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１　

東
ア
ジ
ア
の
龍
文
化
―
龍
と
蛇
の
出
会
い
の
ド
ラ
マ

辰
＝
龍
は
、
想
像
上
の
生
き
物
で
あ
る
。
頭
は
ラ
ク
ダ
、
角
は
鹿
、
目
は
ウ
サ
ギ
、
耳
は
牛
、
項う
な
じは

蛇
、
腹
は
蜃し
ん

（
蜃
気

楼
を
つ
く
り
だ
す
想
像
の
動
物
）、
ウ
ロ
コ
は
鯉
、
掌
て
の
ひ
らは

虎
、
爪
は
鷲わ
し

に
似
る
と
さ
れ
る
。
異
な
る
部
族
間
の
争
い
を
避
け

日
本
十
二
支
考
〈
龍
〉
現
代
文
化
篇

―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
龍
と
現
代
文
明
―

濱
田
　
陽
・
李
　

淑

　

イ　　
　

ヒ
ャ
ン
ス
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る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
と
考
え
ら
れ
、
崇
拝
さ
れ
て
き
た
動
物
を
す
べ
て
融
合
さ
せ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。

近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、東
ア
ジ
ア
の
龍
の
起
源
は
、少
な
く
と
も
七
千
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
も
、
中
国
東
北
部
の
龍
の
遺
跡
（
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
東
部
か
ら
遼
寧
省
に
ま
た
が
る
興こ
う
り
ゅ
う
わ

隆
窪
遺
跡
、
小し
ょ
う
ざ
ん山遺
跡
、

査さ
か
い海
遺
跡
、
紅こ
う
ざ
ん山
文
化
の
諸
遺
跡
）
は
、
畑
作
牧
畜
文
明
起
源
で
あ
っ
た
。
面
白
い
こ
と
に
、
太
古
の
龍
の
住
処
は
大
河
で

は
な
く
、
山
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
中
国
南
部
の
長
江
流
域
の
稲
作
漁ぎ
ょ
ろ
う撈
文
明
か
ら
は
、
良り
ょ
う
し
ょ渚文
化
に
属
す
る
五
千
三
百
年
前
ま
で

の
龍
の
遺
跡
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
現
在
の
発
掘
資
料
か
ら
は
、
七
千
年
前
の
河か

ぼ

と
姆
渡
文
化
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
の

長
江
文
明
は
、
も
と
も
と
太
陽
、
太
陽
を
運
ぶ
鳥
、
そ
し
て
、
蛇
に
た
い
す
る
信
仰
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
文
明
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

龍
文
化
の
伝
播
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
仮
説
は
、
五
千
七
百
年
前
と
四
千
二
百
年
前
の
二
度
の
寒
冷
化
に
よ
り
、
中
国
東

北
部
で
畑
作
牧
畜
を
営
ん
で
い
た
人
々
が
南
下
し
て
龍
の
信
仰
を
長
江
文
明
に
伝
え
た
結
果
、
山
の
龍
が
水
神
と
し
て
の
属

性
を
手
に
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
龍
は
蛇
か
ら
誕
生
し
た
の
で
な
く
、
龍
と
蛇
の
信
仰
は
、
別
々

の
起
源
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

龍
と
蛇
の
出
会
い
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
陸
と
半
島
で
起
こ
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
衝
突
・
共
存
・
共
生
・
支

配
な
ど
の
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
龍
が
弥
生
時
代
後
期
ま
で
に
日
本
列
島
に
も
伝
え
ら
れ
た
（
縄
文
時
代
に
は

龍
の
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
）。
中
国
・
韓
国
の
龍
は
、
す
で
に
水
神
と
し
て
の
性
質
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
日
本
に

お
い
て
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
土
地
の
蛇
神
と
出
会
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
日
本
の
龍
も
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
龍
と
蛇
の
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出
会
い
の
ド
ラ
マ
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
・
韓
国
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
龍
は
、
権
威
性
が
強
く
、
水
神
で
は
あ
る
が
蛇
そ
の
も
の
の
形
象
と

