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独
協
学
園
理
事
長
　
　
関̈
　
　
　
　
　
注戻

独
協
学
園
は
こ
こ
に
九
十
年
の
歴
史
と
伝
統
を
も
ち
、
明
治
の

年
代
か
ら
今
日
ま
で
に
多
く
の
名
士
を
世
に
送
つ
て
ま
い
り
ま
し

た
。こ

の
間
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
今
日
あ
る
は
、
実

に
先

輩
諸
氏
の
御
援
助
と
御
指
導
の
賜
と
日
々
深
く
感
謝
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

昭
和
三
十
七
年
に
は
独
協
大
学
が
、
ま
た
四
十
七
年
に
は
待
望

の
医
科
大
学
が
創
設
せ
ら
れ
て
、
独
協
本
来

の
あ
る
べ
き
姿
と
な

り
ま
し
た
。

昨
年
独
協
学
園
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を

記
念
し
て
中
高
校
の
紀
要
を
創
刊
す
る
運
び
と
な
つ
た
こ
と
は
慶

賀
に
堪
え
ま
せ
ん
。
教
員
諸
君
が
今
後
も
研
鑽
を
重
ね
ら
れ
、
紀

要
の
刊
行
を
続
け
ら
れ
ん
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
私
も
学

園
の
発
展
の
た
め

一
層
の
努
力
を
い
た
す
決
意
で
あ

り
ま

す

の

で
、
よ
り
以
上
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

校

長

小

池

辰

雄
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お
〓
∽〉

医
学
の
父
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
こ
の
言
葉

（
も
と
は
ギ
リ
シ
ヤ
語
で
順
序
は
逆
）
は
、
元
来
、

「
学
問

（特
に
医
学
）
は
悠
久
に
し
て
人
生
は
短
か
し
」
と
い
う

意
で
し
た
が
、
そ
の
後
詩
人
た
ち
に
よ
つ
て

「芸
術
は
悠
久
に
し

て
人
生
は
短
か
し
」
の
意
味
に
転
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
を
再
転
し
て
、
芸
術
、
技
能
、

学
問
そ
の
他
何
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
の
文
化
的
な
い
と
な
み
の
道

と
広
義
に
と
つ
て
、

「
道
は
悠
久
に
し
て
人
生
は
短
か
し
」
で
可

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
学
高
等
学
校
の
先
生
方
の
教
育
と
研
究
の
道
は
実
に
悠
久
で

あ
り
ま
す
。
学
校
生
活
は
教
育
面
に
何
と
い
つ
て
も
重
点
が
懸
つ

て
い
て
、
研
究
は
そ
の
背
景
の
い
と
な
み
と
な
り
ま
す
。
そ
の
点

大
学
と
は
逆
の
関
係
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
高
校
の

先
生
方
が
研
究
を
な
さ
る
に
は
、
限
ら
れ
た
時
間
を
以
て
不
撓
不

屈
、
研
鑽
を
積
む
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
な
み
大
抵
の
こ
と
で
な

い
こ
と
を
察
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
、
独
協
学
園
創
立
九
十
周
年
を
期
し
て
、
研
究
紀
要
を
創

刊
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
御
同
慶
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。

各
教
科
の
先
生
方
が
、
独
協
学
園
の
土
台
を
成
す
教
育
的
情
熱

の
お
の
づ
か
ら
匂
う
研
究
を
年
々
歳
々
地
み
ち
に
進
め
ら
れ
、

〈８
●
日
Ｌ
Ｆ

∽＆

日
Ｌ
言
日
〉

「
量
よ
り
は
質
」
の
紀
要
を
い

つ
ま
で
も
続
刊
さ
れ
ん
こ
と
を
切
願
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

紀
要
刊
行
の
た
め
、
後
援
会
の
理
解
あ
る
御
支
援
を
心
よ
り
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。
終
り
に
紀
要
委
員
会
諸
先
生
の
労
に
謝
意
を

表
し
ま
す
。

一
九
七
四
年
六
月

チ争」

刊

Vヽ__

」霊可

せ

て





宗

教

と

教

育
小

池

辰

雄

二
十
世
紀
は
あ
と
四
半
世
紀
を
も

っ
て
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。
世
界
は
今
世
紀

に
お
い
て
二
つ
の
世
界
大
戦
を
爆
発
さ
せ
た
。
そ
し
て
現
実
は
い
つ
第
二
次
世
界

大
戦
が
起
る
や
も
知
れ
ぬ
危
機
性
を
手
ん
で
い
な
い
と
誰
が
言
え
よ
う
か
。
世
界

の
自
然
環
境
問
題
、　
地
下
資
源
問
題
、　
人
口
問
題
、　
経
済
問
題
、　
政
治
思
想
問

題
、
等
々
の
諸
問
題
が
相
互
に
因
果
関
係
を
な
し
、
問
題
は
錯
綜
し
て
乱
麻
の
如

く
で
あ
る
。
こ
の
乱
麻
を
断
つ
快
刀
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
む
し
ろ
、
乱

れ
を
解
く
糸
口
を
さ
が
し
て
、
丹
念
に
解
き
は
ぐ
す
よ
り
は
か
な
い
の
で
は
な
い

か
。
た
と
い
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
預
言
の
如
き
世
界
の
終
末
が
来
よ
う
と
も
。

文
化
文
明
は
要
す
る
に
人
間
の
い
と
な
み
で
あ
る
。
人
間
の
い
と
な
み
で
あ
る

限
り
、
人
間
そ
の
も
の
に
、
人
間
の
い
と
な
み
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
問
題
性
が
ひ

そ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
然
ら
ば
諸
々
の
問
題
の
問
題
は
、
人
間
そ
の
も
の
を

間
う
と
こ
ろ
に
帰
す
る
。
人
間
そ
の
も
の
の
中
心
は
、
中
心
と
い
う
言
葉
が
表
わ

し
て
い
る
よ
う
に
、
中
な
る
心
で
あ
る
。

「
こ
こ
ろ
」
と
か

「
た
ま
し
い
」
と
か

「
霊
」
と
か
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
人
間
の
中
心
の
問
題
は
宗
教
的
な
も
の

で
あ
る
。
然
ら
ば
、
乱
麻
の
糸
口
は
人
間
の
こ
こ
ろ
、
た
ま
し
い
、
霊
に
あ

っ
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
偉
大
な
高
度
な
科
学

の
二
十
世
紀
、　
原
子
力
時
代
と
い
わ
れ
る
今
世
紀

に
、
宗
教
を
も
ち
出
す
の
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
と
い
っ
て
一
笑
に
附
す
る
人
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
人
間
性
を
失

っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
は
宗

教
の
世
界
に
た
ま
し
い
の
原
始
力
が
あ
る
こ
と
を
再
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

個
人
、
社
会
、
国
家
、
国
際
、
世
界
の
諸
問
題
中
の
問
題
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ

個
人
の
た
ま
し
い
の
在
り
方
に
あ
る
こ
と
は
、
実
は
自
明
の
理
な
の
で
あ
る
。
い

か
に
し
て
こ
の
個
人
を
形
成
し
て
、
社
会
人
た
ら
し
め
、
国
家
人
た
ら
し
め
、
世

界
人
た
ら
し
め
る
か
に
、
家
庭
教
育
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
と
い
う
教
育
の
課

題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、
人
間
そ
の
も
の
の
中
心
問
題
と
し
て
の
た
ま
し
い
の
問
題
が
宗
教
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
宗
教
と
教
育
と
は
実
は
不
可
離
の
関
係
に
あ
り
、
且

つ
教
育
の
根
底
に
宗
教
を
置
か
な
け
れ
ば
、
教
育
の
ま
こ
と
の
展
開
は
あ
り
得
な

い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。

題
し
て

「宗
教
と
教
育
」
と
し
た
の
は
、
叙
上
の
よ
う
な
必
然
性
に
由
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
論
者
は
い
わ
ゆ
る

「宗
教
教
育
」
を
云
々
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
ま
た

「宗
教
と
教
育
」
と
申
し
て
も
、
あ
る
特
定
の
宗
教
に
限
る
　
・

わ
け
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
真
の
宗
教
心
は
、
あ
る
宗
教
、
乃
至
は
宗
教
的
な
も
　
１

の
を
深
く
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
、
観
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
で
は
教
育
の
根
底
と
し
　

．

て
自
覚
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

然
ら
ば
、

「
宗
教
と
教
育
」
と
い
う
主
題
に
お
い
て
問
わ
れ
る
対
象
は
、
教
育

を
い
と
な
む
主
体
た
る
家
庭
の
両
親
と
学
園

（保
育
園

・
幼
稚
園
か
ら
大
学
に
至

る
ま
で
）
の
教
員
た
る
も
の
の
内
的
実
存
を
中
心
と
し
た
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

「
天
よ
、
耳
を
傾
け
よ
、
わ
れ
語
ら
ん
、

地
よ
わ
が
国
の
言
葉
を
聴
け
。

わ
が
教
え
は
雨
の
降
る
が
如
く

わ
が
言
は
露
の
お
く
が
如
し
。

細
雨
の
若
草
の
上
に
あ
る
ご
と
く
、



霧
雨
の
青
草
の
上
に
く
だ
る
が
如
し
。

愚
か
に
し
て
智
慧
な
き
民
よ
、

汝
ら
が
神
に
報
ゆ
る
こ
と
此
の
如
き
か
。

ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
は
汝
の
父
に
し
て
汝
を
贖
い
、

汝
を
創
造
し
、
汝
を
建
て
給
い
し
に
非
ず
や
。

ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
の
配
分
は
そ
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
に
し
て

ヤ
コ
ブ
は
そ
の
産
業
な
り
。

ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
は
こ
れ
を
荒
野
の
地
に
見
、

こ
れ
に
獣
の
吼
ゆ
る
蹟
野
に
遇
い
、

囲
み
て
こ
れ
を
い
た
わ
り
、

眼
の
珠
の
如
く
に
こ
れ
を
護
り
給
え
り
。

鷲
の
そ
の
巣
雛
を
喚
び
起
こ
し
、

そ
の
子
の
上
に
舞
い
翔
け
る
ご
と
く
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
そ
の
羽
を
展
べ
て
彼
ら
を
載
せ
、

そ
の
翼
を
も
て
こ
れ
を
負
い
た
ま
え
り
。
」

こ
れ
は
旧
約
聖
書
申
命
記
第
二
十
二
章
に
出
て
い
る
所
謂

「
モ
ー
セ
の
歌
」
と

称
せ
ら
れ
て
い
る
詩

の
一
部
分
で
あ
る
。

こ
の
詩
句
か
ら
も
察
せ
ら
れ

る
よ
う

に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
の
礎
定
者
と
い
わ
れ
る
モ
ー
セ
は
神
の
言
を
受
け
て
、
民

に
伝
え
て
い
る
と
い
う
自
党
に
あ

っ
た
。
思
索
に
よ
っ
て
教
を
伝
え
た
の
で
は
な

く
、　
啓
示
に
基
い
て
民
に
教
を

示
し
た
。
そ
れ
故
に

「
わ
が
教
え
は
雨
の
降
る

が
如
く
」
と
い
う
表
現
を
お
の
づ
か
ら
と

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ー
セ
の
十
誠

（本
来
は

「
十
言
」
と
訳
す
べ
き
原
語
）
も
勿
論
、
啓
示
の
十
言
を
基
本
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

さ
て
イ
エ
ス
に
お
い
て
教
説
の
事
態
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に

こ
う
書
い
て
あ
る
。

「
祭

〔
過
越
し
の
祭
〕
も
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
、
イ
エ
ス
は
宮
に
上

っ
て
教
え

始
め
ら
れ
た
。
す
る
と
、

ュ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
驚
い
て
言

っ
た

『
こ
の
人
は
学
問
を

し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
律
法
の
知
識
を
も

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
』
。

そ
こ
で
イ
ェ
ス
は
彼
ら
に
答
え
て
言
わ
れ
た
、

『
わ
た
し
の
教
は
わ
た
し
自
身
の

教
で
は
な
く
、
わ
た
し
を
つ
か
わ
さ
れ
た
か
た
の
教
で
あ
る
。
神
の
み
こ
こ
ろ
を

行
な
う
と
思
う
者
で
あ
れ
ば
、
誰
れ
で
も
、
わ
た
し
の
語

っ
て
い
る
こ
の
教
が
神

か
ら
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
わ
た
し
自
身
か
ら
出
た
も
の
か
、
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
自
分
か
ら
出
た
こ
と
を
語
る
者
は
、
自
分
の
栄
光
を
求
め
る
が
、
自
分
を
つ

か
わ
さ
れ
た
か
た
の
栄
光
を
求
め
る
者
は
真
実
で
あ

っ
て
、
そ
の
人
の
内
に
は
偽

り
が
な
い
』
」

（
ヨ
ハ
ネ
七

。
一
四
―

一
八
）
。
こ
れ
が
イ
エ
ス
の
自
覚
で
あ

っ

た
。
彼
は
自
分
を
何
も
の
と
も
し
な
か
っ
た
。
福
音
書
に
し
る
さ
れ
て
あ
る
彼
の

教
説
は
す
べ
て
天
か
ら
の
啓
示
で
、
神
か
ら
聴
い
て
つ
た
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
　
一

っ
た
。
彼
は
実
に
無
教
者
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
彼
の
教
説
に
神
的
な
権

２

威
が
あ

っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
有
名
な

「
山
上
の
垂
訓
」
を
イ
ェ
ス
が
語

っ
　
¨

た
あ
と
で
、

「
群
衆
は
そ
の
教
に
ひ
ど
く
驚
い
た
。
そ
れ
は
律
法
学
者
た
ち
の
よ

う
に
で
は
な
く
、
権
威
あ
る
者
の
よ
う
に
、
教
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

（
マ

タ
イ
七

・
二
八
、
二
九
）
と
書
い
て
あ
る
。
イ
エ
ス
の
教
説
が
お
よ
そ
け
た
は
づ

れ
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
証
言
は
各
福
音
書
の
諸
所
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ

は
あ
た
ま
か
ら
ひ
ね
り
だ
し
た
理
窟
や
理
論
で
は
な
く
、
天
来
の
啓
示
に
基
づ
く

全
存
在
的
な
告
自
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
に
お
い
て
は
教
え
る
と
い
う

意
識
よ
り
も
生
き
た
真
理
を
告
自
す
る
と
い

う
や
む
に

や
ま
れ
ぬ

も
の
で
あ

っ

た
。

「
我
は
道
な
り
、
真
理
な
り
、
生
命
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
告
自
も
、
彼
が

神
を

一
切
と
し
て
、
自
ら
を
神
の
中
に
投
身
し
て
、
聖
意
を
体
現
す
る
実
存
に
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
イ
ェ
ス
は
神
を
い
つ
も

「父
」
と
呼
ん
で
い
た
。
神
を

「父
」
と



呼
ん
で
い
た
彼
の
自
覚
は
自
分
が
こ
の
天
界
の
、
霊
界
の
父
の
子
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
き
は
ど
の

「
モ
ー
セ
の
歌
」
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民

族
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
が
民
族
の
「
父
」
と
し
て
呼
ば
れ
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
は
そ
の

「子
」

と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
民
族
的
な
自
覚
か
ら
個
的
な
自
覚
へ
と
焦
点
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
神
と
人
と
の
関
係
を
人
間
界
の
親
子
の
関
係
か
ら
類
推
し
、
質

的
に
絶
対
化
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
イ
ェ
ス
の
実
存

の
性
格
は
、
正
に
神
を
父
と
し
て
敬
愛
し
、
信
頼
し
抜
い
た
と
こ
ろ
に
在
る
。
神

は
イ
エ
ス
に
と

っ
て
た
ま
し
い
の
親
で
あ
り
、
た
ま
し
い
の
師
で
あ
り
、
た
ま
し

い
の
主
で
あ

っ
た
。　
で
あ
る
か
ら
イ
エ
ス
は
神
の
子
と
し
て
、　
神
の
弟
子
と
し

て
、
神
の
僕
と
し
て
自
ら
を
自
覚
し
て
い
た
。
こ
れ
を
宗
教
哲
学
的
な
角
度
か
ら

言
う
な
ら
ば
、
人
間
は
存
在
の
質
で
は
、
絶
対
者
―
そ
れ
を
宗
教
的
な
表
現
で
、

神
、
如
来
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
（実
存
者
）、
聖
者
、
父
、
霊
、
ァ
ラ
ー
、
天
、
何
と
名

づ
け
ら
れ
よ
う
と
も
可
い
―
と
同
質
性
な
る
も
の
で
あ
り
、
使
命
の
面
で
は
絶
対

者
の
聖
旨
、
本
願
を
体
現
す
べ
き
者
、
ま
た
本
来
体
現
し
得
る
者
な
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
に
あ

っ
て
は
、
神
を
父
と
す
る
こ
と
は
、
た
ま
し
い
の
本
質
に
即
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
万
人
の
た
ま
し
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば

神
性
を
宿
し
て
い
る
し
、
仏
教
的
に
表
わ
せ
ば

「
衆
生
悉
く
仏
性
あ
り
」
と
い
わ

れ
る
如
く
、　
仏
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
、　
二
十
世
紀
の
人

類
の
現
実

が
、　
一
般
に
い
か
に
没
宗
教
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
間
は
も
と
も
と
宗
教
的
存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
に
も
歴
史
的
に
も
否
み
が
た
き
事
実
で
あ
る
。

世
界
の
精
神
史
の
底
流
を
な
す
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
二
大
宗
教
と
す

る
諸
宗
教
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
お
ご
そ
か
な
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
、
没
宗
教
、
反
宗
教
に
人
類

一
般
が
流
れ
て
ゆ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
人

類
は
怖
る
べ
き
破
滅
へ
と
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

万
人
は
救
を
要
す
る
。自
分
は
救
を
要
し
な
い
、と
言
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
お
そ
る
べ
き
騎
慢
で
あ
る
か
、
狂
人
か
で
あ
る
。
狂
人
な
ら
ば
収
容
す
べ
き

病
院
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
騎
慢
に
も
、
救
を
要
し
な
い
と
い
う
心
の
傾
き
の
人

