の
秘
密
」

『
講
演
集
（
第
四
十
二
集
）』
一
般
社
団
法
人
霞
会
館
発
行
（
非
売
品
）、
令
和
元
年

八
月
、
53
―

57
頁
。

註
19  

甲
は
甲
乙
を
意
味
し
、同
型
の
銀
壷（
乙
）が
宝
物
庫
に
伝
存
し
二
口
で
一
対
で
あ
っ

た
こ
と
を
表
す
。『
第
六
十
二
回
「
正
倉
院
展
」
図
録
』（
前
掲
）、
72
―

76
頁
。
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註
20  

松
田
誠
一
郎
「
飛
鳥
・
奈
良
Ⅰ
（
白
鳳
）
時
代
」
辻
惟
雄
監
修
『
日
本
美
術
史
』

美
術
出
版
社
、
平
成
13
年
、
33
―

36
頁
。

註
21  

山
折
哲
雄
「
人
間
に
と
っ
て
の
供
犠
と
供
養
」『
ビ
オ
ス
ト
ー
リ
ー
』
23
号
、　
　
　

生
き
物
文
化
誌
学
会
、
平
成
27
年
、
８
―

12
頁
。

註
22  

桑
子
敏
雄
『
空
間
の
履
歴
』
東
信
堂
、
平
成
21
年
、
153
頁
。

 

   

謝
辞

本
稿
執
筆
に
際
し
ま
し
て
、
春
日
大
社
宮
司 

花
山
院
弘
匡
様
、

大
久
保
利
𣳾
様
、
大
久
保
洋
子
様
を
は
じ
め
、
奈
良
国
立
博
物
館

の
皆
様
の
多
大
な
る
御
協
力
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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おかもと ・ きくこ　

国際日本文化研究センター共同研究員。

東京大学大学院人文社会系研究科修士課程

修了、 総合研究大学院大学文化科学研究科

博士課程修了、博士（学術）。所属学会は文化

資源学会、美術史学会、生き物文化誌学会。

主な著作に『記念植樹と日本近代 林学者本

多静六の思想と事蹟』 （思文閣出版）、「空海

と山水 いのちを治む」 末木文美士編 『比較

思想から見た日本仏教』 （山喜房佛書林）、

共著で秋道智彌編『日本の環境思想の基層 

人文知からの問い』 （岩波書店） など。 　