明
確
に
異
な
る
。
弥
生
後
期
に
伝
来
し
た
中
国
製
青
銅
鏡
、
古
墳
時
代
に
韓
国
・
中
国
と
の
交
流
で
も
た
ら
さ
れ
た
帯
金
具
・

装
飾
金
具
・
大
刀
・
金
冠
に
鋳
出
さ
れ
た
龍
は
た
い
て
い
四
足
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
権
力
者
ゆ
か
り
の
品
々
で
あ
る
。
し
か

し
、
弥
生
人
が
水
を
入
れ
る
壺
に
描
い
た
龍
は
四
足
を
も
っ
て
い
な
い
。
龍
が
日
本
の
土
着
の
水
神
と
あ
ら
た
め
て
出
会
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
蛇
に
近
づ
い
た
図
像
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
中
国
・
韓
国
の
龍
と
違
い
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
の
龍
の
方
が
、
地
域
色
が
強
く
権
威
性
が
い
く
ぶ
ん
中
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

図１「華原磬　国宝　唐時代　興福寺
蔵　奈良県」
中国で鋳造され日本に伝わった名宝。
出典：勝木言一郎『日本の美術　第
510号　龍』至文堂、2008
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２　

三
つ
の
性
質
を
合
わ
せ
も
つ
龍

さ
て
、
日
本
の
龍
に
注
目
す
る
と
、
大
陸
の
龍
、
仏
教
の
龍
、
土
着
の
蛇
神
の
三
つ
の
要
素
が
溶
け
合
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

大
陸
の
龍
の
例
と
し
て
は
、
天
皇
の
即
位
式
に
用
い
ら
れ
た
礼
服
、
袞こ
ん
り
ょ
う
の
ぎ
ょ
い

龍
御
衣
が
あ
る
。
天
か
け
る
龍
に
よ
っ
て
権
威
を

示
し
た
中
国
皇
帝
の
礼
服
を
模
し
た
も
の
で
、
大お
お
そ
で袖
に
龍
の
刺
繍
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
唐
の
律
令
文
化
の
影
響
を
受
け

て
大
宝
律
令
が
定
め
ら
れ
た
七
〇
一
年
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
、明
治
天
皇
の
父
に
あ
た
る
孝
明
天
皇
の
代
ま
で
用
い
ら
れ
た
。

ま
た
、
奈
良
県
明
日
香
村
で
発
見
さ
れ
た
７
世
紀
末
頃
の
貴
族
の
墓
で
有
名
な
高
松
塚
古
墳
は
、
韓
国
・
中
国
の
壁
画
古
墳

と
酷
似
し
、
東
に
四
神
の
一
つ
と
し
て
青
龍
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
陸
的
な
陰
陽
五
行
思
想
に
も
と
づ
い
た
龍
で
あ
る
。

仏
教
の
龍
は
、
密
教
僧
・
空
海
が
平
安
京
の
庭
園
、
神し
ん
せ
ん
え
ん

泉
苑
の
大
池
で
行
っ
た
雨
乞
い
（
八
二
四
年
）
の
話
が
有
名
で
あ

る
。
七
日
た
っ
て
も
効
果
が
な
い
た
め
、
空
海
は
イ
ン
ド
か
ら
仏
の
守
護
神
、
龍
王
を
呼
び
寄
せ
た
。
龍
王
は
、
大
蛇
の
頭

に
乗
っ
た
小
さ
な
金
色
の
龍
の
姿
で
現
れ
る
。
こ
の
龍
王
の
力
に
よ
り
、
三
日
間
大
雨
が
降
り
続
け
、
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら

す
こ
と
が
で
き
た
。
以
降
、
平
安
時
代
に
は
神
泉
苑
で
の
雨
乞
い
が
慣
わ
し
と
な
っ
た
。

土
着
の
蛇
神
は
、
各
地
に
み
ら
れ
、
縄
文
土
器
に
も
蛇
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
で
は
、

頭
と
尾
が
八
つ
あ
る
と
い
う
八や
ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
や
、
奈
良
の
三み
わ
や
ま