間
が
意
外
に
多
い
の
で
は
な
い
か
。
ダ
ン
テ
が
天
国
に
も
入
れ
ず
、
地
獄
も
こ
れ

を
拒
む
た
ぐ
い
の
人
間
、
即
ち
、
善
を
慕
う
の
で
も
な
く
、
悪
を
自
覚
す
る
の
で

も
な
い
中
間
者
流
が
地
獄
の
門
外
に
雲
霞
の
如
く
議
い
て
い
る
情
景
を
描
い
て
、

「
憐
憫
も
正
義
も
彼
ら
を
蔑
す
む
」

（
ン
ヽ
一∽
ｏ
「
”ｏ
ｏ
【
鮎
”̈
　
ｏ

∞
【・
∽
一
中Ｎ
一”

一中　
∽
鮎
ｏ
∞
●
”
）

『
神
曲
』
地
獄
篇
第
二
歌
第
五
〇
行
）

と
喝
破
し
て
い
る
が
、

「
救
を
要
し
な
い
」
と
い
う
心
根
の
騎
慢
者
流
も
ま
た

中
間
者
流
に
お
と
ら
ず
彩
し
い
に
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
人
が

「
神
の
似
す
が
た
」

（∽
ュ
０
日

口
０
〓
口
ψ　
Ｈ日
品
０

∪
Ｏ
Ｆ

”
げ
８
〓
〓

Ｏ
ｏ
津
８
）

に
創
造
さ
れ
た

（創
世
記

一
。
二
七
）
と
い
う
神
話
的
表
　
一

現
の
真
義
は
、
人
間
が
本
来
神
性
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
　
３

間
に
神
性
が
な
け
れ
ば
、
神
を
拝
し
、
神
を
慕
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
　

一

「
我
ら
の
中
に
神
の
本
来
の
力
が
な
い
な
ら
ば
、

ど
う
し
て
神
的
な
も
の
に
焼
惚
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
」

こ
ｒ
●
∞
．　
●
中ｏデ
一
】●
●
●
∽
』
ｏ∽　
Ｏ
ｏ
一”Φ∽　
ｏ
中∞
●
ｏ
パ
■
”
「Ｆ

‘
く
一ｏ
Ｆ
Ｏ
●
●
ｔ
　
●
●
∽
（り
０
一一〓
ｏす
ｏり　
ｏ日
けＮ●
ｏＦ
ｏ
●
”こ

と
ゲ
ー
テ
が
言

っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

「
人
」
を

「
霊
止
」

（
ひ
と
）
と
書
い
た
古
代
人
は
真
に

「
人
」
を
自
覚
し
て

い
た
と
思
う
。
「
ひ
と
」
を
神
霊
の
止
ま

っ
て
い
る
者
と
自
覚
し
た
わ
け
で
あ
る
。

神
性
、
仏
性
が
存
在
の
中
心
た
る
た
ま
し
い
の
本
質
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

ァ
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
告
自
』
の
有
名
な
言
も
反
証
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
は

神
に
向

っ
て
こ
う
告
自
し
た
。

「
汝
は
我
ら
を
汝
の
た
め
に
創
造
し
給
う
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
ら
の
心
は
汝
の



う
ち
に
安
ら
う
ま
で
は
平
安
で
な
い
」
。

Ｏ^
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ヽ
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一∽Ｌ
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一

た
ま
し
い
が
、
神
仏
と
霊
的

に
結
ば
れ

る
ま
で

は
平
安
で
な
い
。

「
宗
教
」

”
ｏ〓
∞
中ｏ
∧
澪
‐〓
∞
鶴
ｏ
が

「再
び
結
ぶ
、
結
び
か
え
す
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞

か
ら
来
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
ま
こ
と
に
人
間
の
現
実
に
対
す
る
警
告
と
し
て
も

注
目
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
「教
育
」

は
ド
イ
ツ
語
で

”
【、
ｏす
Ｅ
∞
∧
ｏ
早
、
卜
８

即
ち
「
引
き
出
し
て
あ
る
状
態
に
到
ら
し
め
る
」
意
味
で
あ
る
。
本
来
人
間
の
中
に

あ
る
本
質
、
乃
至
天
賦
の
才
能
を
自
覚
さ
せ
て
、
そ
れ
を
鍛
え
て
円
現
さ
せ
る
、

と
い
う
の
が
教
育
の
真
義
で
あ
る
。
人
間
の
内
な
る
本
質
は
、
神
性
で
あ
り
仏
性

で
あ
る
。
そ
う
い
う
宗
教
心
に
目
覚
ま
し
め
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
人
の
天
賦
の

あ
る
と
こ
ろ
に
天
職
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
そ
の
天
賦
を
中
心
と
し
て
自
ら

鍛
え
る
よ
う
に
導
く
と
こ
ろ
に
本
当
の
人
間
形
成
の
道
が
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
が

「
幼
児
の
如
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
天
国
に
入
れ
な
い
」
と
言

っ
た

の
は
、
幼
児
に
見
え
る
あ
の
純
真
な
全
的
な
信
頼
深
さ
。
何
か
神
的
な
、
ほ
と
け

の
よ
う
な
清
純
さ
、
天
国
的
明
朗
な
笑
い
。
そ
こ
に
は
天
国
の
雰
囲
気
が
、
極
楽

の
霊
気
が
漂
う
て
い
る
。
「大
人
者
不
レ失
二
其
赤
子
之
心
一者
也
」
と
孟
子
も
い
っ

た
。
偉
大
な
人
物
は
童
心
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

幼
児
や
児
童
の
純
な
心
を
教
育
す
る
に
あ
た
り
、
家
庭
の
両
親
、
学
園
の
教
育

者
が
宗
教
心
を
も
た
な
い
で
、
ど
う

し
て
本
質
的
な

育
て
方
が
可
能

で
あ
ろ
う

か
。
万
人
は
本
来
宗
教
人
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
万
人
の
現
実
は
本
来
の
す

が
た
か
ら
外
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
万
人
は
救
を
要
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
親
も
教
員
も
つ
ね
に
新
た
に
求
道
し
つ
つ
、
救
に
あ
づ
か
り

つ
つ
、
教
育
に
た
づ
さ
わ
る
と
こ
ろ
に
教
育
の
本
然
の
す
が
た
が
あ
ろ
う
。

さ
て
私
は
宗
教
は
諸
々
の
文
化
文
明
現
象
の
ど
ん
底
に
位
置
す
る
も
の
、
ま
た

は
超
越
し
た
謂
わ
ば
絶
対
次
元
の
も
の
で
、
諸
々
の
文
化
文
明
現
象
の
根
拠
で
あ

り
、
源
泉
で
あ
る
と
見
る
。
人
間
界
を
草
木
に
書
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
あ
た
か

も
根
の
世
界
、
道
徳
は
幹
の
世
界
、
諸
文
化
文
明
は
枝
葉
花
果
の
世
界
で
あ
る
。

即
ち
教
育
も
学
問
も
政
治
も
経
済
も
農
業
も
工
業
も
商
業
も
医
業
も
諸
々
の
職
業

も
、
そ
れ
を
営
む
主
体
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
宗
教
は
次
元
が
ち
が
っ
た
世
界

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
却
て
最
も
深
く
、
文
化
文
明
に
関
わ

っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
文
化
文
明
の
価
値
体
系
に
お
い
て
最
も

根
源
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
申
す
の
で
あ
る
。

世
界
的
宗
教
哲
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
も
、

「
宗
教
は
人
間
の
窮
極
的
関

心
事
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

真
善
美
の
世
界
、
即
ち
学
問
、
道
徳
、
芸
術
の
世
界
も
、
そ
の
根
底
的
大
前
提
　
４

た
る
も
の
は
宗
教
心
で
あ
る
。
学
問
は
深
い
思
索
と
直
観
力
や
霊
的
洞
察
力
を
要
　
一

す
る
。
道
徳
は
実
践
的
な
原
動
力
と
し
て
、
ま
た
道
徳
の
究
極
の
境
地
と
し
て
宗

教
心
を
要
す
る
。
芸
術
は
技
能
の
奥
に
宗
教
的
情
動
を
必
要
と
す
べ
く
、
霊
的
心

境
と
共
に
神
技
に
進
み
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
学
問
、
道
徳
、
芸
術
の
潜
在

勢
力
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
展
開
し
ゆ
く
も
の
は
宗
教
心
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

教
育

一
般
は
、
徳
育
、
智
育
、
体
育
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
関
わ

っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
両
親
及
び
教
育
者
自
身
が
、
今
や
い
か
に
そ
の
た
ま
し
い
の
面

で
宗
教
的
な
る
も
の
に
関
わ
り
を
も

っ
て
宗
教
心
を
自
ら
深
め
、
是
ら
の
三
面
に

自
在
に
処
し
、
創
造
的
な
展
開
を
な
す
べ
き
で
あ
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
は
な
い

か
。
特
定
の
宗
教
を
信
ず
る
か
信
じ
な
い
か
は
別
問
題
で
あ
る
が
、
人
た
る
も
の

は
、
た
ま
し
い
の
あ
る
限
り
、
宗
教
心
を
本
具
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
今
こ
そ



自
覚
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

現
代
教
育
の
諸
問
題
の
奥
の
唯

一
の
問
題
性
は
、
両
親
及
教
育
者
自
身
の
た
ま

し
い
が
、
た
ま
し
い
の
本
質
を
宗
教
心
と
し
て
自
覚
し
、
具
体
的
に
そ
の
原
始
力

を
回
復
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
申
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
何
か
具
体
的
な
事
象
な
り
対
象
な
り
を
通
し
て
、
具
体
的
に

宗
教
体
験
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
宗
教
心
と
か
宗
教
的
情
操
と
か
い
っ

て
も
、
想
像
さ
れ
た
程
度
で
は
、
具
体
的
な
力
と
は
な
ら
な
い
。
信
仰
と
い
っ
て

も
観
念
的
で
あ

っ
て
は
、
ま
こ
と
の
生
命
力
、
創
造
力
と
は
な
り
難
い
。
今
の
一

般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
仏
教
徒
の
現
実
が
こ
の
程
度
の
も
の
が
多
い
の
は
遺
憾
な

こ
と
で
あ
る
。

孟
子
な
ど
は
宗
教
家
で
は
な
い
が
、

「
万

物

皆

備
二於

我
・。

ヵ
ヘ
リ
ミ
テ
ニ
　
　
　
ナ
レ
メ
　
シ
ミ
　
ン
　
ナ
ル
ハ
　
ヨ

，

反
レ
身

而

誠

楽

莫
レ
大
レ
焉
。

強

恕
シ耐

行
フ

輝
中．仁７
難
／近
キ

レ′、焉
ョ」・リ

と
喝
破
し
て
い
る
あ
た
り
、
既
に
宗
教
心
と
道
念
と
が

一
如
と
な
っ
て
い
る
素

晴
ら
し
い
心
境
で
あ
る
と
思
う
。

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
人
間
本
来
神
性
、
仏
性
と
い
わ
れ
る
宗
教
性
あ
る

限
り
、
学
問
的
精
進
を
無
我
の
境
地
に
お
い
て
追
求
す
る
上
に
お
い
て
も
、
道
徳

的
実
践
に
お
い
て
愛
が
い
か
に
宗
教
的
な
質
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
体
験
す

る
こ
と
に
お
い
て
も
、
芸
術
を
愛
好
し
、
ま
た
追
求
す
る
に
あ
た
り
、
い
か
に
宗

教
的
な
深
さ
が
必
要
で
あ
る
か
を
体
感
す
る
に
お
い
て
も
、
体
育
の
面
で
宗
教
的

な
心
境
に
お
け
る
呼
吸
が
技
能
を
錬
る
上
に
大
切
で
あ
る
こ
と
、
剣
道
、
柔
道
、

弓
道
、
合
気
道
、　
マ
ラ
ソ
ン
等
々
、
神
技
と
い
わ
れ
る
境
地
が
い
か
に
宗
教
心
に

関
わ
る
か
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
親
も
教
育
者
も
い
か
に
宗
教
心
ぬ
き
に
は
教
育

と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
は
在
り
得
ぬ
か
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

反
之
、
現
代
人
の
意
識
が
、
主
我
的
人
間
の
自
由
と
か
要
求
と
か
を
直
接
肯
定

し
て
、
そ
こ
に
自
主
性
と
か
主
体
性
と
い
っ
た
も
の
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向

が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
角
度
の
民
主
主
義
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
現
代
の
危
機
性
と
諸
々
の
混
乱
、
行
き
つ
ま
り
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
現
象
は
要
す
る
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
他
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
も
こ
の

「自
己

（
ェ
ゴ
）
と
の
戦
は
最
も
困
難
な
戦
で
あ
り
、
自
己
に

打
ち
克
つ
は
最
美
の
勝
利
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
宗
教
的
な
力
を

要
し
、
救
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ

と
は
本
論
稿
の
主
題
で
は
な
い
か
ら
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
我
軌
的
な
主
我

意
識
は
、
先
は
ど
の
騎
慢
に
通
ず
る
も
の
で
、
そ
の
反
対
の
心
根
は
何
を
契
機
と

し
て
生
ず
る
か
と
い
え
ば
、
永
遠
、
無
限
、
無
量
な
る
絶
対
者
に
何
ら
か
の
事
象

現
象
を
通
し
て
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
生
ず
る
の
が
長
敬
の
念
で
　
一

あ
り
、
謙
虚
な
平
伏
し
の
心
の
態
勢
で
あ
り
、
た
ま
し
い
の
砕
け
の
姿
で
あ
る
。
　

５

ゲ
ー
テ
が
長
篇
小
説

『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ｏ
マ
イ
ス
タ
ー
の
遍
歴
時
代
』
の
第
一
一　
一

巻
第

一
章
に
お
い
て
、
教
育
州
で
の
教
育
の
基
本
と
し
て
宗
教
的
長
敬
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
の
こ
の
個
所
で
ゲ
ー
テ
は

「
長
敬
」
が

す
べ
て
の
人
に
欠

け
て
い

る
、
と
い
っ
て
い
る
。

「
た
だ

一
つ
の
も
の
だ
け
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
持
ち

て
い
る
者
は
誰
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
は
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ

た
っ
て
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
る
一
点
な
の
で
す
」
と

い
う
極
め
て
著
し
い
言
葉
を
作
中
の
人
物
を
し
て
語
ら
し
め
て
い
る
。
本
来
あ
る

べ
き
長
敬
の
念
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
の
深
い
意
味
で
現
代
も
そ

う
で
あ
る
。

長
敬
に
は
ま
づ
三
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
ゲ
ー
テ
は
い
う
。
第

一
は
我
々
の
上

な
る
も
の
に
対
す
る
長
敬
、
第
二
は
我
々
と
同
等
な
る
も
の
へ
の
長
敬
、
第
二
は



我
々
の
下
な
る
も
の
に
対
す
る
長
敬
の
三
種
類
を
あ
げ
、
こ
の
三
種
類
の
長
敬
が

融
合
し
て
一
つ
の
全
体
を
な
す
と
き
、　
始
め
て
最
高
の
力
と
効
能

と
を
発
揮
す

る
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
か
と
い
う
と
、
自
己
自
身
に
対
す

る
長
敬
で
あ
る
、
と
断
じ
た
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
宗
教
事
象
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
の
上
な
る
も
の
へ
の
長
敬
は

民
族
的
宗
教
で
、
世
界
の
諸
々
の
民
族
の
民
族
神
が
こ
れ
に
あ
た
る
。第
二
の
同
等

な
る
も
の
へ
の
長
敬
は
哲
学
的
宗
教
で
、
哲
学
者
は
よ
り
高
い
も
の
を
自
分
ま
で

引
き
下
げ
、
よ
り
低
い
も
の
を
自
分
に
ま
で
引
き
あ
げ
、
全
人
類
と
の
関
係
も
自
己

と
同
等
な
る
も
の
へ
の
関
係
と
な
し
、
個

に
お
い
て
宇

宙
を
見
る

よ
う
な
洞
察

を
な
す
汎
神
論
的
な
も
の
で
あ
る
。例
え
ば

「仏
道
の
身
心
は
草
木
瓦
礫
な
り
、風

雨
水
火
な
り
」
と
か
「
一
塵
の
中
に
大
千
の
経
巻
あ
り
」
と
か
い
う
道
元
禅
師
の
心

境
は
こ
の
類
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
下
な
る
も
の
へ
の
長
敬
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
著
し
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

「
こ
れ
は
人
類
が
到
達
し
得
た
、
ま
た

到
達
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
窮
極
の
も
の
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ

は
下
な
る
も
の
に
お
い
て
、

「神
の
僕
」
と
し
て
、
お
の
れ
を

「
卑
賤
と
貧
困
、

嘲
笑
と
侮
蔑
、
恥
辱
と
悲
惨
、
苦
悩
と
死
」
、
然
り
、
十
字
架
の
死
に
ま
で
到
ら

し
め
た
イ
ェ
ス
の
実
存
、
ど
ん
底
の
姿
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
更

に
、

「
そ
れ
の
み
か
、
罪
悪
と
犯
罪
を
さ
え
、
聖
な
る
も
の
の
障
害
で
は
な
く
、

そ
の
促
進
と
し
て
尊
敬
し
、
愛
す
る
に
い
た
る
ま
で
」
と
、作
中
の
人
物
を
し
て
極

言
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
例
え
ば

「姦
浴
の
女
」

（
ヨ
ハ
ネ
八

。
一
―

一
一
）
と
か
、　
一
方
の

「
十
字
架
上
の
盗
賊
」

（
ル
カ
二
三

・
四

一
―
四
三
）
と
か
の
砕
け
た
心
の
消
息
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
こ
う
語
ら
し
め
て
い
る
。

「
…
二
つ
が
い

つ
し
ょ
に
な
っ
て
初

め
て
真
の
宗
教
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
三
つ
の
長
敬
か
ら
最
高
の
長
敬
、

即
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
長
敬
が
生
れ
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
自
己
自
身

に
対
す

る
長
敬
か
ら
、
ま
た
前
の
三

つ
の
長
敬
が
生
育
し
、
こ
う
し
て
人
間
は
彼
が
到
達

し
う
る
最
高
の
も
の
に
達
し
、
自
分
を
神
と
自
然
と
が
生
み
出
し
た
最
も
す
ぐ
れ

た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
う
ぬ
ば
れ
と
我
欲
に
よ
っ
て
再

び
卑
俗
な
も
の
へ
引
き
お
ろ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
高
み
に
と
ど
ま
り
う
る
よ

う
に
な
る
の
で
す
」

（
以
上
の

「
」
内
の
訳
文
は
す
べ
て
関
泰
諫
訳
に
よ
る
）
。

こ
の
「自
己
自
身
に
対
す
る
長
敬
」
も
実
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
も