輪
山
を
御
神
体
と
す
る
大お
お
み
わ
じ
ん
じ
ゃ

神
神
社
に
ま
つ
ら
れ
た
大お
お
も
の
ぬ
し

物
主
の
神
が
、

蛇
神
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

以
上
を
み
る
と
、
大
陸
の
龍
は
権
威
性
、
仏
教
の
龍
は
守
護
性
、
土
着
の
蛇
神
は
土
地
と
の
近
接
性
を
特
徴
と
す
る
こ
と
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が
わ
か
る
。
大
陸
の
龍
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を
融
合
さ
せ
た
創
造
物
と
し
て
天
に
の
ぼ
り
、
圧
倒
的
な
権
威
を
発
揮
す
る
。

仏
教
の
龍
は
、
仏
の
教
え
を
守
る
守
護
神
と
し
て
、
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
。
土
着
の
蛇
神
は
、
脱
皮
し
毒
を
も
つ
蛇
の

力
に
よ
っ
て
生
と
死
の
循
環
を
連
想
さ
せ
、
土
地
と
結
び
つ
く
。

と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
系
統
が
異
な
り
性
格
も
ち
が
う
龍
が
、
互
い
に
溶
け
合
い
多
彩
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

備
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
第
一
に
、
龍
が
動
的
な
、
見
え
な
が
ら
見
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
だ
。
龍
は
動
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
静
止

し
て
い
て
も
常
に
動
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
ま
た
、
見
え
て
も
一
瞬
で
あ
り
、
普
段
は
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
存
在

で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
性
質
の
龍
に
固
定
さ
れ
な
く
と
も
よ
い
。

図２　「善女龍王図　長谷川等伯
室町時代末期　石川県七尾美術館蔵」
出典：石川県七尾美術館HP
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第
二
に
、
龍
が
日
本
各
地
の
風
土
そ
の
も
の
に
結
び
つ
く
空
間
性
を
獲
得
し
た
た
め
だ
。
そ
れ
に
は
、
地
上
だ
け
で
な
く

洞
窟
の
入
口
な
ど
を
龍り
ゅ
う
け
つ穴と
見
立
て
た
地
中
世
界
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
し
て
第
三
に
、
大
陸
の
龍
と
土
着
の
蛇
神
が
溶
け
合
う
た
め
に
、
お
そ
ら
く
仏
教
の
龍
が
仲
立
ち
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。

権
威
だ
け
で
は
よ
そ
よ
そ
し
い
。
近
接
し
て
い
る
だ
け
で
は
威
厳
が
な
い
。
権
威
を
も
っ
て
側
に
い
る
。
遠
い
な
が
ら
近
い

存
在
。
真
の
守
護
者
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
龍
が
い
な
け
れ
ば
、
日
本
の
龍
文
化
は
こ
れ
ほ
ど
多
彩
に

な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
仏
教
の
龍
は
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
蛇ナ
ー
ガに
由
来
し
、
大
陸
性
と
蛇
の
要
素
を
合
わ
せ
も
つ
こ

と
か
ら
も
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
に
一
役
買
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

図３　「縄文式土器　縄文時代中
期　堂の前遺跡　山形県」土器面
を蛇模様が横断する。
出典：『縄文人の祈り』塩尻市立
平出博物館、2006
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３　

ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体

こ
う
し
て
日
本
の
龍
は
、
権
威
性
、
守
護
性
、
近
接
性
の
三
つ
の
性
質
を
溶
け
合
わ
せ
、
国
中
に
根
付
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体
と
な
っ
た
。
ユ
ビ
キ
タ
ス
（ubiquitous

）
と
は
、
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
と
い
う
意
味

の
英
語
で
、
も
と
ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
組
み
込
ん
で
環
境
を
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
す
る
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
や
、
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
・
何
で
も
が
つ
な
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
総
称
し
て
お
り
、
こ

の
言
葉
を
用
い
れ
ば
現
代
人
の
感
覚
で
龍
を
理
解
す
る
手
助
け
と
な
ろ
う
。
龍
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
可
能
性
を
も

ち
つ
つ
、
動
い
て
い
る
。
じ
っ
と
し
て
い
て
も
、
つ
ね
に
動
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
風
雨
と
雷
鳴
を
も
た
ら