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
聖
霊
が
宿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
な
る
神
に
対
す
る
長
敬
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
使
徒
た
ち
が
使
徒
行
伝
に
お
い
て
こ
れ
を
実
証
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
謙

虚
と
権
威
と
が
相
即
し
て
い
る
。
性
来
の
自
我
が
ぶ
っ
つ
ぶ
れ
て
平
伏
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
神
霊
の
宿

っ
て
い
る
我
れ
な
ら
ざ
る
我
、
本
然
の
我
に
対
す
る
長
敬

と
な
る
の
で
あ
る
。　
パ
ウ
ロ
が

「
キ
リ

ス
ト
わ
が
内

に
、
我
れ
キ

リ
ス
ト
の
内

に
」
と
い
う

一
如
の
現
実
、
聖
霊
の
宿

っ
て
い
る
現
実
、
そ
こ
に
生
ず
る
内
な
る
　
一

我

へ
の
長
敬
が
、
ゲ
ー
テ
が
こ
こ
で
語

っ
て
い
る
第
四
の
長
敬
で
あ
る
。
　
　
　
　
６

ゲ
ー
テ
は
神
と
自
然
と
我
と
い
う
線
を
相
関
相
入
の
角
度
で
体
感
し
て
生
き
て
　
ぃ

い
た
人
間
で
あ

っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、神
的
な
、
霊
的
な
、
生
命
的
な
神

ｏ
自
然
が
、

彼
の
中
に
、
彼
は
ま
た
そ
の
中
に

「
生
き
動
き
ま
た
在
る
」
と
い
う
消
息
を
体
認

し
つ
つ
生
き
て
い
た
。
そ
の
彼
が
こ
の
よ
う
に

「自
己
自
身
に
対
す
る
長
敬
」
と

い
っ
た
の
は
、
正
に
彼
自
身
の
告
自
で
、
さ
す
が
に
ゲ
ー
テ
で
あ
る
。
こ
れ
は
相

対
的
自
我
的
な
自
主
と
か
自
由
か
と
い
う
消
息
と
は
凡
そ
次
元
の
ち
が
う
消
息
で

あ

る

。
さ
て
教
育
の
面
で

一
つ
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
銭
上
の
長
敬
説
の
中
で
、
第

一

の
長
敬
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
は
こ
う
語
ら
し
め
て
い
る
、

「
あ
の
高
い
と
こ
ろ
に

ひ
と
り
の
神
が
い
て
、
そ
の
神
が
両
親
や
先
生
や
目
上
の
人
た
ち
の
姿
を
と

っ
て

顕
現
し
て
い
る
、と
信
ず
る
こ
と
を
子
供
た
ち
に
望
む
も
の
な
の
で
す
」
と
。即
ち

こ
の
場
合
、
両
親
や
先
生
た
ち
は
、
宗
教
的
な
実
存
を
身
証
し
て
い
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
神
が
イ
エ
ス
に
お
い
て
自
現
し
、
イ
エ
ス
は
神
を
体
現
し

た
か
ら
、
イ
エ
ス
は
「わ
れ
を
見
し
者
は
父
を
見
し
な
り
」
と
告
自
し
得
た
。
そ
の

よ
う
な
内
実
と
し
て
、
イ
エ
ス
以
外
の
人
間
が
神
を
体
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
我
々
は
皆
救
を
要
す
る
人
間
で
あ
る
か
ら
。
け
れ
ど
も
ゲ
ー
テ
は
、
こ
こ
で

は
、
と
に
か
く
両
親
や
先
生
た
ち
が
、
宗
教
心
乃
至
信
仰
を
も
っ
て
生
き
、
神
的

な
権
威
を
何
と
な
く
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、
本
質
的
な
教
育
は
在
り
得
な
い
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
現
実
問
題
と
し
て
確
か
と
自
覚
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
両
親
も
教
育
者
も
そ
う
い
っ
た
宗

教
的
な
権
威
を
具
え
て
い
な
い
た
め
に
、
自
信
を
失

っ
て
い
る
の
が

一
般
で
は
な

か
ろ
う
か
。

家
庭
の
教
育
者
た
る
両
親
も
、
学
校
の
教
育
者
も
絶
対
者
に
対
す
る
長
敬
と
信

愛
か
ら
こ
そ
、
ま
こ
と
の
自
主
性
も
自
由
も
権
威
も
生
ず
る
の
で
あ
り
、
教
育
の

根
本
姿
勢
は
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
思
い
を
到
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、

子
ら
に
、
生
徒
た
ち
に
真
の
謙
虚
さ
と
真
の
自
律
も
自
主
も
自
由
も
身
に
つ
け
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
た
づ
ら
に
民
主
主
義
を
験
す
べ
か
ら
ず
で
あ
る
。

モ
ー
セ
の
十
言

（誠
）
の
第
五
言

「
汝
の
父
母
を
敬
え
」
も
長
敬
の
観
念
を
貴

む
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
代
の
家
庭
に
お
い
て
こ
の

姿
勢
が
崩
れ
て
い
る
の
が

一
般
で
あ
る
の
は
、
民
主
主
義
の
自
由
平
等
を
は
き
ち

が
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
仏
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
は
神
仏
を

長
敬
す
べ
き
は
霊
的
な
法
（グ
ル
マ
）
と
し
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
神
仏

と
個
々
人
と
の
関
係
は
夫
々
絶
対
関
係
で
あ

っ
て
、
比
較
を
ゆ
る
さ
ぬ
も
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
者
を
基
盤
と
す
る
と
こ
ろ
に
人
格
の
尊
厳
と
自
由
と
平
等

が
あ
る
。
民
主
主
義
と
は
そ
の
よ
う
な
基
盤
に
お
い
て
は
じ
め
て
健
全
な
も
の
で

あ

っ
て
、
こ
の
事
と
人
間
界
の
有
機
体
的
な
秩
序
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

親
子
、
兄
弟
、
姉
妹
、
師
弟
、
先
輩
後
輩
、
社
会
的
諸
団
体
等
々
に
は
、
人
格

的
信
愛
を
血
肉
と
し
、
構
成
、
組
織
等
々
を
骨
格
と
し
た
秩
序
と
役
割
が
あ
る
こ

と
は
、
あ
た
か
も
人
体
が
、
首
、
胴
体
、
手
脚
等
を
も

っ
た
有
機
体
と
し
て
秩
序

と
夫
々
の
役
割
が
あ
る
の
と
同
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
使
徒
パ
ウ
ロ
が
コ
リ
ン

ト
前
書
第
十
二
章
で
申
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

神
仏
に
対
す
る
絶
対
的
な
長
敬
と
信
愛
の
縦
の
関
係
あ

っ
て
、
始
め
て
人
間
間

の
相
対
的
な
長
敬
と
信
愛
の
横
の
関
係
が
健
全
に
成
り
立

っ
て
ゆ
く
こ
と
は
天
地

の
道
理
で
あ
る
。

神
の
親
心
、
人
間
の
子
心
。

君
主
の
親
心
、
市
民
の
子
心
。

あ
ら
ゆ
る
恵
福
の
源
泉
。
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こ
れ
は
ス
イ
ス
の
世
界
的
教
育
家
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
　

（『
ｏ
Ｆ
ヨ

〓
ｏ
ま
口．ｏデ
　
　
一

り
ｏ●■
ｏ
、゙

いＮ
Ｏ
Ｉ
】∞
ヽ
）
の

『
隠
者
の
黄
昏
』
（こ
口
ｏ

＞
げ
ｏ注
∽さ
ａ
ｏ
ｏ
す
ｏ∽

口
房
”ｏ２
ｏお
こ
）
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
標
語
で
あ
る
。

こ
の
標
語
の
二
番
目
の

「
君
主
の
親
心
、
市
民
の
子
心
」
は
封
建
社
会
、
君
主

政
体
を
背
景
と
し
た
言
葉
で
あ

っ
て
、
現
代
と
は
お
も
む
き
の
異
な
る
旧
体
勢
で

は
あ
る
が
、
あ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
如
き
は
、
正
に

「
君
主
の
親
心
」
を
有

っ
て
い
た
名
君
で
あ

っ
た
。
し
か
し
現
代
で
こ
の
語
を
活
か
す
と
す
れ
ば
、
君
主

の
代
り
に
首
相
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
凡
そ
社
会
的
団
体
の
長
に
あ
て

は
ま
る
言
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
家
庭
に
お
け
る
親
心
、
子
心
は
、
何
と
い
っ
て
も
血
の
つ
な
が
り

か
ら
来
る
最
も
自
然
な
親
密
な
関
係
に
お
け
る
心
の
在
り
方
で
あ
る
。
親
が
子
を

正
し
く
愛
し
信
じ
て
育
て
る
。
子
は
親
を
敬
し
信
頼
し
て
仕
え
る
。
そ
の
よ
う
な



相
互
の
心
根
が
親
心
子
心
と
い
わ
れ
る
内
容
で
あ
ろ
う
。
そ
の
宗
教
的
根
拠
は
キ

リ
ス
ト
教
が
最
も
よ
く
具
現
し
て
い
る
。
イ
ェ
ス
が
神
を

「
父
」
と
呼
び
、
イ
ェ

ス
は
自
分
を

「
子
」
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
あ
の
在
り
方
が
示
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
東
洋
に
お
い
て
は
孔
孟
の
教
え
が
孝
道
と
し
て
つ
た
え
て
い
る
通
り
で
あ

る
。学

校
教
育
に
お
い
て
も
同
じ
く
先
生
の
正
し
い
愛
に
対
し
て
生
徒
の
尊
敬
と
信

頼
と
が
応
ず
る
と
こ
ろ
に
美
し
い
師
弟
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
師
弟
関
係
の
正
し

さ
美
し
さ
と
い
う
も
の
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
先
生
た
る
教
育
者
の
内
的
実
存
、

心
の
在
り
方
に
あ
る
。
端
的
に
申
し
て
そ
れ
は
宗
教
心
に
根
ざ
し
た
愛
で
あ
る
。

宗
教
の
世
界
は
理
窟
で
は
な
い
、観
念
で
は
な
い
、解
釈
で
は
な
い
、
説
教
で
す

ら
な
い
。
そ
れ
は
霊
感
で
あ
り
、体
感
で
あ
り
、
体
現
で
あ
り
、
告
自
で
あ
る
。高

次
な
教
育
も
ま
た
単
な
る
説
明
で
は
な
い
、
説
諭
で
は
な
い
、
教
訓
で
も
な
い
。

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
生
徒
の
中
に
あ
る
も
の
を

「
引
き
出
し
」
育
て
、
や

が
て
生
徒
自
ら
が
創
造
的
な
た
ま
し
い
と
な
る
よ
う
に
媒
介
を
い
と
な
み
、
鍛
え

る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
塾
的
な
教
育
態
勢
が
最
適
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
学
校

に
お
い
て
塾
的
精
神
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
布
が
縦
糸
と
横
糸
で

織
り
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
義
と
愛
と
が
渾
然
と
自
在
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
両

親
及
教
育
者
の
教
育
精
神
が
極
め
て
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
イ
エ
ス
は
神
を
父
と

呼
び
、
ま
た
霊
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
四
章
第
二
十

一
節
―
第

二
十
六
節
参
照
）
。父
神
は
人
格
神
と
し
て
、
霊
神
は
霊
と
し
て
不
可
離
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
を
拝
し
て
い
た
イ
エ
ス
は
正
に
人
格
的
霊
的
な
主
体
と
し

て
神
を
拝
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
自
身
が
特
別
な
霊
的
人
格
で
あ

っ
た
。

霊
的
人
格
！
今
の
世
に
最
も
必
要
と
し
て
い
る
も
の
は
霊
的
人
格
者
で
あ
る
。
こ

れ
は
宗
教
心
を
本
当
に
も
て
ば
、
誰
れ
で
も
が
成
り
得
る
実
存
態
で
あ
る
。
両
親

も
教
育
者
も
こ
の
質
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
そ
の
霊
的
人
格
の
本
質
は
何
か
二

言
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
愛
で
あ
る
。仁
で
あ
る
。
恕
で
あ
る
。
慈
悲
で
あ
る
。

孔
子
が
曽
子
に

「吾

道

一
以

貫
′
之
」
と
言

っ
た
。
孔
子
が
外
出
し
た
あ
と
で

門
人
が
曽
子
に
あ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
意
味
か
、
と
た
づ
ね
た
ら
、
曽
子
が

「
夫

子
之
道
忠
恕
而
己
夫
」
と
答
え
た
、
と
あ
る
。
即
ち
孔
子
の
一
貫
し
た
道
は
ま
ご

こ
ろ
を
も

っ
た
思
い
遣
り
で
あ
る
の
だ
、
と
の
意
味
で
あ
る
。
謂
わ
ば
こ
れ
が

ま
た
仁
に
通
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
今
の
世
は
何
と
自
分
勝
手
の
傾
向
の
強
い

「
自
主
」
だ
と
か

「
民
主
」
だ
と
か

「
平
和
」
だ
と
か
い
う
お
題
目
が
横
行
し
て

い
る
こ
と
か
。
責
任
や
自
律
の
精
神
が
な
く
て
何
の
自
主
や
自
由
が
あ
ろ
う
か
。

神
仏
に
托
身
し
て
こ
そ
臨
み
来
る
平
安
が
な
く
し
て
、
何
の
平
和
が
あ
ろ
う
か
。

孟
子
の

「
仁
也
者
人
也
」

（
「
仁
は
人
な
り
」
）
の
一
言
は
千
古
の
名
言
で
あ

る
。
仁
は
人
の
本
来
の
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
仁
の
喪
失
に
、
人
間
　
一

界
の
不
和
闘
争
の
さ
ま
ざ
ま
な
思

わ
し
か
ら
ぬ
現

象
が
生
じ

て
い
る
わ
け
で
あ
　
８
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¨

る
。
二
十
世
紀
の
危
機
も
要
す
る
に
こ
こ
に
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

キ
リ
ス
ト
教
の
贖
罪
愛
、
仏
教
の
大
慈
大
悲
、　
儒
教
の
仁
、　
恕
。　
要
す
る
に

愛
、
人
を
助
け
、
人
を
ゆ
る
し
、
人
を
担
う
角
度
の
心
根
と
そ
の
実
践
、
こ
れ
が

愛
で
あ
る
。
愛
の
宗
教
論
を
こ
こ
に
展
開
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
教
育
の
始

め
に
し
て
終
り
な
る
も
の
、
ア
ル
パ
に
し
て
オ
メ
ガ
な
る
も
の
は
、
愛
で
あ
る
。

愛
が
最
強
の
力
で
あ
り
、
人
間
形
成
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ダ
ン
テ
が

『
神
曲
』
の
最
後
で

「
さ
り
な
が
ら
わ
が
願
望
と
意
志
と
は
、

さ
な
が
ら
等
し
く
廻
る
輪
の
如
く
、

太
陽
と
諸
星
を
廻
ら
す
愛
が
こ
れ
を
動
か
し
て
い
た
。
」

と
詠

っ
て
、
愛
が
字
宙
の
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

（
一
九
七
四
年
四
月
）

―
完
―



親

鸞

の

詩

篇
西
　
　
山

．

公
　
　
昭

一

↓

わ
が
鎌
倉
期
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
真
宗
を
建
立
し
た
親
鸞

（
一
一
七
三

―

一
二
六
二
）
の
仏
教
説
―

よ
り
限
定
し
て
い
え
ば
浄
土
仏
教
説
―

の
核
心

は
、そ
の
独
創
的
な
他
力
廻
向
説
に
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、そ
の
他

力
廻
向
に
つ
い
て
組
織
的
体
系
的
に
思
弁
し
て
、
他
力
廻
向
に
往
相
と
還
相
の
〓

種
廻
向
あ
り
と
し
、そ
の
う
ち
、往
相
廻
向
に
つ
い
て
は
、教
。行
・信
・証
の
四
階
程

（
い
わ
ゆ
る
四
法
）
あ
り
と
し
て
、
そ
れ
を
最
も
組
織
的
か
つ
集
中
的
に
弁
証
せ

ん
と
し
た
も
の
が
彼
の
主
著
と
目
さ
れ
る
「
顕
浄

土
真
実
教

行

証
文
類
」

六

つ

巻

（
一
般
に

「教
行
信
証
」
と
略
称
す
る
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、

「教
行
信
証
」
の
教
説
を
側
面
よ
り
敷
行
す
る
も
の
と
し
て
、
和
文

を
も
っ
て
す
る
詩
的
諸
篇

（
い
わ
ゆ
る
三
帖
和
讃
）
や
関
東
の
門
弟
た
ち
に
与
え

た
宗
教
的
緊
張
感
の
江
盗
し
た
書
簡
の
存
在
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
の
死

後
、　
一
門
弟

（唯
円
か
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
語
録

「
歎
異
抄
」
の
存
在
も
有
名

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、他
力
廻
向
の
教

。
行

・
信

・
証
や
往
還
〓
廻
向
な
ど
の
教
説
は
、親

鸞
的
な
意
味
合
い
そ
の
ま
ゝ
の
形
で
は
、
仏
教
思
想
史
上
に
そ
の
先
樅
を
見
出
し

得
な
い
も
の
で
あ
っ
て

（そ
の
萌
芽
的
な
も
の
は
断
片
的
に
全
く
な
く
は
な
い
の

で
あ
る
が
）
、ま
ず
も
っ
て
親
鸞
の
創
出
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
思

想
史
上
に
そ
の
伝
統
を
探
り
仏
教
学
的
に
基
礎
付
け
る
こ
と
は
、
実
は
容
易
な
こ

と
で
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を

一
種
独
得
な
手
法
を
も
っ

て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
仏
教
に
限
ら
ず
広
く
宗
教
者

一
般
に
つ
い
て

い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
後
世
に
深
刻
な
影
響
を
遺
し
た
ほ
ど
の
い
わ
ゆ
る
祖
師

た
ち
は
、
豊
饒
な
伝
統
に
は
ぐ
く
ま
れ
つ
ゝ
、
伝
統
を
何
ほ
ど
か
超
克
し
、
そ
れ

を
再
び
伝
統
に
跡
づ
け
つ
ゝ
表
現
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
、
宗
教
に

お
け
る
伝
統
と
己
証
の
不
断
の
葛
藤
と
い
う
、
常
に
古
く
て
新
し
い
問
題
が
あ
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
思
想
の
と
ど
ま
る
こ
と
な
き
生
成
発
展
は
、

同
時
に
、
文
化
体
系
と
し
て
は
、
た
え
ず
新
た
な
る
自
己
同

一
性
を
回
復
し
て
行

く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
者
に
は
、
宗
教
的
真

実
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
伝
統
は
己
れ
の
真
実
を
は
ぐ
く
み
育
て
た
豊
饒
な

土
壌
で
あ
っ
た
が
、
今
は
、
自
己
の
真
実
を
表
現
し
荘
厳
す
る
方
便
的
真
実
と
化

し
去
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
浄
土
真
宗
を
弁
証
せ
ん
と
す
る
親
鸞
の
著

作
は
、
こ
れ
を
最
も
尖
鋭
に
、
そ
れ
故
に
最
も
極
端
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
仏
教
に
お
け
る
真
実
と
そ
の
表
現
の
問
題
、
い
い
か
え
れ
ば
、
仏
教
に
お
け
　

一

る
己
証
と
伝
統
、
あ
る
い
は
、
仏
教
思
想
の
生
成
発
展
と
自
己
同

一
性
回
復
、
の
　
９

問
題
に
対
し
て

一
つ
の
深
刻
な
解
答
を
提
出
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
一

親
鸞
が
そ
の
著
作
の
中
で
、
自
己
の
立
場

（宗
）
を
弁
証
す
る
に
当
っ
て
、
そ

の
権
証
と
な
す
べ
く
採
集
し
た
お
び
た
だ
し
い
経
論
釈
よ
り
の
要
文
を
、
仏
教
学

的
常
識
と
手
続
き
を

一
切
無
視
し
て
、　
一
種
異
様
な
綱
格

（他
力
廻
向
の
教

。
行

信

・
証

。
真
仏
土

。
化
身
土
）
の
下
に
分
類
し
配
列
し
行
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
採

集
し
た
引
文
は
原
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
よ
り
す
る
と
断
章
取
義
の
そ
し
り
を
到
底
免

れ
な
い
こ
と
、
原
義
の
大
胆
な
換
骨
奪
胎
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
原
文
を
奔
放
に

訓
み
変
え

一
文
の
主
客
を
逆
転
し
た
こ
と
、
な
ど
、　
一
般
に
学
者
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
か
ゝ
る
ど
う
み
て
も
聖
典

（伝
統
）
破
壊
と
し
か
思

わ
れ
ぬ
手
法
を
通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
他
力
廻
向
の
浄
土
真
宗
と
い
う

一
つ
の
根
源

的
な
宗
教
的
真
実
を
、
結
果
的
に
鮮
烈
に
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
、
と

つ

い
う
こ
と
も
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る＜
。
彼
は
、
伝
統
に
は
ぐ
く
ま
れ
つ



つ
己
れ
の
真
実
を
何
ほ
ど
か
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
れ
を
表
現
す
る

の
に
、
自
ら
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
伝
統
を
も
っ
て
し
た
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な

ら
、
彼
の
真
実
な
る
も
の
は
、
伝
統
を
破
壊
せ
ず
し
て
は
表
現
し
得
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
破
壊
さ
れ
た
る
伝
統
、
と
い
う
意
味

で
、
や
は
り
伝
統
が
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
の
伝
統
と
は
親
鸞
の

真
実
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
鍛
え
直
さ
れ
た
伝
統
で
あ
る
。
上
に
の
べ
た
彼
の
要

文
引
用
の
手
法
な
ど
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
法
を
よ
り
徹
底
せ

し
め
て
、
結
果
的
に
は
全
く
新
出
の
聖
典
す
ら
造
作
し
て
憚
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ

た
ふ
し
が
あ
る
。

こ
う
い
う
と
、
親
鸞
は
意
識
的
に
い
わ
ゆ
る
仮
託
書

・
偽
聖
典
を
実
際
に
製
作

し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
該
当
す
る
著
作
が
存
在
す
る

の
か
、
と
い
う
厳
し
い
非
難
を
被
る
で
も
あ
ろ
う
。
彼
に
は
そ
の
よ
う
な
意
識
も

そ
れ
に
該
当
す
る
著
作
も
、
事
実
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
非
難
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
意
識
し

た
か
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
、
事
実
そ
れ
に
該
当
す
る
著
作
が
あ
る
か
な
い
か
に

か
ゝ
わ
ら
ず
、
客
観
的
に
は
、
結
果
的
に
そ
う
見
ざ
る
を
得
な
い
著
作
の
い
く
つ

か
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
が
、
親
鸞
の
独
得
な
る
教
説
の
源
泉
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
浄
土

真
宗
の
弁
証
は
極
め
て
組
織
的
体
系
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
完
結
的
な
源

泉
な
し
に
可
能
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う

な
源
泉
は
伝
統
の
上
に
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
伝
統
は
親
鸞
の
真
実

な
る
も
の
に
よ
っ
て
鍛
え
直
さ
れ
た
伝
統
、
い
い
か
え
れ
ば
、
親
鸞
に
よ
っ
て
新

た
に
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
伝
統
的
権
証
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の

数
多
い
著
作
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
即
し
た
研
究
と
同
時
に
、
そ
の
著
述
の

手
法

・
形
式
に
つ
い
て
も
充
分
に
注
意
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で

あ

る
。

二

親
鸞
は
多
く
の
著
作
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
古
来
、
便
宜
的
に
い
く

つ
か
の
作
品
群
に
分
け
て
編
集
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
来
て
い
る
。
彼
の
著
作
を
ど
の

よ
う
に
限
定
し
分
類
す
る
か
は
、
実
は
大
い
に
問
題
で
あ
っ
て
単
純
に
は
決
め
ら

四

れ
な
い
。
い
ま
、
「真
宗
聖
教
全
書
」
の
第
二
巻
宗
祖
部
で
み
る
と
、「教
行
信
証
」

を
は
じ
め
と
し
て
全
て
二
人
部
を
収
め
て
い
る
が
、
こ
の
中
、　
一
部
は

「教
行
信

証
」
に
対
す
る
後
世
の
註
釈
書
で
あ
り
、
四
部
は
親
鸞
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
他

人
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
「歎
異
砂
」
一
部
は
門
弟
の
作
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、

三
二
部
が
親
鸞
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
分
類
の
形
は
見
ら
れ
な
い

が
、
そ
の
配
列
の
順
を
み
る
と
、
先
ず
、
「教
行
信
証
」
な
ど
の
漢
文
の
著
作
が
配

さ
れ
、
つ
い
で
漢
文
の
詩
的
作
品

（偶
頌
）

が
続
く
。　
つ
い
で
和
文
の
著

作

が

な
ら
び
、
そ
の
後
に
、
和
文
の
詩
的
作
品

（和
讃
）
が
置
か
れ
、
最
後
に
書
簡
集

（消
息
集
）
が
収
め
ら
れ
、
最
末
に
は
新
発
見
の
真
蹟
と
さ
れ
る
断
簡
が
附
さ
れ

て
い
る
。
要
す
る
に
、
漢
文
の
散
文
作
品
、
韻
文
作
品
が
第

一
群
を
な
し
、
つ
い

で
、
和
文
の
散
文
作
品
、
韻
文
作
品
が
第
二
群
を
な
し
、
つ
い
で
書
簡
類
の
第
二

群
が
く
る
、
と
い
う
編
集
で
あ
る
。

次
に
、最
新
の
、最
も
網
羅
的
で
、
し
か
も
書
誌
学
的
に
最
も
信
頼
の
置
け
る
「親

司

鸞
聖
人
全
集
」
（全

一
八
冊
）
で
み
て
み
よ
引
。　
一
八
冊
の
内
容
は
、
主
著

「教
行

信
証
」

（
二
冊
）

を
別
格
と
し
、　
あ
と
は
、
漢
文
篇
　
（
一
冊
）
、
和
文
篇

（
一

冊
）
、
和
讃
篇

（
一
冊
）
、
書
簡
篇
（
一
冊
）
、
言
行
篇

（
二
冊
）
、
輯
録
篇
（
二
冊
）
、

写
伝
篇
（
一
冊
）
、
註
釈
篇

（
二
冊
）
、
加
点
篇

（五
冊
）
、と
な
っ
て
い
る
。本
全
集

は
巻
次
を
示
さ
な
い
か
ら
、
著
作
の
配
列
順
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、

「教
行
信
証
」
を
筆
頭
に
し
て
、
あ
と
は
漢
文
体

・
和
文
体

・
書
簡
類

。
写
伝
類

・
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加
点
本
、
な
ど
を
、
い
わ
ば
同
列
に
編
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
分
類
法

は
、
よ
く
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
親
鸞
著
述
の
書
誌
学
的
研
究
の
進
歩
に
よ
っ
て
新

た
に
発
見
さ
れ
た
作
品
や
加
点
本

（経
典
に
自
ら
訓
点
を
施
し
た
も
の
）
な
ど
を

全
て
収
録
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
努
力
を
示
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類

法

（も
し
く
は
編
集
法
）
は
便
宜
的
性
格
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
せ
ば

「教
行
信
証
」
は
漢
文
篇
に
入
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、輯
録
篇
は
、親
鸞
に
よ
っ
て

写
伝
さ
れ
編
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
法
然
の
言
行
録
集

（
「
西
方
指
南
抄
」
）

凶

を
収
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
全
集
に
入
れ
得
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。

言
行
篇
は
、
有
名
な

「
歎
異
紗
」
を
合
む
と
は
い
え
、
す
べ
て
後
代
の
人
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
註
釈
篇
は
、
経
本
の
余
白
に
語
句
の
註
釈
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
著
作
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
ま
た
、
写
伝
篇

・
加
点
篇
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
親
鸞
著
作
と
い
う
に
価
す
る
も
の

は
、
「漢
文
篇
」
・
「和
文
篇
」
。
「和
讃
篇
」
・
「書
簡
篇
」
の
四
群
に
な
る
と
考
え

得
る
が
、　
一
方
、
「和
讃
篇
」
は

「和
文
篇
」
に
収
め
得
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、

「書
簡
篇
」
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
著
述
作
品
と
別
の
扱
い
を
し
て
然
る
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
結
局
は
、
「漢
文
篇
」
・
「和
文
篇
」
の
二
群

（或
は
そ
れ
に
書
簡
類

を
加
え
た
も
の
）
が
親
鸞
の
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
部
数
は

先
の

「真
宗
聖
教
全
書
」
宗
祖
部
で
数
え
た
二
二
部
と
大
差
な
い
の
で
あ
る
。
「全

書
」

「全
集
」

に
共
通
す
る
編
集
法

・
分
類
法
は
、
全
著
作
を
漢
文
体
と
和
文
体

に
分
け
る
こ
と
、
更
に
、
漢
文
体
の
も
の
を

「教
行
信
証
」

と
余
他
の
も
の
に

分
け
て
、
前
者
を
第

一
と
し
て
、
大
部
の
も
の
よ
り
小
部
の
も
の
へ
と
配
列
し
て

い
く
こ
と
、
ま
た
、
和
文
体
の
中
よ
り
和
讃
を

一
群
と
し
て
和
文
体
の
後
部
に
配

ａ
，

す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
著
作
集
の
分
類

・
編
集
の
仕
方
は
ど
う
努
力
し
て
も

便
宜
的
な
も
の
に
な
る
の
は
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
や
り
方
に
格

別
不
満
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
真
宗
の
教
説
を
組
織
的
直
接
的
に
開
示
し
た
も
の

と
理
解
さ
れ
る
主
要
な
著
述
を
そ
の
内
容

・
形
態
よ
り
考
え
て
み
る
と
、
お
の
ず

か
ら
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
文
類
群
と
詩
的
作
品
群
で

あ
る
。
文
類
は
、
経
論
釈
お
よ
び
外
典
か
ら
採
集
し
た
要
文
を
類
豪

（分
類
し
て

衆
め
る
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
教
説
を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
著
作
形
式
で

あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
内
容
、
分
量
と
も
に
主
著
と
目
さ
れ
る

「
顕
浄
土

真
実
教
行
証
文
類
」
（「教
行
信
証
し
六
巻
、
そ
の
草
稿
本
と
も
簡
略
本
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
だ
定
説
を
み
な
い
小
部
の

「浄
土
文
類
豪
抄
」

一
巻
（以
上
漢
文
）
、
更

に
、
小
部
の
も
の
で
あ
る
が
、「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
（広
略
の
二
本
あ
り
）
、「往

還
廻
向
文
類
」
（「如
来
二
種
廻
向
文
」
と
も
い
う
）
、な
ど
の
和
文
体
の
文
類
も
存

在
す
る
。
こ
れ
ら
は
和
漢
の
別
は
あ
り
な
が
ら
、文
類
と
い
う
形
式
に
従
っ
た
も
の

で
あ
る
点
で
主
著

「教
行
信
証
」
と
同

一
意
図
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
、
こ
れ
ら
の
文
類
群
を
、
文
類
と
い
う
著
作
形
式
の
観
点
よ
り
充
分
系
統
的

内

立
体
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

次
に
詩
的
作
品
群
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
二
種
あ
っ
て
、　
一
つ
は
漢
文
体

（
い
わ

ゆ
る
偶
頌
或
は
単
に
偶
と
も
い
う
）
、他
は
和
文
体

（
い
わ
ゆ
る
和
讃
）
で
あ
る
。

偶
頌
に
つ
い
て
い
う
と
、
親
鸞
の
場
合
は
七
言

（字
）
を

一
句
と
し
て
長
く
続
け

る
定
形
の
詩
で
あ
る

（漢
詩
で
い
う
七
言
律
詩
に
似
て
い
る
が
韻
を
踏
ま
な
い
）
。

和
讃
は
和
文
を
も
っ
て
す
る
讃
詠
で
、
七

・
五
調
十
二
音
を

一
句
と
し
、
四
句
を

制

も
っ
て

一
首
と
す
る
法
文
歌
、
連
作
が
普
通
で
あ
る
。和
漢
の
別
は
あ
り
な
が
ら
、

同
じ
く
詩
的
形
式
（定
形
句
）
を
と
る
作
品
群
と
し
て

一
括
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ

る

（も
っ
と
も
、
親
鸞
の
偶
頌
や
和
讃
が
、
文
学
的
な
意
味
で
詩
と
呼
ぶ
に
足
る

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
大
い
に
問
題
で
あ
ろ
う
）
。
私
は
便
宜
上
、
こ
れ
ら
の
作

ヽ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

品
群
を
親
鸞
の
詩
篇
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
、
和
讃

に
つ
い
て
は
、
「浄
土
和
讃
」
。
「高
僧
和
讃
」
。
「
正
像
末
和
讃
」

の
い
わ
ゆ
る
三
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帖
和
讃
が
量
質
と
も
に
大
作
で
あ
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
掲
頌
と
し
て
は
単
行

の
も
の
で
は

「
入
出
二
門
偶
頌
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の

と
し
て

「
正
信
念
仏
偶
」
（「
正
信
偶
」
と
略
称
す
る
）
を
逸
す
べ
き
で
は
な
い
。

た
だ
し
本
掲
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「教
行
信
証
」
六
巻
の
巻
二

（
い
わ
ゆ
る

行
巻
）
の
末
尾
に
収
載
さ
れ
て
文
類
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
独

立
単
行
の
作
品
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
単
行
独
立
の

一
作

品
と
し
て
数
え
る
と
、「教
行
信
証
」中
の
そ
れ
と
重
複
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、

親
鸞
の
著
作
集
に
お
い
て
は
通
例
こ
れ
を

一
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
「
正
信
偶
」
と
全
く
同
じ
事
情
に
あ
る
の
が
、
本
偶
と
内
容

・
分
量
と
も
に

全
同
に
近
い

（分
量
は
全
く
同
じ
、
語
句
に

一
部
相
違
が
あ
る
。
「
正
信
掲
」
の
異

本
と
い
っ
て
よ
い
）
「念
仏
正
信
偶
」
（「念
仏
掲
」
と
略
称
す
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
は

上
に
の
べ
た

「浄
土
文
類
衆
砂
」
の
末
尾
―
―
正
確
に
い
う
と
末
尾
で
は
な
く
、

分
量
的
に
は
ほ
ゞ
中
間
、
そ
の
後
に
い
わ
ゆ
る
間
答
分
が
つ
い
て
い
る
―
―
に
収

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
や
は
り
独
立
単
行
の
作
品
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
二
種
の
偶
が
、
本
来
、
上
記
の
二
つ
の
文
類
の

一
部
を
構
成
す
べ
く
こ
と
さ
ら

に
製
作
さ
れ
た
も
の
か
、
或
は
、
も
と
も
と
別
時
に
、
ま
た
は
、
別
の
意
図
を
も

っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
が
、
文
類
製
作
に
際
し
て
、
或
る
何
ら
か
の
意
図
の
も
と

に
挿
入
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
、
従
来
、
特
に
注
意
す
る
研

究
者
が
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
別
に
考
え
る
如
く
、
実
は
重
大
に
し
て
深

刻
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
か
ゝ
る
疑
間
を
提
出
す
る
か
と
い
う
に
、

誤
解
を
お
そ
れ
ず

一
言
い
っ
て
お
く
と
、
要
す
る
に
、
上
記
の
二
種
の
文
類
の
製

作
に
当

っ
て
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
自
作
の
詩
的
形
式
の
作
品
を
こ
と
さ
ら
に
製

作
し
て
書
継
ぐ
と
い
う
こ
と
に
は
、
文
類
著
作
者
の
心
理
と
し
て
は
、
原
則
と
し

て
必
然
性
が
乏
し
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
二
種
の
偶
は
、
本

来
、
文
類
と
は
独
立
に
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

（そ
の
時
期
は
文
類
成
立
の
前
か

後
か
、
ま
た
は
同
時
か
、
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
）
、何
ら
か
の
理
由
の
も
と

に
最
終
的
に
は
文
類
中
に
挿
入
収
載
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
も
の

で
あ
る

（
こ
の
考
え
方
は
、
い
わ
ば
、「
正
信
偶
」
ま
た
は

「念
仏
偶
」
別
撰
説
と

も
い
え
よ
う
が
、
詳
し
く
は
別
に
考
察
し
た
い
）
。
要
す
る
に
、
親
鸞
の
偶
頌
は

三
種
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

親
鸞
の
著
作
を
そ
の
形
式
の
上
よ
り
考
え
る
と
、
彼
が
文
類
と
詩
的
作
品
の
製

作
に
異
常
な
情
熱
を
傾
注
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
以
外
の
も
の
は
、
種
々
雑
多
な
形
式
を
も
ち
、
ま
た
他
の
仏
教
著
述
家
の
も
の