し
、
地
震
や
噴
火
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
ま
で
の
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
龍
の
信
仰
が
生
き
て
い
た
。
龍
の
存
在
に
よ
っ
て
、
儒
教
の
哲
学
、
仏
教
の
法

（dharm
a

）、
土
地
の
固
有
信
仰
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
一
つ
の
思
想
や
信
仰
に
閉
じ
こ
も
る
思
考
は
、
動
か
な
い
も
の
に

対
し
て
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体
は
、
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
、
一
つ
の
観
念
だ
け
で
固
定
的
に

と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
古
の
人
々
は
生
き
た
動
的
な
存
在
を
と
ら
え
る
た
め
に
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ

た
。
社
会
階
層
の
違
い
に
よ
り
貴
族
、
武
士
、
民
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
龍
の
造
形
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
と

も
と
同
じ
龍
で
あ
り
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体
の
片
鱗
を
と
ら
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

龍
は
人
々
の
生
活
に
直
結
し
て
い
た
。
雨
を
降
ら
せ
、
ま
た
、
止や

ま
せ
る
こ
と
で
農
業
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
地
震
や
噴
火
を
起
こ
す
こ
と
で
、
人
々
に
自
然
へ
の
畏
れ
を
抱
か
せ
、
こ
の
世
の
無
常
を
悟
ら
せ
た
。
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同
時
に
龍
は
人
々
を
守
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
龍
が
い
な
け
れ
ば
国
土
の
守
護
を
発
想
で
き
な
い
世
界
観
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
伊
勢
神
宮
の
心し
ん

の
御み
は
し
ら柱
を
取
り
巻
い
て
守
護
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
も
龍
で
あ
っ
た
。
神
宮
は
太
陽

神
で
皇
室
の
祖
先
神
の
天
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
を
ま
つ
る
。
心
の
御
柱
は
、
神
宮
の
正
殿
床
下
に
あ
り
、
日
本
の
国
土
が
ゆ
ら
が
な
い
よ

う
固
定
し
、
安
定
さ
せ
る
中
心
軸
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
独と
っ
こ鈷
と
い
う
密
教
の
法
具
の
形
を
し
て
お
り
、
こ
れ
を

守
る
龍
は
、
白
い
蛇
の
姿
を
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
て
い
た
。
神
道
を
代
表
す
る
聖
地
に
お
い
て
も
、
龍
の
権
威
性
、
守
護

性
、
近
接
性
の
三
つ
の
性
質
が
溶
け
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
龍
は
、
日
本
各
地
の
無
数
の
神
社
や
寺
院
に
あ
る
龍り
ゅ
う
け
つ穴を
通
っ
て
地
上
と

地
中
を
自
由
に
移
動
し
、
各
地
を
、
自
ら
の
つ
く
り
だ
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
つ
な
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

図４　「大日本国地震之図　1624」
国土を取り巻き、守護する龍。
出典：黒田日出男『龍の棲む日本』
岩波新書、2003

図５　「室生龍穴　奈良県」
日本三大龍穴の一つ。
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４　

近
代
文
明
に
よ
る
龍
文
化
の
喪
失

と
こ
ろ
が
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体
と
し
て
の
龍
文
化
は
、
自
然
を
人
間
の
都
合
に
強
引
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
西
洋
近

代
文
明
の
世
界
観
・
国
土
観
の
流
入
と
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
り
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
分
析
的
な
専
門
知
識
を

駆
使
す
る
近
代
文
明
に
遭
遇
し
た
東
ア
ジ
ア
の
人
々
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
と
国
土
に
結
び
つ
い

た
龍
文
化
を
手
放
し
、
隅
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。

現
代
の
龍
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
小
説
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
の
世
界
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
を
わ
く
わ

く
さ
せ
て
く
れ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
人
間
の
想
像
力
の
聖
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
域
と
し
て
、
た
し
か
に
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
私
た
ち

は
本
当
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
で
し
か
龍
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

龍
文
化
の
遺
跡
の
発
見
・
発
掘
が
相
次
ぎ
、
そ
の
歴
史
的
ス
ケ
ー
ル
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
皮
肉
な
こ
と
に
私