と
特
に
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
も
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。従

っ
て
、

つ

彼
の
著
作
は
、
０
文
類
篇
　
０
詩
篇
　
０
雑
篇
　
〇
書
簡
篇
、
の
四
類
に
分
類
編

集
す
る
こ
と
に
充
分
理
由
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
つ
き
つ
め
て
い

う
と
、
彼
の
教
学
を
充
全
に
、
ま
た
組
織
的
に
説
い
た
主
要
な
著
作
は
、
０
文
類

篇
　
０
詩
篇
、
の
二
種
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
側
面
よ
り
補
完
す
る
も

つ

の
が
　
０
書
簡
篇
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の
教
学
を
直
接
的
か
つ
組
織
的
に
示
す
主
要
な
著
作
が
、
そ
の
著
作
形
式

の
上
よ
り
み
る
と
、
結
局
は
「文
類
篇
」
と
「詩
篇
」
の
二
群
に
大
別
さ
れ
了
る
、

と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
教
説
は
、
こ

の
よ
う
な
著
作
形
式
を
も
っ
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
そ
の
教
説

の
特
殊
性
よ
り
し
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
と
見
る
よ
り
外
な
い
。
も
っ
と
も
、

仏
教
徒
、
と
り
わ
け
浄
土
教
徒
の
著
作
に
は
文
類
や
詩
的
作
品
が
な
い
、
と
い
う

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
浄
土
教
に
限
っ
て
み
て
も
、
例
せ
ば
、

親
鸞
の
師
の
法
然

（源
空
）
の

「選
択
本
願
念
仏
集
」
（「選
択
集
」）
は

一
種
の
文

類
と
も
み
ら
れ
る
。恵
心
僧
都
源
信
の

「往
生
要
集
」
も
文
類
で
あ
ろ
う
。中
国
で

い
う
と
、
隋
道
綽
の

「安
楽
集
」
は
明
ら
か
に
文
類
で
あ
る
。
宋
宗
暁
の

「楽
邦

文
類
」
に
至
っ
て
は
、
親
鸞
と
も
時
間
的
に
近
く
、
ま
た

「教
行
信
証
」
に
も
素
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材
を
提
供
し
て
い
る
も
の
で
、
文
類
の
ま
さ
に
典
型
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
詩

的
作
品

（特
に
偶

・
偶
頌
）
で
は
、
漢
訳
仏
教
の
形
式
に
限
っ
て
み
て
も
、
竜
樹

（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
の

「
十
住
昆
婆
沙
論
」
易
行
品

（後
秦
鳩
摩
羅
什
訳
）

の
分
量
の
半
ば
は
五
言

一
句
の
掲

（ガ
ー
タ
ー
ま
た
は
ゲ
ー
ヤ

”
“
諄
”
・
”
の
ヽ
）

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
竜
樹
作
と
伝
え
る

「十
二
礼
」

（禅
那
嘔
多

訳
）
は
、　
一
三
言

・
七
言

・
一
〇
言
の
句
を
交
互
に
配
し
た
掲
的
作
品
で
あ
る
。

世
親

（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
、
天
親
と
も
訳
す
）
の
「無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
」

（後
魏
菩
提
流
支
訳
、
「願
生
偶
」
。
「往
生
論
」
と
も
称
す
る
。
親
鸞
は
特
に
天
親

の

「浄
土
論
」
と
称
し
た
）
は
、
本
論
部
分
は
五
言

一
句
の
偶
で
あ
り
、
そ
の
後

部
に
掲
に
対
す
る
自
作
の
注
解

（散
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。
長
行
と
称
す
る
）
を

附
し
た
も
の
。
北
魏
の
曇
鸞
は
、
こ
れ
に
対
す
る
註
を
つ
く
り
（「無
量
寿
経
優
婆

提
合
願
生
偶
註
」
、
略
し
て

「
願
生
掲
註
」
、
あ
る
い
は

「往
生
論
註
」

「浄
土
論

註
」
、
単
に
「論
註
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）、自
ら
の
浄
土
教
学
を
建
設
し
て
、親
鸞

の
教
学
形
成
に
圧
倒
的
影
響
を
与
え
た
人
で
あ
る
が
、
竜
樹
の

「十
二
礼
」
に
依

っ
て

「讃
阿
弥
陀
仏
偶
」
を
遺
し
て
い
る
。
唐
善
導
は
、
浄
土
教
徒
と
し
て
の
宗

教
的
心
情
を
文
学
的
に
深
く
表
現
し
た
こ
と
で
著
名
で
あ
り
、
法
然

・
親
鸞
に
多

大
な
影
響
と
素
材
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、彼
の

「法
事
讃
」
。「観
念
法
門
」
。

「
往
生
礼
讃
掲
」
。
「般
舟
讃
」
な
ど
は
、
浄
土
往
生
の
特
殊
な
行
業
を
説
い
た
も
の

で
、
そ
の
主
な
内
容
は
讃
掲
で
あ
る
。
以
上
は
主
要
な
浄
土
教
家
の
主
要
な
著
作

に
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
要
集

・
集

・
文
類
な
ど
の
語

の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
要
文
の
類
豪

（集
）
を
も
っ
て
著
作
の
形
式
と
な
す
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
偶

・
讃

・
讃
偶
な
ど
い
う
相
違
は
あ
っ
て
も
詩
的
形
式
を
も
っ

て
著
作
形
式
と
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
〓
形
式
が
彼
等
の
大
き
な
潮
流
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
知
れ
る
で
あ
ろ
う
パ
他
に
、
経
典
の
註

・
釈

・
疏
の
類
も
あ
る

が
、
こ
れ
は
仏
教
徒
に
一
般
の
こ
と
で
あ
る
）
こ
の
理
由
は
種
々
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
根
本
的
に
は
、
浄
土
教
の
教
説
を
説
く
聖
典
群
は
専
ら
文
学
的
神
話
的
な
雑

多
な
表
現
形
態
を
採
っ
て
お
り
、
理
説
と
し
て
は
建
設
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

（浄
土
教
は
本
来
そ
こ
に
目
的
を
お
か
な
い
）
、
後
代
の
浄
土
教
家
は
、
他
宗
派
に

対
し
て
自
己
主
張
す
る
に
際
し
て
、
理
説
的
に
統

一
把
握
し
て
こ
れ
を
提
示
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
要
請
さ
れ
た
場
合
に
は
、

浄
土
教
文
献
の
種
々
の
表
現

（文
章

・
語
句
）
を

一
定
の
方
針

（綱
格
）
の
下
に

採
集
類
衆
し
配
列
し
て
整
理
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
要

集
・集
・文
類
な
る
著
作
形
式
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
浄
土
教
は
、
そ
の
本

性
上
、
信
仰
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、人
の
情
緒
に
訴
え
る
要
素
が
強
い
。

そ
こ
に
、
心
情
の
吐
露
を
詩
的
作
品
に
結
実
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
見
易
い
道

理
で
あ
る
。
浄
土
教
徒
親
鸞
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
彼
に
お
け
る
文
類
や
詩

篇
の
製
作
は
格
別
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

一
応
の
こ
と
で

あ
る
。
親
鸞
の
文
類
や
詩
篇
が
少
く
と
も
彼
以
前
の
他
の
浄
土
教
家
の
そ
れ
ら
と

大
い
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
、
事
実
な
の
で
あ
る
。
上
に
掲
げ
た
諸
家

の
著
作
に
は
、
原
典
に
対
す
る
仏
教
学
的
手
続
き
に
よ
り
妥
当
性
穏
当
性
を
留
保

０

し
て
い
る
。
よ
り
伝
統
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
な
。
親
鸞
は
、
そ
の
点
、
徹
底

的
に
原
典

・
伝
統
を
破
壊
し
去
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
批
判
的
研
究
者
は

親
鸞
の
著
作
は
狂
気
の
沙
汰
で
あ
り
、
そ
の
手
法
は
余
り
に
も
恣
意
で
気
儘
勝
手

つ

で
あ
る
、
と
批
評
し
て
い
る
が
、
学
的
立
場
か
ら
み
れ
ば
当
然
の
批
評
と
い
え
よ

う
。以

上
、
親
鸞
の
主
要
な
著
作
の
形
式
が
、
文
類
篇
と
詩
篇
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ

ら
が

一
般
の
類
書
と
比
較
し
て
極
め
て
特
殊
的
で
独
自
性
に
富
む
も
の
な
る
こ
と

を
の
べ
て
、
そ
れ
ら
の
形
式
が
要
請
さ
れ
た
思
想
的
な
理
由
が
考
え
ら
る
べ
き
こ

と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
は
、
そ
の
う
ち
、
詩
篇
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の

で
あ
る
が
、と
り
あ
え
ず
、
ま
ず
、
漢
文
の
詩
篇
、
す
な
わ
ち
侶

。
掲
頌
の
問
題
を
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「入
出
二
門
偶
頌
」
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
い
。
本
稿
を

「親
鸞
の
詩
篇
」
と
題
す

る
所
以
で
あ
る
。

三

親
鸞
の
詩
篇
―

偶
頌
や
和
讃
―
―
は
、
最
近
、
国
文
学
史
の
分
野
に
お
い
て

つ

少
し
く
注
意
を
払
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
な
。
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な

い
が
、
お
そ
ら
く
、
日
本
思
想
史
上
の
代
表
的

一
人
物
の
手
に
な
っ
た
詩
的
作
品

で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、真
宗
の
専
門
学
者
は
、

こ
れ
ら
を
端
的
に
国
文
学
史
上
の
文
学
作
品
と
は
見
な
い
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
教

学

（浄
土
真
宗
）
を
説
く
聖
典
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
、
宗
教
詩

。
信
仰
歌
と
み
る
傾
向
が
強
い
。
掲
頌
に
せ
よ
和
讃
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
定
形
句

を
以
て
し
、
内
容
も
文
学
的
表
現
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
宗
教
的
詩

歌
と
み
る
の
は

一
応
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
定
形
句

に
よ
る

一
見
詩
的
な
著
述
を
な
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
彼
の
文
学
的
志
向

性
を
必
ら
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

彼
の
著
作

一
般
に
見
ら
れ
る
独
得
な
手
法
・態
度
を
考
え
る
と
、彼
の

一
種
独
得
な

教
説
を
弁
証
す
る
た
め
に
、
定
形
句
を
も
っ
て
す
る
詩
的
形
式
が
意
図
的
に
要
請

さ
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
宗
教
的
心
情
を
吐
露
す
る
に
際
し
て

い
わ
ゆ
る
文
芸
的
遊
戯
に
ふ
け
る
境
涯
の
持
主
と
は
、
い
か
に
し
て
も
考
え
難
い

か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
彼
の
偶
頌
が
詩
歌
だ
と
す
れ
ば
、
文
学
作
品
と
し
て
の
文

学
的
価
値
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
ど
こ
に
い
わ
ゆ
る
文
学
的
価

値
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

極
端
な
例
を
あ
げ
る
と
、

「入
出
〓
門
掲
頌
」
が
、

偶
頌
と
称
さ
れ
て
い
る
が
故
に
詩
歌
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
作
品
の
も
つ
晦
渋
難

解
な
文
体
や
お
よ
そ
非
詩
的
な
語
彙
の
羅
列
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
「
正
信
偶
」
は
よ
り
暢
達
で
詩
的
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う

が
、
そ
れ
は
、
論
理
的
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
暢
達
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
詩
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
、
宗
教
詩
歌

を
意
図
し
た
も
の
か
ど
う
か
実
は
問
題
で
あ
っ
て
、
偶
頌
と
い
う
呼
称
に
ま
ど
わ

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
、
真
宗
の
学
者
は
、
こ
れ
ら
詩
篇
の
教
学

的
重
要
性
を
説
き
、
と
り
わ
け

「教
行
信
証
」
の
理
解
に
常
に
参
照
さ
る
べ
き
こ

と
を
注
意
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で

「教
行
信
証
」
が
主
で
詩
篇
は
従

と
見
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
詩
篇
は

「教
行
信
証
」
を
荘
厳
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
も
こ
れ
ら
を
宗
教
詩
歌
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
「
正
信
偶
」
な
ど
は
、
「教
行
信
証
」
の

中
核

。
精
髄
と
も
い
わ
れ
、
真
宗
の
肝
要
、
真
宗
の
概
説
、
と
も
い
わ
れ
る
の
で

∞

あ
る
か
ら
、
単
な
る
荘
厳
と
は
い
え
ぬ
こ
と
と
な
る
。

実
を
い
う
と
、
私
は
、
文
類
篇
、
特
に

「教
行
信
証
」
の
研
究
に
従
事
し
て
い
　

一

る
う
ち
に
、
文
類
篇
に
も
ま
し
て
詩
篇
の
も
つ
重
大
性
に
気
付
い
て
き
た
次
第
で
　
１４

あ
っ
て
、　
一
歩
を
す
ゝ
め
て
い
う
と
、親
鸞
教
学
の
根
源
・源
泉
は
ほ
か
な
ら
ぬ
詩

　
．

篇
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
類
篇
は
詩
篇
に
対
す
る
荘
厳
の
役
割
を
果
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
古
来
の
見
方
に

は
充
分
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
軽
々
に
否
定
し
去
る
ほ
ど
の
直
接

う

的
証
拠
は
今
の
と
こ
ろ
存
し
な
い
。
以
下
、
問
題
提
起
の
意
味
で
少
し
く
考
察
し

た
い
。

ま
ず
、
侶

。
掲
頌
の
意
義
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
偶

。
掲
頌
と
は
、
イ
ン
ド

文
学
形
式
に
い
う
い
わ
ゆ
る
ガ
ー
タ
ー

∞
翠
目

で
、
　
一
句
の
音
節
の
数
や
長
短

０

の
組
合
わ
せ
を

一
定
に
し
た
定
形
句
を
も
っ
て
す
る
韻
文
の
謂
で
あ
る
。
漢
訳
仏

教
で
は
こ
れ
を
伽
陀

・
偶
陀
、
略
し
て
偶
、

な
ど
と
音
訳
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味
は
、
漢
上
の
詩
の
類
別
で
い
う
と
頌
に
当
る
と
し
て
、
梵
漢
併
挙
し
て

の

掲
頌
と
も
称
し
た
の
で
あ
る
。
　
ガ
ー
タ
ー
は
、
大
小
乗
を
と
わ
ず
、
仏
教
文
献



（経
論
釈
）
に
お
い
て
も
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
漢
訳
の
際
に
は
、
そ

れ
を
大
体
に
お
い
て
五
言
あ
る
い
は
七
言
を
と
る
定
形
句
の
形
式
を
も
っ
て
訳
出

し
、
散
文
作
品
や
散
文
部
分

（長
行
）
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
イ

ン
ド
文
学

一
般
に
お
い
て
も
、
仏
教
文
献
に
お
い
て
も
、
ガ
ー
タ
ー
は
も
と
も
と

韻
文

（あ
る
い
は
韻
文
部
分
）
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
常
に

頌

（讃
歌
）
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
頌

・
掲
頌
と
訳
し
た
の
は

イ
ン
ド
学
的
見
地
か
ら
は
い
さ
さ
か
正
確
さ
を
欠
く
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ

こ
か
ら
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
の
偶

・
偶
頌
を
端
的
に

讃
歌
と
解
す
る
傾
向
が
生
じ
た
の
も
そ
れ
に
関
係
が
あ
る
が
、
今
、
本
稿
で
論
及

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
関
し
て
い
う
と
、
偶

・
偶
頌
と
論

・
論
書
と
の
関
係
の
問

題
が
そ
れ
で
あ
る
。

仏
教
文
献
学
の
見
地
よ
り
い
う
と
、
釈
尊
が
教
示
し
た
と
い
わ
れ
る
教
説
は
、

い
わ
ゆ
る

「経
」
∽口

，
Ｐ
∽二
Ｓ

と
よ
ば
れ
る
文
献
群
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
実
践

規
律
は

「律
」
く
Ｆ
”
く
”
と
称
さ
れ
る
叢
書
中
に
蒐
め
ら
れ
た
こ
と
い
う
ま
で
も

な
い
。
ま
た
ｆ
後
に
、
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て

「経
」
の
教
説
に
対
す

る
整
理
分
類
の
書
・注
釈
書

・
綱
要
書

・
特
殊
な
理
論
的
解
釈
研
究
書
、
の
類
の
第

二
次
的
文
献
群
が
次
第
し
て
多
数
成
立
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
群
は
、

「経
」
「律
」
に
対
し
て

「論
」

（論
議
の
書
の
義
、
論
書
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
　
”
ぴ
‐

〓
２

，
”
■日
Ｐ

”
び
〓
Ｏ
Ｆ
口
日
”
）
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
も
記
す
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
（イ
ン
ド
成
立
の
仏
教
文
献
は
、
結
局
、
こ
の

「経
」
「
律
」
「論
」
の

い
わ
ゆ
る
三
蔵
で
尽
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
乗
の
三
蔵
に
対
し
て
、
ま
た
、

大
乗
の
三
蔵
が
存
在
し
て
も
、
三
蔵
と
い
う
分
類
に
は
変
わ
り
が
な
い
）
。
た
だ
し
、

こ
の
う
ち
の

「
論
」
”
σ
〓
２
】”
『
日
Ｐ
”
ぴ
〓
２
５
日
日
”
は
、
上
に
記
し
た
如
く
、

内
容
上
種
々
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、そ
れ
に
応
じ
て
書
物
の
標
題
も
様
々
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ

いお
■
”
と
称
す
る
が
、
注
釈
に
対
し
て
は
ヴ
ィ
パ

―
シ
ャ
　
く
いσ
ｒ
謬
く
”

（吐
婆
洪
）
、
ヴ
ァ
ー
シ
ャ
　
ぴ
Ｆ
謬
Ч
”
（婆
沙
）
、
ヴ
リ
ッ
テ

ィ

く
科
Ｌ
、
ヴ
ァ
ー
キ
ャ
ー

く
て
諄
【ｒ
く
鉤
な
ど
と
い
い
、
注
釈
に
対
す
る
注
釈
（複

う

注
）
に
は
テ
ィ
ー
カ
ー

●
Ｆ
“

と
名
づ
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、
大
乗
仏

教
に
お
け
る
特
殊
な
文
献
分
類
法
（
い
わ
ゆ
る
十
三
分
教
、
十
二
部
経
と
も
い
う
）

で
い
う
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
　
“
０
”
鮎
ｏ
い”

（優
婆
提
合
、
論
義
経
と
も
い
う
）
も
「経
」

⇒

の
解
釈
書
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
「論
」
に
入
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
夕
。
こ
れ
ら
の
区

別
は
必
ら
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
漢
訳
仏
典
で
は
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て

「論
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
阿
砒
達
磨

・
阿

吐
曇

・
砒
曇
な
ど
と
音
訳
し
て
区
別
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
例
せ
ば
、
脇
尊
者

”
”
『
いく
”
等
に
よ
る
編
集
と
伝
え
ら
れ
る

〈”
ぴ
〓
０

，
曽
日
”
‥日
”
ョ
‐二
ぴ
訂
ψ鉤
‐い“
・

∽一轟
〉

を
　
「阿
砒
達
磨
大
砒
婆
沙
論
」
（略
し
て

「大
吐
婆
沙
論
」
「婆
沙
論
」

な
ど
と
も
い
う
）
と
訳
す
如
く
で
あ
る
。
ま
た
、
法
勝

∪
Ｆ
”
喘
８
”
∽お
髯
巨
目
の
　

一

〈＞
げ
〓
０

，
”
『日
”
■
■
”
Ч
”
，Ｇ
∽■
”
〉
を

「阿
砒
曇
心
論
」
（「
心
論
」
と
も
い
う
）

１５

と
訳
し
、
世
親
　
く
”
〓
ぴ
”
”
Ｑ

，
“
　
の
　
〈＞
ぴ
〓
Ｏ
Ｆ
”
『
日
”
キ
ｏ
い”
あ
げ
■
”
（
ｏ
『
　
＾

，げ
，

ど
く
じ
〉
を
「阿
眈
達
磨
倶
舎
論
」
（
い
わ
ゆ
る

「倶
舎
論
し
と
訳
す
の
も
そ
の
例

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た

「論
書
」
は
、
す
べ
て
小
乗
論
書
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
成
立
し
て
い
た

「論
書
」
に
対
す
る
注
釈
書
（前
の
一
）

あ
る
い
は
綱
要
書

（後
の
二
）
で
あ
る
か
ら
、
「経
」
に
対
す
る
直
接
的
な
「論
書
」

の
例
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
種
類
の
も
の
も

「論
」
と
よ
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
の
例
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
一
般
に
、大
乗
仏
教
に
お
け
る
「論
」
は
、大
乗
仏
教
の
中
の
い
か
な
る
教

説
に
自
己
の
立
場
を
置
く
か
を
論
議
的
に
決
着
せ
し
め
る
書
で
あ
る
。
か
く
決
着

せ
し
め
ら
れ
た
教
は
宗
の
教
と
い
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、

「論
」

は

一
つ
の
宗
教
を

成
立
せ
し
め
る
根
本
論
議
の
書
で
あ
る
。
（因
み
に
、西
人
の
い
う

『ｏ
〓
Ｌ
ｏ
●
「再

０

結
」

を
宗
教
と
訳
す
の
は
問
題
が
多
い
。）
何
ら
か
の
大
乗
経
典
、
あ
る
い
は
こ



れ
に
対
す
る

「論
」
を
、
注
釈

・
整
理
し
、
研
究

・
解
釈
し
、
あ
る
い
は
概
要
を

綱
要
書
に
ま
と
め
、
あ
る
い
は
自
己
流
に
敷
行
し
て
入
門
書
を
作
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
大
乗
仏
教
に
お
け
る

「
宗
教
」
は
、
通
常
、
こ
の
根
本
理
論
書
の
成
立
を

通
し
て
生
成
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
極
め
て
重
い
も
の
と
み

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
或
る

「
宗
教
」
を
獲
得
す
る
に
は
根
本
の
論
書
を
必
要
と

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
そ
の
よ
う
な

「論
」
を
欠
く
か
、
ま
た
は
、
存
在

し
て
も
自
己
の
期
待
に
添
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の

「論
」
を
製
作
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
び
た
だ
し
い

「論
」
文
献
群
が
成
立
し
て
く
る

理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
大
乗
の

「宗
教
」
の
根
本
的
権
証
は
も
ち
ろ
ん

「経
」

で
あ
る
が
、
そ
の

「経
」
の
真
実
義
は

「
論
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
顕
発
揮
さ

れ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
「論
」
の
荷
う
意
義
は
決
定
的
で
あ
り
、
更
に
は
、
「経
」

よ
り
も

「論
」
の
方
を
重
視
し
尊
重
す
る
、
少
な
く
と
も
よ
り
注
意
す
る
、
と
い

う
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
仏
教
思
想
が
創
造
的
に
生
成
展
開
す
る
い

わ
ば
正
念
場
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「論
」
文
献
の
製
作
史
は
そ
の
ま
ゝ
仏
教
思
想

発
達
史
を
形
成
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
に
の
べ
た
種
々
の

「論
」
文
献
の
う
ち
で
、
特
に
綱
要
書

・
入

門
書

・
特
殊
な
解
釈
を
施
し
た
理
論
書
、
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
著
作
の
文
学
的

ヽ 形

ヽ 式
を
み
る
と
、
概
ね
前
述
の
ガ
ー
タ
ー
、
す
な
わ
ち
掲
頌
と
申
せ
ら
れ
る
韻
文

形
式
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先

の
小
乗

「論
」
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
「阿
砒
曇
心
論
」
は
「大
蹴
婆
沙
論
」

を
全
体
で
三
百
五
十
偶
頌
に
ま
と
め
た
綱
要
書
で
あ
る
。
（「大
叱
婆
沙
論
」
は
、

小
乗
説

一
切
有
部
の
最
も
重
要
な
論
書
で
あ
る
　
（＞
ぴ
〓
０
口
”
『日
”
‥富
鉤
●
”
Ｏ
Ｓ
∽‐

諄
”
【“
‐論
∽ヰ
”
〉
「
阿
眈
達
磨
発
智
論
」
の
注
釈
書
で
あ
る
。）
「倶
舎
論
」
も
同
じ
く

「
大
吐
婆
沙
論
」
に
対
す
る
特
殊
な
立
場
か
ら
の
綱
要
書
で
あ
る
が
、
玄
笑
訳
三
十

巻
本
で
み
る
と
、
七
言
で
三
頌

・
五
言
で
六
百
頌

ｏ
さ
ら
に
七
言
で
四
頌
、
合
し

て
六
百
七

（偶
）
頌
よ
り
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
玄
美
訳
の

「倶
舎
論
」
は
、

全
体
を
八
品

（八
章
）
に
分
け
て
、
各
偶
頌
に
対
す
る
注
解
の
散
文

（根
本

・
本

来
の
掲
頌
部
分
に
対
し
て
長
行
と
よ
ぶ
）
が
附
し
て
あ
っ
て
三
十
巻
と
い
う
厖
大

な
分
量
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
玄
失
は
、
ま
た
、根
本

。
本
来
の
掲
頌
部
分
（本

頌
と
よ
ぶ
）
の
み
を
別
に
訳
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
阿
眈
達
磨
倶
舎
論
本
頌
」

一
巻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
小
乗

「論
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
大

乗

「論
」
に
お
い
て
は
更
に
徹
底
し
て
い
る
。
般
若
系
経
典
に
説
く
空

・
無
所
得

の
教
説
を
論
理
的
に
思
弁
し
て
大
乗
中
観
派
の
祖
と
な
っ
た
竜
樹
　
Ｚ
“∞
帥二
“
口
”

の

「中
論
」
〈〓
帥
０

，
く
”
日
”
諄
”
・ぃぉ
〓
”
）
は
、
本
来
は
、
竜
樹
の
手
に
な
る
「中

本
頌
」

（〓
”
ヽ
口
ヽ
日
”
Ｆ
”
‐日
Ｌ
断
〉
、　
あ
る
い
は

「根
本
中
本
頌
」

（〓
口
Ｆ
ｉ

日
匈
鮎
ｒ
ヽ
日
”
澪
”
‥Ｆ
鉤
【寿
“
〉
と
よ
ば
れ
る
本

（偶
）
頌
が
そ
も
そ
も
の

「論
」
な

の
で
あ
る
が
、
通
例
は
後
代
の
注
釈
を
附
し
た
も
の
が

「中
論
」
の
名
で
行
な
わ

れ
て
い
る
。
漢
訳
で
い
う
と
、
鳩
摩
羅
什
訳

「中
論
」
四
巻
は
、
四
百
四
十
五
掲

頌

（五
言

一
句
、
四
句
を

一
掲
頌
と
す
る
）
を
本
頌
″
辞
寿
口
と
し
、
そ
れ
に
青

目
　
”
〓
”
巴
”
　
の
注
釈
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
竜
樹
の

「
十
二
門
論
」

〈∪
く
巴
泳
”
‐口
饉
澪
Ｆ
”
ム
げ
■
”
）
は
、
「中
本
頌
」
の
綱
要
書
で
あ
る
が
、
二
十
六

偶
頌

（五
言

一
旬
、
四
句

一
頌
）
の
本
頌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
文
よ
り
な
っ

て
お
り
、
全
体
を
十
二
門

（章
）
に
分
け
て
あ
る
の
で
こ
の
名
称
が
あ
る
。
竜
樹

に
や
ヽ
お
く
れ
て
唯
識
無
境

。
転
識
得
智
を
説
い
て
中
観
派
と
並
ぶ
勢
力
を
得
た

喩
伽
派

∽

鉤
∽
け【
”
〉

る
と
、
百
十
三
頌
よ
り
な
っ
て
い
る
。
弥
勒
の
後
に
出
て
、
喩
伽
派
の
大
成
者
と

目
さ
れ
る
世
親

（彼
は
前
半
生
は
小
乗
派
と
し
て
前
記
の

「倶
舎
論
」
を
著
わ
し

た
が
、
後
半
生
は
大
乗
派
に
転
じ
た
と
い
わ
れ
る
）

の

〈く
いお
い”
一諄
甲
二
甘
”
マ

Ｌ
８
翠
『”
Ｓ
あ
〓
０
〓

（み
お
ヰ
”
）
〉
「唯
識
二
十
（頌
）
論
」
、
〈↓
〓
増
∽寿
帥
‐く
３̈
”
マ

】

一〇
∞

”
０
蝕
『
”

　

の
毛
啄
五
馴

　

り
［
”
一
一
【
Ｏ
Ч
”

　

（
ワ
　

〈
り
〔ヽ
”
０

，
く
帥
●
一
”
‘
く

【
げ
ｒ
”
口
”

”
・

「中
辺
分
別
論
」
は
、
漢
訳

（玄
失
訳

「弁
中
辺
論
頌
」

一
巻
）
で
み
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〓
日
翠
【”
Ｓ
あ
〓
０
日
（ム
お
■
じ
〉

「唯
識
三
十

（頌
）
論
」
は
、
書
名
が
す
で
に

示
す
如
く
、
二
十
頌
あ
る
い
は
三
十
頌
よ
り
な
る
論
書
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も

な
い
。
（漢
訳
で
は
、
玄
笑
訳

「唯
識
三
十
論
頌
」

一
巻
。
玄
失
訳

「唯
識
二
十

論
」

一
巻
。
た
だ
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
玄
失
の
外
に
、
陳
真
諦
に
よ
る
異
訳

「大
乗
唯
識
論
」

一
巻
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
世
親
自
身
の
注
解
が
つ
い
て

い
る
。）

以
上
、
少
数
の
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、
「論
」文
献
の
著
作
形
式
が
概
ね

偶
頌
を
も
っ
て
通
例
と
し
て
い
る
こ
と
は
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
仏
教

文
献
学
上
の
い
わ
ば
常
識
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
本
稿
の
問
題
に
関
係
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
敢
え
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

要
す
る
に
、
こ
ゝ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、　
一
「宗
教
」
の
成
立
を
可
能
な
ら
し

め
る
ほ
ど
の
理
論
的
組
織
的

「論
」
書
は
、
大
体
に
お
い
て
偶
頌
を
も
っ
て
そ
の

著
作
形
式

（或
は
文
体
）
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「論
」
と
は

「
偶
頌
」
で
あ
る
、　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（「論
」
が
偶
頌
で
書
か
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
理
由
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
学
上
の
別
の
問
題
で
あ
る
か
ら
今
は
触
れ
ら
れ
な

い
が
、
必
要
な
こ
と
だ
け
を
い
う
と
、
綱
要
書

・
摘
要
書

・
入
門
書

・
教
科
書
な

ど
に
要
請
さ
れ
る
の
は
諷
誦
暗
記
の
た
め
の
文
学
的
工
夫
で
あ
る
。
精
髄
書

・
肝

要
書
を
称
す
る
も
の
が
、
そ
の
文
体
や
説
明
の
仕
方
を
お
ぼ
え
易
い
よ
う
に
回
調

の
よ
い
定
形
句
に
工
夫
を
こ
ら
す
の
は
今
で
も
見
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。）

こ

こ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
は
、
仏
教
文
献
学
上
の
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
古
来

仏
教
徒
の
常
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
徒
親
鸞
と
て
も
そ
の
常
識
の
外
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
「
宗
教
」
を
建
立
せ
ん
と
す
る
親
鸞
が
儡
頌
（広
く
い
え
ば
詩
篇
）

の
製
作
に
特
に
努
め
て
い
る
動
機
は
、
宗
教
詩
の
創
作
と
い
う
が
如
き
単
純
な
理

解

（宗
教
詩
と
い
う
観
念
は
近
代
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
）
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
も
の

つ

を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る‐
。

四

偶

・
偶
頌
に
つ
い
て
の
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、要
す
る
に
、そ
の
論
書
と
の

関
係
の
重
要
性
に
改
め
て
注
意
を
喚
起
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の

「
入

出
二
門
偶
頌
」
の
有
す
る
問
題
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
関
連
し
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。

「入
出
〓
門
偶
頌
」
は
親
鸞
の
真
蹟

（或
は
門
弟
信
証
が
真
蹟
に
も
と
づ
い
て

直
接
書
写
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
）
と

一
般
に
信
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
真
蹟
本
あ
る
い
は
法
雲
寺
本
と
称
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ

０る
。
（そ
の
冒
頭
部
分
の
写
真
を
掲
げ
て
お
く
）
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、
「建
長
八

歳
丙
辰
三
月
廿
三
日
書
写
之
」
（傍
点
は
筆
者
）
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
端
的
に
信

ず
れ
ば
、
親
鸞
八
十
四
歳
時
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
承
応
三
年

（
一

一
七
三
）
に
生
ま
れ
、
没
年
は
そ
の
九
十
歳
時
、
弘
長
二
年

（
一
二
六
二
）
で
あ

る
か
ら
、
最
晩
年
に
お
け
る
自
ら
に
よ
る
書
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
書
写 法雲寺本「入出二門偶噸」
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と
す
れ
ば
、
そ
の
撰
述
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る

聖
徳
寺
本
と
称
さ
れ
る
も
の
に
当
る
と
も
い
わ
れ
る
。
聖
徳
寺
本
の
奥
書
に
は
、

「
愚
禿
八
十
歳
二
月
四
日
書
之
」
（傍
点
は
筆
者
）
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（親
鸞

八
十
歳
は
建
長
四
年
で
、
い
わ
ゆ
る
法
雲
寺
本
書
写
の
四
年
前
に
当
る
）
た
だ
し
、

こ
の
聖
徳
寺
本
は
、内
容

・
外
形
と
も
に
親
鸞
の
手
に
な
る
も
の
と
は
認
め
難
く
、

お
そ
ら
く
後
代
余
人
の
か
な
り
杜
撰
な
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

奥
書
の

「書
之
」
は

「書
写
之
」
の
意
味
に
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
ら
、

結
局
、
八
十
歳
撰
述
の
事
実
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
聖
徳
寺
本
が
信
用
で
き
な
い

と
し
て
、　
一
方
、
法
雲
寺
本
の

「書
写
之
」
を

「撰
之
」
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、

本
作
品
は
、
親
鸞
八
十
四
歳

（建
長
八
年
）

の
撰
述
と
な
っ
て
く
る
か
も
知

れ

ぬ
。
要
す
る
に
、
本
作
品
は
、親
鸞
の
晩
年
に
お
い
て
自
ら

「書
写
」
し
た
、と
い

う
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
に
い
え
る
だ
け
で
あ
り

（書
写
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
問
題

ａ
ｖ

で
あ
る
）
、そ
の
確
か
な
成
立
年
時
は
お
よ
そ
不
詳
と
い
う
外
な
い
の
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
成
立
年
時
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
親
鸞
の
著
作

（書
簡
を
除

く
）
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
成
立
年
時
が
判
然
と
せ
ず
あ
い
ま
い
で
、
研
究
上
は
な

は
だ
困
惑
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
作
品
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
こ
れ
は
彼
の
著
作
の
一
大
特
色
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
に
、
こ

れ
は
彼
の
著
述
の
意
図

・
態
度

。
手
法
よ
り
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
み

る
よ
り
外
な
く
、
偶
然
不
詳
と
な

っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
難
い
。
親
鸞
著

作
の
成
立
年
時
は
単
な
る
書
誌
学
的
方
法
に
よ
っ
て
は
充
分
解
決
さ
る
べ
く
も
な

つ

い
の
で
あ
る
。
（主
著

「教
行
信
証
」
の
成
立
年
時
に
し
て
か
ら
が
、
結
局
、
彼
の

後
半
生
四
五
十
年
間
の
う
ち
の
い
つ
か
、
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
本
書
の
著
作
形
式
が
文
類
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
成
立
年
時
を
普

通
の
意
義
で
の
製
作
年
時
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
本
来
無
意
味
で
あ
る
こ
と
が

判
ろ
う
。）

さ
て
、
本
偶
は
、　
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
極
め
て
難
渋
煩
瑣
的
な
文
体

や
内
容
を
も
っ
て
い
て
、
偶
頌
と
称
し
つ
ゝ
も
到
底
詩
的
作
物
と
は
看
倣
し
難
い

も
の
で
、
親
鸞
著
作
中
、
最
も
不
人
気
の
も
の
の

一
つ
と
い
え
よ
う
。
従
来
、
こ

れ
に
対
す
る
本
格
的
な
研
究

・
注
釈
も
微
こ
た
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
論
題
の
つ

い
で
に
論
及
関
説
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。大
体
の
傾
向
で
は
、