た
ち
か
ら
龍
は
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
も
み
え
る
。
博
物
館
の
遺
品
と
多
く
の
出
土
品
を
ど
れ
ほ
ど
眺
め
て
い
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
生
き
た
龍
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

初
め
て
龍
が
生
み
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
形
象
が
目
、
皮
膚
、
口
で
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
、
東
ア
ジ
ア
の

先
人
た
ち
は
、
畑
作
牧
畜
を
し
、
稲
作
を
し
、
雷
に
驚
き
、
雨
に
打
た
れ
な
が
ら
生
き
て
い
た
。
だ
が
、
近
代
人
は
、
山
河

や
動
物
を
感
受
し
、
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ば
、
龍
を
生
み
出
し
た
創
造
力
の
発
動

条
件
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
私
た
ち
は
、
動
物
園
や
テ
レ
ビ
で
、
古
い
に
し
えの

人
々
が
目
に
し
な
か
っ
た
多
く
の
動
物
を

知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
融
合
さ
せ
て
龍
の
よ
う
に
気
高
い
創
造
物
を
生
み
出
す
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
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い
。
見
え
な
い
も
の
を
描
き
、
見
え
な
い
も
の
を
信
じ
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
た
め
だ
。

龍
に
出
会
え
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
を
と
り
ま
い
て
い
る
世
界
を
、
権
威
性
、
守
護
性
、
近
接
性
が
合
わ
さ
っ
た
統
一
体

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
再
び
生
き
た
龍
に
出
会
う
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
す
れ
ば
、
龍
を
生
み
出
し
た
創
造
力
を
取
り
戻
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

５　

地
球
環
境
問
題
と
自
然
の
聖
霊

第
一
に
、
自
然
や
動
物
に
、
専
門
領
域
に
分
離
さ
れ
た
哲
学
、
科
学
、
芸
術
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
「
魂
」

に
よ
っ
て
向
き
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
魂
と
は
、
対
象
を
分
割
し
、
自
分
か
ら
切
り
離
し
て
客
観
的
に
知

覚
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
思
考
に
対
し
て
、
そ
う
し
て
得
た
知
識
は
真
の
理
解
に
い
た
る
断
片
に
と
ど
ま
る
と
考
え
、
対
象

の
生
き
た
姿
を
動
的
な
ま
ま
謙
虚
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
け
っ
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世

界
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
は
、
環
境
を
象
徴
す
る
格
好
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
現
代
の
環
境
問
題
に
は
地
球
温
暖
化
、

生
物
多
様
性
の
喪
失
、
水
資
源
の
枯
渇
を
は
じ
め
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
的
で
あ
り

な
が
ら
地
域
性
の
強
い
課
題
で
あ
る
。
環
境
の
変
化
が
自
分
や
愛
す
る
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
察
知
す
る

た
め
に
は
、
専
門
家
の
意
見
に
頼
っ
て
い
る
だ
け
で
は
事
足
り
な
い
。
誰
も
が
当
事
者
で
あ
り
、
必
要
な
情
報
を
主
体
的
に

集
め
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
把
握
し
、
自
覚
的
に
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
魂
を
養
う
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
龍
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を
生
み
出
し
育
ん
だ
先
人
の
知
恵
を
、
新
た
な
光
の
も
と
で
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
文
化
を
、
西
洋
文
化
も
含
め
た
広
い
視
野
の
も
と
で
考
察
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
東
西
龍
文
化
比
較
と
は
根
本
的
に
ち
が
っ
た
発
想
が
求
め
ら
れ
る
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
主
に

龍
は
神
や
聖
人
に
退
治
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
悪
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
と
西
洋
の

龍
の
違
い
に
い
く
ら
着
目
し
て
も
、
西
洋
で
つ
み
か
さ
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
障
壁
と
な
り
、
真
に
実
り
あ
る
対
話
を
切
り
開

く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
東
西
の
龍
の
単
純
比
較
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
を
西
洋
に
お
い
て
優
れ

た
融
合
性
を
示
す
、
他
の
存
在
と
比
較
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
発
想
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の