本
作
品
は
、

「教
行
信
証
」
の
理
解
に
際
し
て

一
応
注
意
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
「教
行
信
証
」
に
お
い
て
完
成
完
結
し
た
充
全
な
綱
格
に
対
し
て
、

難
渋
で

一
種
異
様
な
綱
格
を
苦
心
し
て
弁
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
、
「教

行
信

へ一
ッ

証
」
に
対
し
て
或
る
種
の
教
学
組
織
上
の
源
泉
が
あ
る
、
と
い
う
領
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
源
泉
的
綱
格
は
、
実
際
に
は

「教
行
信
証
」
の
完
成
完
結
態
の
綱

格
に
充
分

一
致
し
な
い
か
ら
、
両
者
の
会
通
が
要
請
さ
れ
て
種
ｔ
論
ぜ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
偶
頌
に
お
い
て
は
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
念
仏

（行
）
・
信
心
（信
）
・

一

涅
槃

（証
）
が
他
力
廻
向
な
る
こ
と
が
弁
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
　
１８

は
、
教

・
行
・信
・証
の
綱
格
と
基
本
的
に
は

一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　

．

た
だ
し
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
本
偶
頌
の
成
立
が
最
晩
年
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が

充
分
あ
り
、
他
方
、　
一
般
に
、「教
行
信
証
」
の
成
立
は
も
っ
と
早
い
と
も
考
え
ら

③

れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
際
に
は
、
早
く
に
完
成
完
結
し
た

「教
行
信
証
」
の
綱
格

を
、
何
故
に
後
に
な
っ
て
か
く
も
難
渋
煩
瑣
な
手
法
を
も

っ
て
、
「教
行
信
証
」
の

綱
格
に
対
す
る
と
未
完
成
未
完
結
と
も
思
わ
れ
る
綱
格
に
改
め
て
行
か
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
、
解
き
難
い
謎
に
な
る
の
で
あ
る
。
（本
稿
で
は
、
本
偶
頌
と
「教

行
信
証
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
直
接
触
れ
得
な
い
。）

「入
出
二
門
偶
頌
」
を
真
蹟
本
と
い
わ
れ
る
法
雲
寺
本
に
よ
っ
て
み
る
と
、
ま

ず

「入
出
二
門
偶
頌
」
の
標
題
が
あ
り
、
そ
の
直
下
に

「
愚
禿
釈
親
鸞
作
」
と
の

撰
号
が
あ
る
。

（本
章
に
つ
い
て
は
前
頁
の
写
真
参
照
）
次
い
で
、

「
元
量
寿
経

論

一
巻

（元
魏
天
竺
三
蔵
菩
提
留
支
訳
ナ
リ
）
」
の

一
行
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
偶
頌



は
そ
の
次
の
行
よ
り
は
じ
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
七
言
の
二
句
を

一
行
と
し
、
四

句
二
行
を
も
っ
て
内
容
上
完
結
せ
し
め
た

一
頌

（
一
ガ
ー
タ
ー
）
と
な
す
か
の
如

く
で
あ
る
。
（も

っ
と
も
、
そ
れ
は
大
体
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
で
、
次
の
頌
ま
で

文
や
語
句
が
連
続
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
四
句
二
行
を
は
っ
き
り

一
頌

と
観
取
せ
し
め
る
よ
う
に
頌
と
頌
と
の
間
に
距
離
を
お
い
た
体
裁
上
の
配
慮
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。）
全
体
で
百
五
十
九
句
数
え
ら
れ
る
が
、
二
句

一
行

。
二
行

一
頌

（
つ
ま
り
四
句

一
頌
）
と
し
て
計
算
す
る
と
、
全
体
は
三
十
九
頌
と
三
旬
に
な
っ
て

不
安
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
旬
に
、
冒
頭
の

「
元
量
寿
経
論

一
巻
」
を
七

言
の
一
句
と
み
な
し
て
加
え
る
と
、　
一
頌
分
と
な
り
、
全
体
で
は

一
頌
増
加
し
て

四
十
頌

（百
六
十
句

・
八
十
行
）
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
余
り
に
も
形
式
的

で
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
逆
に
、
三
十
九
頌
と
三
句
の
中
よ
り
三
句
を
減
ず
れ

ば
、
き
っ
ち
り
三
十
九
頌
の
作
品
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
百
五
十
九
句
の
中
に

は
、
本
来
、
偶
頌
の
本
文
の
句
と
み
る
に
は
少
こ
不
自
然
で
適
当
で
な
い
句
が
三

句
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
十
七
句
目
の

「曇
鸞
和
筒
　
大
厳

寺
」
は
、
次
の
句
に

「婆
藪
盤
豆
菩
薩

論
、
本
師
曇
鸞
和
筒
註
　
　
、」
と
あ
る

の
に
重
複
す
る
か
ら
、
本
来
は
本
文
と
い
う
よ
り
も
、
冠
註
あ
る
い
は
本
文
に
対

す
る
傍
註
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
。
同
じ
よ
う
に
、
百
十
八
句
目
の

「道
綽
禅

師
　
玄
忠
寺
」
、
百
三
十
九
句
目
の

「善
導
禅
師
　
光
明
寺
」、
の
二
句
も
冠
註
あ

つ

る
い
は
傍
註
の
文
と
み
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
三
句
を
除
い
た
方
が
よ
り
自
然

の
形
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
、
三
十
九
頌
の
作
品
と
な
る
。

（聖
徳
寺
本
に
は
こ
の
三
句
を
除
い
て
あ
る
。
後
世
の
流
布
本
も
同
じ
。）

さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
点
が
あ
る
。
聖
徳
寺
本
及
び
後
世
の
流
布
本
に
は
、
冒

頭
の

「元
量
寿
経
論

一
巻

（元
魏
天
竺
三
蔵
菩
提
留
文
訳
す

）
」
と
、
そ
れ
に
続
く

八
句
四
行
、
す
な
わ
ち
、「婆

藪

盤

豆

菩

薩

造
　
婆

藪

盤

旧

訳

天

親

此

是

訛

　

新

訳

世

親

是

為
二正
一

優

生

掲

宗

師

是

名
二浄

土

論
一　
此

論

亦

日
二往

生

論
一　
入

出

二

門

従
二斯
一出
」

が
存
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
聖
徳
寺
本
―
―
こ
の

本
に
は
本
文
に
不
注
意
な
脱
落
が
あ
る
が
―
―
や
流
布
本
は
、
百
四
十
八
句
七
十

四
行
、従

っ
て
三
十
七
頌
と
な
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
法
雲
寺
本
の
本
来
の
形
に

あ

っ
て
は
、
「元
量
寿
経
論

一
巻
云
々
」
と
そ
れ
に
続
く

「婆

藪

盤

豆

菩

薩

造
」
は
あ
る
い
は
存
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
後
の

「婆

藪

盤

豆

是

梵

語
」
以
下
の
七
句
は
、
本
来
、
元
量
寿
経
論
や
婆
藪
盤
豆
菩
薩
に
対
す
る
冠
註
ま

た
は
傍
註
で
あ

っ
た
も
の
が
本
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

考
え
方
も
生
じ
る
。
ま
た
、
こ
の
冒
頭
の
部
分
全
体
を
同
様
に
見
る
考
え
方
も
出

Э

て
く
な
。
こ
れ
は
、
も

っ
と
も
な
こ
と
で
、
聖
徳
寺
本
や
流
布
本
が
よ
り
す

っ
き

り
し
た
形
で
あ
る
の
に
比
較
す
る
と
、
こ
の
部
分
は
い
か
に
も
冠
註

・
傍
註
的
な
、

い
わ
ば
、
い
わ
ず
も
が
な
の
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
　

一

否
め
な
い
。
し
か
し
、
あ
な
が
ち
に
そ
う
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
　

１９

も
し
、
法
雲
寺
本
が
真
蹟
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
本
人
が
冠
註

・
傍
註
で
あ
る
　

¨

べ
き
文
を
、
偶
頌
の
本
文
に
く
り
込
む
は
ず
は
な
か
ろ
う
し
、
ま
た
門
弟
信
証
が

真
蹟
本
に
よ
り
親
し
く
筆
写
し
た
も
の
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
作
者

に
よ
っ
て
、
本
来
、
本
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
み
る
外
は
な
い
。
冠
註

・
傍

註
的
で
不
自
然
な
文
と
い
う
な
ら
ば
、
本
偶
頌
の
随
所
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
箇
所
だ
け
が
特
に
不
自
然
と
は
い
え
ま
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
こ
の

部
分
は
本
作
品
に
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
に
次
第
し
て
の
べ
る

如
く
、
本
偶
頌
は
婆
藪
盤
豆

く
”
∽“
σ
”
口
０
コ
“

（漢
訳
は
天
親
あ
る
い
は
世
親
）

の

「無
量
寿
経
論
」
（く
わ
し
く
は

「無
量
寿
経
優
婆
提
合
願
生
掲
」
、略
し
て

「
願

生
偶
」
と
も
い
う
。
ま
た

「往
生
論
」
と
も
い
う
が
、親
鸞
は

「浄
土
論
」
と
呼
ん

で
い
る
）
を
彼

一
流
の
独
得
な
手
法
で
の
新
解
釈
、
い
わ
ば
換
骨
奪
胎
を
通
し
て

新
生
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
入
出
二
門
掲
頌
　
愚
禿
釈
親
鸞
作
」
と
、

婆バ豆′、

提イ是レ

舎
`梵願 語す



ま
ず
、
自
ら
の
著
作
の
標
題
と
撰
号
を
掲
げ
、
そ
れ
に
つ
い
で
、「無
量
寿
経
論

一

巻
云
々
婆
藪
盤
豆
菩
薩
造
」
（傍
点
は
筆
者
）
を
、
い
わ
ば
同
列
対
等
的
に
対
照
さ

せ
て
掲
げ
て
い
る
の
は
甚
だ
暗
示
的

で
あ
る
。
　
ま
た
、
　
梵
語
の
婆
藪
盤
豆

（

く
”
∽“
σ
”
“
０
口
“
）
の
漢
訳
に
つ
い
て
、
旧
訳

（唐
玄
失
よ
り
前
の
訳
）
で

天
親
と

す
る
の
は

「訛
」
で
、
新
訳

（玄
笑
の
訳
）
で
世
親
と
す
る
の
が

「
正
」
し
い
、

と
こ
と
さ
ら
偶
頌
本
文
中
で
注
意
す
る
の
は
、
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
の
よ
う
で

も
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
作
品
、
例
え
ば
「
正
信
偶
」
に
「天

親

菩

薩

造
レ論

説
ご
、「念
仏
偶
」
に
「
天

親

菩

薩

作
二論
一説
ご
、「高
僧
和
讃
」
に
「
天
親
菩
薩
は

ね
ん
ご
ろ
に
」
、
「天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も
」
、な
ど
と
出
て
い
る
の
に

一
見
矛
盾

す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
パ
事
実
、本
偶
頌
の
第
九
句
で
は

「世

親

菩

薩

依
ニ

大

乗
一」
と
い
っ
て
い
る
。）
こ
の
部
分
で
、
天
親
を
訛
、
世
親
を
正
と
な
す
、
と

こ
と
さ
ら
に
訂
正
す
る
意
図
は
確
か
に
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

次
の
第
五
句
以
下
の
三
旬
、
つ
ま
り

「優
婆
提
舎
願
生
偶
　
宗
師
是
名
浄
土
論

此
論
亦
日
往
生
論
」
に
対
比
し
て
み
る
と
判
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
は
お
そ
ら
く

対
句
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
、
す
な
わ
ち
、
「婆
藪
盤
豆
是
梵
語
」
と

「
優
婆
提
舎

願
生
掲
」
、
「
旧
訳
天
親
此
是
訛
」
と

「宗
師
是
名
浄
土
論
」
、「新
訳
世
親
是
為
正
」

と

「此
論
亦
日
往
生
論
」
、　
が
そ
れ
ぞ
れ
対
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
師
と

は
、
親
鸞
の
用
例
に
従
う
な
ら
ば
、
ま
ず
唐
善
導
を
指
す
尊
称
で
あ
る
。
ま
た
、

「優
婆
提
舎
願
生
偶
」
を

「浄
土
論
」
と
称
す
る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
善
導
で
あ

り
、
他
は
大
体
に
お
い
て

「
往
生
論
」
と
称
し
て
い
る
。
（師
の
法
然
が
そ
う
で
あ

る
）
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
は
、
通
常
は

「往
生
論
」
と
称
す
る
も
の
を
、
自
分
は

善
導
に
従

っ
て

「浄
土
論
」
と
称
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
通
称

「往
生
論
」
よ

り
も
、
特
殊
な
称

「浄
土
論
」
の
方
を
選
択
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
誇
示
し
て
い
る

と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
み
る
と
前
の
句
で
、
旧
訳

（天
親
）
は
訛
、
新
訳

（世
親
）
は
正
な
り
、
と
い
う
の
は
、
旧
訳

（天
親
）
を
全
く
否
定
し
て
退
け
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
新
訳

（世
親
）
を
通
常
と
認
め
つ
ゝ
も
、
菩
提
留
支

や

「願
生
偶
」
の
註
の
作
者
曇
鸞
の
訳
や
呼
称
―
―
た
と
え
そ
れ
が
後
の
大
学
者

玄
共
に
よ
っ
て
訛
だ
と
せ
ら
れ
て
い
て
も
―
―
自
分
は
こ
れ
に
従
う
、
と
い
う
、

い
わ
ば
反
語
的
な
表
現
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
九
句

「入

出

二

門

従
二斯
一出
」
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
世
親
の

「願
生
偶
」
を
自
己
流

の

「入
出
二
門
」
と
解
釈
す
る
の
は
、
学
問
的
に
は

「
正
」
し
く
な
く
て

「訛
」

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、　
一
般
に
は

「
往
生
論
」
と
称
す
る
も
の
を

「
宗
師
」
に

従

っ
て

「浄
土
論
」
と
呼
び
、
ま
た
、玄
奨
に
よ
っ
て

「
正
」
だ
と
せ
ら
れ
る

「世

親
」
を
菩
提
留
支
や
曇
鸞
に
従

っ
て

「天
親
」
と
呼
ぶ
、
そ
う
い
う
こ
と
と
同
じ

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
正
」伝
で
な
く

「訛
」
伝
に
、
正
統
で

な
く
異
端
に
、
学
問
的
で
な
く
独
断
的
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
自
己
流
に
領
解
す

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
み
な
く
て
は
、
他
の
著
作
の
中

　
一

で
、
「天
親
」
「浄
土
論
」
と
く
り
か
え
し
称
し
て
い
る
の
が
理
解
不
可
能
に
な
る
　
２０一

と
思
う
。

以
上
、
少
し
く
推
測
的
な
記
述
に
わ
た
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
冒
頭
の
八
句

は
、
百
歩
ゆ
ず
っ
て
も
と
も
と
冠
註
や
傍
註
の
句
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
偶
頌

の
製
作
の
由
来
や
主
旨
を
極
め
て
端
的
に
ま
た
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
も
の
、
と

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
こ
の
部
分
は
作
者
に
よ
る
造
偶

（＝
造
論
）

の
由
縁
を
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
部
分

を
除
い
て
、本
偶
頌
の
主
旨
や
意
図
を
充
分
直
接
的
に
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
八
句
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、本
偶
頌
が
天
親
の

「浄
土
論
」
に
よ
り
つ
つ
も
、そ

れ
に
対
抗
し
て
、
親
鸞
作
「入
出
二
門
偶
頌
」
な
る
新
た
な
る
「浄
土
論
」、
す
な
わ

ち

「入
出
二
門
論
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

い
わ
ば
我
が
親
鸞
に
よ
っ
て
新
た
な
る

「浄
土
論
」
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
重
要
不

可
欠
な
部
分
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（「入
出
二
門
掲
頌
」
は
偶
頌
な
る
が
故
に



「
入
出
二
門
論
」
た
り
得
る
こ
と
前
に
考
え
た
如
く
で
あ
る
。）

次
に
、
「入
出
二
門
偶
頌
」
が
、
事
実
、
い
か
に
し
て

「新
浄
土
論
」
な
る
か
を

内
容
に
即
し
て
少
し
く
考
察
し
た
い
。

五

冒
頭
の
八
旬
に
よ

っ
て
本
偶
頌
は
世
親
の

「
願
生
偶
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ

り
、
特
に
そ
の
入
出
二
門
説
に
よ
っ
て

「入
出
二
門
掲
頌
」
の
名
称
が
由
来
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
世
親
の

「願
生
偶
」
が
仏
教
学
的
に
い
か
な
る
意
義
を

有
す
る
論
書
で
あ
る
か
は
、
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
、
ひ
い
て
は
イ
ン
ド
宗
教
思
想

Э

史
の
上
よ
り
す
る
周
到
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
は
漢
訳

「願
生
偶
」
（親
鸞

の
見
た
テ
キ
ス
ト
は
結
局
こ
れ
の
み
で
あ
る
）
の
説
相
に
依
拠
し
て
、
特
に
後
の

曇
鸞

。
親
鸞
と
の
連
関
を
顧
慮
し
て
、
そ
の
概
略
を
示
し
て
お
き
た
い
。

世
親
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
二
大
学
派
の

一
つ
、
喩
伽
行
派

く
〇
”
お
帥
『”
　
の

理
論
的
大
成
者
で
あ

っ
た
が
、
他
方
、
浄
土
教
典
に
説
く
浄
土
往
生
の
教
説
を
、

自
ら
の
立
場
―

喩
伽
行
―

に
近
づ
け
て
暉
ｕ
”
説
く
ヽ
臼
引
（“
罵
・ヽ
劇
困
∨

“
ｕ
”
●
ｏ
い”

ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
・
優
婆
提
舎
）
べ
く

「
元
量
寿
経
優
婆
提
合
願
生
偶
」

（梵
本
は
未
発
見
、漢
訳
は
後
魏
菩
提
留
支
訳
　
一
巻
）
を
製
し
た
。
世
親
が
ウ
パ

デ
ー
シ
ャ
せ
ん
と
し
た

「尭
量
寿
経
」
が
、現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
多
く
の
浄

土
教
系
経
典
の
中
の
ど
れ
に
相
当
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
浄
土
教
の

仏
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
が
、阿
弥
陀
仏
は
、も
と
も
と
、」Ｐ
ほ
臓
一く
“
∽
無
限
の
生
命