東
ア
ジ
ア
の
龍
の
尊
さ
を
西
洋
の
文
化
圏
に
お
い
て
も
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
唐
突
で
は
あ
る
が
、
東
洋
の
龍
に
権
威
性
・
守
護
性
・
近
接
性
に
お
い
て
比
肩
で
き
る
機
能
を
も
っ
た
存
在
を

西
洋
文
化
に
探
し
、
霊
的
な
結
び
つ
き
と
し
て
の
教
会
を
挙
げ
て
比
較
し
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
教
会
の
本
来
の
意
味

は
、
救
い
主
キ
リ
ス
ト
の
も
と
に
あ
る
人
々
の
霊
的
な
つ
な
が
り
で
あ
り
、
建
物
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
龍
と
同
じ

く
目
に
見
え
な
い
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
一
つ
の
肢
体
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
東
ア
ジ
ア
の
龍
は
、西
洋
の
霊
的
な
教
会
の
よ
う
に
人
間
の
つ
な
が
り
を
中
心
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
も
多
様
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
お
け
る

尊
さ
に
お
い
て
、
同
質
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
の
形
象
は
美
し
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

常
に
動
い
て
い
る
か
ら
。
じ
っ
と
し
て
い
る
な
か
に
も
動
き
が
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
見
え
な
い
も
の
を
見
よ
う

と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
龍
を
動
か
す
霊
性
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
聖
霊
に
機•

•
•

•

能
的
に
ど
れ
ほ
ど
近
い
こ
と
だ
ろ
う
。
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聖
霊
は
、
風
の
よ
う
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
吹
き
、
ま
た
去
っ
て
い
く
が
、
人
々
を
訪
れ
、
真
の
生
命
と
愛
を
も
た
ら
す
も

の
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
救
い
主
キ
リ
ス
ト
に
出
会
い
、
霊
的
な
教
会
の
結
び
つ
き

に
入
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
。

東
ア
ジ
ア
の
龍
は
、
た
と
え
て
い
え
ば
、「
自
然
の
教
会
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
動
か
す
の
は
、「
自
然
の
聖
霊
」
で
あ
る
。

そ
の
統
一
と
躍
動
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
的
な
教
会
と
聖
霊
か
ら
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
西
洋
の
文
化
が
こ
れ
ら
を

尊
ん
で
き
た
の
と
同
じ
く
、
東
洋
の
文
化
が
龍
を
尊
ん
で
き
た
こ
と
を
訴
え
て
み
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
機
能
的
比
較
を
発
想

し
、
新
た
な
相
互
理
解
を
試
み
る
こ
と
は
、
現
代
に
不
可
欠
な
総
合
性
を
生
か
す
文
化
を
発
想
す
る
上
で
も
、
欠
か
せ
な
い

作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

龍
は
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
運
動
体
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
文
化
の
共
存
に
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
東
ア
ジ
ア

の
多
様
な
民
族
が
大
切
に
し
て
き
た
他
の
動
物
の
文
化
象
徴
と
の
関
係
を
慎
重
に
深
く
考
察
し
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
龍
文

化
の
魅
力
と
可
能
性
を
再
認
識
し
、
総
合
性
の
精
神
を
復
権
す
べ
き
と
き
で
あ
ろ
う
。

主
要
文
献

山
中
襄
太
『
語
源
十
二
支
物
語
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
四

笹
間
良
彦
『
龍　

神
秘
と
伝
説
の
全
容
』
刀
剣
春
秋
新
聞
社
、
一
九
七
五

橋
本
明
治
『
竜
の
落
と
し
子
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
九

大
場
磐
雄
『
十
二
支
の
は
な
し
』
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
八
三

小
杉
一
雄
他
『
日
本
の
文
様　

龍
・
麒
麟
・
鳳
凰
』
光
琳
社
、
一
九
八
四
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諸
橋
轍
次
『
十
二
支
物
語
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八

林
巳
奈
夫
『
龍
の
話　

図
像
か
ら
解
く
謎
』
中
公
新
書
、
一
九
九
三

南
方
熊
楠
『
十
二
支
考
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四

吉
野
裕
子
『
十
二
支　

易
・
五
行
と
日
本
の
民
俗
』
人
文
書
院
、
一
九
九
四

柳
宗
玄
『
十
二
支
の
か
た
ち
』
岩
波
書
店
（
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、
一
九
九
五

五
十
嵐
謙
吉
『
十
二
支
の
動
物
た
ち
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
八

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
カ
ー
『
龍
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
』
別
宮
貞
徳
監
訳
、
東
洋
書
林
、
一
九
九
九

那
谷
敏
郎
『
龍
と
蛇
〈
ナ
ー
ガ
〉　

権
威
の
象
徴
と
豊
か
な
水
の
神
』
集
英
社
、
二
〇
〇
〇

萩
原
秀
三
郎
『
神
樹　

東
ア
ジ
ア
の
柱
立
て
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一

黒
田
日
出
男
『
龍
の
棲
む
日
本
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三

笹
間
良
彦
『
図
説　

龍
の
歴
史
大
事
典
』
遊
子
館
、
二
〇
〇
六

塩
尻
市
立
平
出
博
物
館
『
縄
文
人
の
祈
り
』
塩
尻
市
立
平
出
博
物
館
、
二
〇
〇
六

Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇　

呪
術
と
宗
教
の
研
究　

第
４
巻　

死
に
ゆ
く
神
』、
神
成
利
男
訳
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六

安
田
喜
憲
編
『
龍
の
文
明
史
』
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
六

勝
木
言
一
郎
『
日
本
の
美
術　

第
五
一
〇
号　

龍
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
八

高
麗
美
術
館
『
高
麗
美
術
館
開
館
二
〇
周
年
記
念
図
録
』
高
麗
美
術
館
、
二
〇
〇
八

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
『
倭
人
が
み
た
龍　

平
成
二
〇
年
度
冬
季
特
別
展
』
中
島
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九

事
典
類

相
賀
徹
夫
編
『
大
日
本
百
科
事
典
』
第
二
巻
、
小
学
館
、
一
九
六
八

下
中
弥
三
郎
編
『
神
道
大
辞
典　

ト-

ワ
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
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フ
ラ
ン
ク
・
Ｂ
・
ギ
ブ
ニ
ー
編
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
２
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
七
二

村
上
重
良
編
『
皇
室
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
〇

下
中
邦
彦
編
『
平
凡
社　

大
百
科
事
典
』
第
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
四

川
口
謙
二
編
『
日
本
神
祇
由
来
事
典
』
柏
書
房
、
一
九
九
三

Cristiano Grottanelli, "D
ragons, "M

ircea Eliade ed., T
he Encyclopedia of Religion, V

ol. 3, M
acm

illan Publishing Com
pany, 

N
ew

 Y
ork, 1993, D

 431-436

（
財
）
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
四

白
川
静
『
字
通
』
平
凡
社
、
一
九
九
六

『
日
本
地
名
大
辞
典
』
第
六
巻
（
フ-
ワ
）、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
（
澤
田
久
雄
編
『
日
本
地
名
大
辞
典
』
第
六
巻
、
日
本
書
房
、

一
九
三
八
の
復
刻
版
）

福
田
ア
ジ
オ
他
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
八
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
十
三
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二

白
川
静
『
字
統
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四

薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
『
神
道
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四

白
川
静
『
字
訓
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
五

伊
藤
亜
人
監
訳
『
韓
国
文
化
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
川
上
新
二
編
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六

上
智
学
院
・
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
四
巻
、
研
究
社
、
二
〇
〇
九

付
記

　

本
稿
は
、財
団
法
人
・
韓
中
日
比
較
文
化
研
究
所
（
ソ
ウ
ル
）
の
依
頼
に
よ
り
執
筆
し
た
原
稿
を
元
に
し
て
お
り
、韓
国
語
版
（
翻
訳　

李　

淑
）
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が
『
十
二
支
神　

龍
』（
李
御
寧
編　

セ
ン
ガ
ゲ
ナ
ム
出
版
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
原
題
『
十
二
支
神　

용
龍 

한
중
일
비
교
문
화
시
리
즈
』
이

어
령 
편 

생
각
의
나
무
）
に
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
龍
と
現
代
文
明
」（
原
題
「
동
아
시
아
에
서 

일
본
의 

용
과 

현
대
문
명
」）
と
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。