・無
量
寿
、ま
た
は
、卜
旧
ぼ
りσ
ｒ
”

無
限
の
光
明
・無
量
光
、と
称
せ
ら
れ
る
仏
で
あ

る
。
ふ
た
つ
の
呼
称
と
も
”
日
いＳ

（無
限

・
無
量
）
な
る
形
容
詞
を
有
す
る
か
ら
、

漢
訳
で
は
阿
弥
陀

（仏
）
と
音
写
し
て
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
多
く
無
量

寿
仏
と
称
す
る
の
に
は
中
国
人
の
嗜
好
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が

（ち
な
み

に
、親
鸞
は
こ
れ
を
無
量
光
仏
と
称
す
る
方
を
選
択
し
て
い
る
）
、無
量
寿
経
と
は
、

広
く
い
え
ば
何
ら
か
の
意
味
で
阿
弥
陀
仏
を
説
く
経
典
、
と
考
え
て
も
よ
い
わ
け

で
あ
る
か
ら
、世
親
が
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
す
る
と
こ
ろ
の
無
量
寿
経
と
は
、現
に
伝
え

ら
れ
る

「無
量
寿
経
」
（す
な
わ
ち
、
曹
魏
康
僧
鎧
訳

「無
量
寿
経
」
二
巻
、
お
よ

び
そ
の
異
訳
経
典
類
）
に
限
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
世
親
の
ウ
パ
デ
ー
シ

ャ
は
現
に
見
る

「
無
量
寿
経
」
と
は
内
容
的
に
充
分
相
応
し
な
い
。
従

っ
て
、
世

親
の
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
お
よ
び

そ
れ

へ
の
往
生
を
説
く
広
く
浄
土
経
典

一
般
と

一
応
は
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

書
の
梵
文
テ
キ
ス
ト
は
未
発
見
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
来
の
題
名
が
何
と
称
せ
ら

れ
て
い
た
か
は
確
か
に
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
お
よ
そ
、「
無
量
寿
経
優
婆
提

合
願
生
偶
」
と
は
、
喩
伽
行
派
の
論
師
世
親
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と
願
う

（願
生
す
る
）
意
向
の
、
偶
を
以
て
説
い
た
、
阿
弥

陀
仏
や
そ
の
浄
土
を
説
く
経
典

（無
量
寿
経
）
に
対
す
る
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

（優
婆

提
舎
）
、
の
意
と
解
し
て
さ
ほ
ど
問
題
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、先
に
説
い
た
如
く
、
ウ

パ
デ
ー
シ
ャ
は

「
論
書
」
で
あ
る
か
ら
、
中
国

。
本
朝
に
お
い
て
は

「無
量
寿
経

論
」
（あ
る
い
は

「往
生
論
」
。
「浄
土
論
し
と
称
せ
ら
れ
、
そ
の
文
学
形
式
は
偶
頌

（ガ
ー
タ
ー
）
で
あ
る
か
ら

「
願
生
偶
」
と
も
称
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書

の
偶
頌
の
末
尾
に

「我

作
レ
論
説
レ
偶
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「

い
ま
、
菩
提
留
文
の
漢
訳
「で
み
る
と
、
五
言
九
十
六
句
あ
り
、
四
句
を
も

っ
て

内
容
上
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
大
体
で
い
う
と
二
十
四
頌
か
ら
成
る

と
い
い
得
よ
う
。
た
だ
し
、
偶
頌
の
終

っ
た
後
に
、
世
親
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ

る
、
偶
頌
に
対
す
る
注
解
が
散
文
で
附
し
て
あ
る
。

（「往
生
論
」
「願
生
偶
」

と

は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
を
含
む
も
の
を
指
し
て
称
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
）
偶
頌

の
部
分
は
、
注
解
の
部
分
に
対
す
る
と
、　
一
書
中
の
根
本
で
あ
る
か
ら
本
偶

。
本

頌
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、注
解
部
分
は
散
文

つ
ま
り
長
文
で
あ
る
か
ら
長
行

と
呼
ぶ
。
ま
た
、
掲
頌
部
分
を
総
説
分
、
注
解
部
分
を
解
義
分
と
よ
ぶ
場
合
も
あ
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い
ま
、
解
義
分
に
よ
っ
て
み
る
と
、
礼
拝

・
讃
嘆

・
作
願
に
つ
い
て
は
身
・口
。
　

さ
れ
る
に
至

っ

る

．後
世
の
注
釈
や
特
殊
な
解
釈
を

一
応
は
な
れ
て
、
ま
た
、
最
近
の
イ
ン
ド
学
者

Ｏ

の
研
究
を
も
参
酌
し
て
、
解
義
分

（長
行

。
注
釈
部
分
）
の
示
す
と
こ
ろ
に
従

っ

て
そ
の
骨
子
を
略
述
す
れ
ば
、
本
書
の
内
容
は
お
よ
そ
次
の
如
く
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
作
者

（世
親
）
の
領
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

へ
往
生

せ
ん
と
願
う
行
者

（願
生
者
）
の
行
業

（実
践
道
）
は
五
階
程
に
組
織
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
五
種
門
の
次
第
す
る
想
念
の
行
、
い
わ
ゆ
る
五
念
門
行
こ
れ
で
あ
る
。

五
念
門
行
の
名
目
と
、
解
義
分
の
説
明
の
文
を
掲
げ
て
お
く
。

意
の
い
わ
ゆ
る
三
業
に
よ
る
行
で
あ
る
。
（上
に
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
は
、
作
願
行
は

意
業
と
い
っ
て
い
な
い
が
、
解
義
分
の
後
方
で
は
、
五
念
門
行
に
つ
い
て

「
如
ニ

向

所
レ説

身
業

・
口
業

・
意
業

・
智
業

・
方
便
智
業
」
と
あ
る
）

ま
た
、
第
二

作
願
門
行
は

「修
二行

奢

摩

他
こ
と
あ
る
か
ら
、
奢
摩
他

Ｆ
ヨ
”
諄
”

（止
と

訳
す
。
心
を
対
象
に
止
め
集
中
す
る
こ
と
）
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
観
察

門
行
は

「修
二行

眈

婆

舎

那
こ
と
あ
る
か
ら
、
眈
婆
舎
那

く
ぼ
”
ぞ
”
●
帥

（観

と
訳
す
。
先
の
シ
ャ
マ
タ
の
心
境
に
お
い
て
、
委
曲
を
つ
く
し
て
対
象
を
分
析
識

別
す
る
こ
と
）
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
（第
二

。
第
四
は
併
せ
て
い
わ
ゆ
る
止
観

行
の
こ
と
で
あ
る
）
さ
て
、
第
四
観
察
門
行

（ビ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー
）
は
、
前
の

身

・
口
・
意
の
三
業
に
対
し
て
智
業
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
或
る
対
象
の
観

察
を
通
し
て
仏
智
が
体
認
さ
れ
、
心
が
進
趣
開
発
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
分
析
識
別
さ
る
べ
き
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
阿
弥
陀
仏
の

国
土

（浄
土
）
の
荘
厳
功
徳

（
こ
れ
に
十
七
種
あ
り
）
、

阿
弥
陀
仏
の
荘
厳
功
徳

（
八
種
あ
り
）
、
阿
弥
陀
仏
国
土

（浄
土
）
の
聖
衆

（菩
薩
衆
）
の
荘
厳
功
徳

（四

種
あ
り
）
、合
し
て
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
―

三
厳
二
十
九
種
と
い
う
―

で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
二
十
四
偶

（五
言

。
九
六
句
）
を
も

っ
て
説
い
た
も
の
が
本
書
の

本
掲
部
分
、
す
な
わ
ち
総
説
分
に
外
な
ら
な
い
。
（
つ
ま
り
、偶
は
、
五
念
門
行
の

第
四
観
察
門
行
の
吐
婆
合
那
の
対
象
を
説
い
た
も
の
と
な
る
）
第
五
廻
向
門
行
は

方
便
智
業
と
も
称
さ
れ
て
お
り
、
第
四
観
察
門
行
眈
婆
舎
那
の
実
修
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
た
智
は
単
な
る
自
己
の
智
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く

一
切
苦
悩
の
衆
生
救
済

の
方
便
智
と
な
っ
て
衆
生
に
廻
向
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
利
他
行
の
実

践
に
転
ず
る
も
の
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ

の
五
念
門
行
の
実
践
組
織
は
喩
伽
行
派
の

「経
」
「論
」
、
す
な
わ
ち
、
「十
地
経
」

第

一
礼
拝
門
行

第
二
讃
嘆
門
行

第
二
作
願
門
行

第
四
観
察
門
行

第
五
廻
向
門
行

身

業

礼
二拝

阿

弥

陀

如

来

応

正

遍

知
一．

為
下
生
二
彼

国
一意
上故
。

口

業

讃
二嘆
赤

二
彼

如

来

名
一
如
二彼

如

来

′
　
　
タ　
　
ノ　　
　　
　
′
　
　
　
スル″　
　
　
　
　
ニ　　　　　ンチ

光

明

智

相
一如
二彼

名

義
一。
欲
二如

実

修

行

相

応
一
故
。

一　
　
一一　
　
　
　
ス
ルナリ
　
　
　
　
　
ニ　
　
　
　
ニ　
　
　
　
　
′，
　
　
　
　
　
　
　
セ
ツト

心

常

作
二
願

一
心

専

念

畢

党

往
二
生

安

楽

国

土
一。
欲
下
如

実

修
中
行

奢

摩

他
■
故
。

フ
モテ
　　
　
　
ン
　
　
　
　
一一　
ズ
ルナソ
　フ
　
　
　
スルガ
　
　
　
ニ　
　
　
　
セツト

智

慧

観

察

正

念

観
レ
彼
。
欲
二如

実

修
二行

吐

婆

舎

那
一
故
。

（彼

観

察

有
二
三

種
一。

…

上

兵
者

観
二察

彼

仏

国

土

荘

厳

功

徳
一、

二

者

観
二察

阿

弥

陀

仏

荘

厳

功

徳
ヽ
三

者

観
二察

彼

諸

菩

薩

荘

厳

功

徳
一。）

不
レ
捨
二

切

苦

悩

衆

生
一心

常

作

願
。

廻

向

為
レ首

得
レ成
二
就

大

悲

心
一故
．
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さ
て
、
本
論
書
は
、
「願
生
偶
」
と
称
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
申
核
部
分
は
偶

頌
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
眈
婆
舎
那
の
対
象
と
し
て
の

「浄

土
妙

境
界
相
」
と
い
わ
れ
る
三
厳
二
十
九
種
で
あ
る
。
そ
の
一
々
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
は
省
略
す
る
が
、
要
す
る
に
、
阿
弥
陀
仏
や
そ
の
国
土
お
よ
び
そ
こ
に
お

け
る
聖
衆
の
、
妙
境
界
の
相

（荘
厳
功
徳
）
を
二
十
九
種
掲
げ
て
、
こ
れ
を
掲
頌

ヘワ

を
も

っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
務
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
荘
厳
功
徳
は
、
真
如

（仏

教
で
い
う
究
党
の
真
理
そ
の
も
の
）
の
も
つ
本
来
性
よ
り
衆
生
利
益
（救
済
）
の
た

め
に
方
便
的
に
展
開
建
設
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
を
観
察

（
ビ
バ
シ
ャ
ナ
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
者
は
真
如
界
に
誘
わ
れ
て
転
入
し
行
く

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
智
の
成
就
で
あ
る
が
、
そ
の
成
就
し
た
智
は
―
更
に
、

方
便
智

（救
済
の
方
便
を
具
え
た
智
）
と
し
て
展
開
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

世
親
の
こ
う
い
う
理
解
が
、
浄
土
教
系
経
典
の
本
来
説
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
少
し
く
問
題
で
あ
る
と
思
う
が
、
喩
伽
行
派
の
論
師
世
親
は
、
こ
の
よ
う

に
自
己
の
立
場
や
時
代
思
潮
に

「近
づ
け
て
説
い
た
」
（ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
し
た
）
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
五
念
門
行
の
う
ち
、
前
の
四
門
は
、
い
わ
ば
自
己
本
位
の
行
で
あ

る
か
ら
自
利
行
、
後
の

一
門

（廻
向
門
行
）
は
利
他
行
、
と
い
え
よ
う
。
従

っ
て
、

五
念
門
行
の
行
者
は
、自
利
利
他
行
円
満
し
て
浄
土
往
生
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。

（浄
土
往
生
と
は
、喩
伽
行
派
世
親
の
所
説
に
即
す
る
限
り
、
迷
妄
の
世
界
を
脱
し

て
、
真
如
界
よ
り
方
便
的
に
展
開
建
設
さ
れ
た
真
実
界
に
転
入
す
る
、
と
い
う
意

味
で
あ
っ
て
―

い
わ
ゆ
る
無
生
の
生
―
―
実
体
と
し
て
の
他
世
界
に
生
ず
る
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
少
く
と
も

「願
生
偶
」
に
お
け
る
世
親
の
説
相
は
そ
う

で
あ
る
。）
解
義
分
に
よ
る
と
、
こ
の
往
生
者
は
、
浄
土
の
主
た
る
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
の
廻
向
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
お
い
て
順
次
に
五
種
の
功
徳
を
成
就
す
る
、
と

さ
れ
て
い
る

（
い
わ
ゆ
る
五
種
門
）
。　
解
義
分
で
は
種
々
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
今
は
そ
の
名
目
だ
け
を
掲
げ
て
お
く
。

入
第

一
門

入
第
二
門

入
第
二
門

入
第
四
門

出
第
五
門

近
門
以
下
薗
林
遊
戯
地
門
ま
で
の
名
称
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
行
者
の
、
仏
に

対
す
る
空
間
的
な
進
入

・
退
出
の
相
を
い
っ
た
も
の
で
、
浄
土
に
往
生
し
た
行
者

は
、
ま
ず
、
浄
土
の
主
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
に
近
づ
い
て
行
き
（近
門
）
、
つ
い
で
、

仏
の
説
法
を
聴
聞
す
る
大
会
衆
の

一
員
に
加
わ
り
（大
会
衆
門
）
、
次
に
、
仏
の
邸
　

一

宅
に
入
り
（宅
門
）
、
さ
ら
に
、
進
ん
で
仏

ヽの
堂
屋
に
入
っ
て
仏
に
親
近
す
る

（屋
　

一２

門
）
。
こ
れ
ま
で
は
仏
に
向

っ
て
の
進
趣
進
入
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
仏
の
屋
宅
を

出
て
生
死
の
薗

・
煩
悩
の
林
の
中
に
軽
快
に
遊
戯
走
歩
す
る

（薗
林
遊
戯
地
門
）
、

と
い
う
退
出
の
境
涯
に
出
る
。
従

っ
て
、
前
四
門
は
入
の
功
徳
、
後

一
門
は
出
の

功
徳
、
と
い
わ
れ
る
。
（親
鸞
が
入
出
二
門
と
い
う
の
は
、
本
来
は
こ
れ
に
由
来
し

て
い
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。）
こ
れ
ら
の
名
称
は
警
喩
的
な
表
現
と
思
わ
れ
る

が
、
世
親
の
領
解
す
る
浄
土
と
は
、
真
如
が
、
そ
の
本
来
性
よ
り
、
衆
生
救
済
摂

取
を
意
図
し
て
展
開
建
設
し
た
、
真
実
を
具
え
た
方
便
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
世
界
に
お
い
て
も
ま
た
、
真
如
そ
の
も
の
へ
の
進
趣

（入
）
が
存
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
如
の
堂
奥
に
到
達
し
た
も
の
は
、
真
如
そ
れ
自

体
の
本
来
性
よ
り
、真
如
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、　
一
転
反
転
し
て
、生
死
煩
悩
の

世
界
に
衆
生
摂
取
の
方
便
力
を
具
え
て
立
ち
戻

っ
て
行
く
（出
）
の
で
あ
る
。
そ
の

方
便
の
力
用
は
、
真
如
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
い
わ
ば
、本
来
的
本
源
的
に
予
期
さ

薗力屋t宅を大1近f

林λ内 門 会え門

遊ゆ    衆:

戯げ    門

地ぢ

F]



ヽ

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

　ヽ
　
　
　
　
③

れ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た

（本
願
さ
れ
て
い
た
）
も
の
で
あ
る
か
ら
、出
の
第
五

門

（薗
林
遊
戯
地
門
）
は

「以
二本

願

力

廻

向
一故
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
（
こ

の

「本
願
力
廻
向
」
な
る
句
は
、
後
世
の
浄
土
教
家
、
特
に
親
鸞
に
対
し
て
重
大

な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。）

「願
生
偶
」
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、　
一
つ
注
意
す
べ
き
こ

と
が
あ
る
。
偶
の
部
分

（
い
わ
ゆ
る
総
説
分
）
は
、
先
に
の
べ
た
如
く
五
念
門
行

の
第
四
観
察
門
行
の
対
象
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
本
論
部
分
と
い

い
ブ

う
べ
き
偶
の
内
容
は
、
注
解
部
分

（
い
わ
ゆ
る
解
義
分
）
の
内
容
―
―
す
な
わ
ち

五
念
門

・
五
種
門
な
ど
―

に
充
分
周
延
し
な
い
。
つ
ま
り
、
注
解
部
分
は
、
本

論
た
る
掲
部
分
よ
り
も
意
に
お
い
て
更
に
広
い
範
囲
の
も
の
を
説
い
て
い
る
こ
と

に
な
る
っ
従

っ
て
、
本
書
の
全
体
構
成
は
、
構
造
的
に
い
わ
ば
不
安
定
の
感
を
与

え
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
後
世
、本
書
の
内
容
理
解
に
当

っ
て
、ど
う
し
て
も

注
解
部
分
に
中
心
を
置
い
て
全
体
を
統

一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
生
じ

た
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
せ
ば
、
本
書
に
対
す
る
最
初
の
、
し
か
も
、

最
も
権
威
あ
る
注
釈
書
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
北
魏
曇
鸞
の

「往
生
論
註
」
は
そ

う
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
（本

「註
」
は
親
鸞
に
全
面
的
に
依
用
さ
れ
、
し
か

も
更
に
転
換
さ
れ
て
い
る
）
も

っ
と
も
、
彼
は
そ
の
見
方
を
更
に
徹
底
さ
せ
る
べ

く
、偶
冒
頭
の
八
句
を
礼
拝
・讃
嘆
・作
願
の
三
門
行
を
説
く
も
の
、中
間
の
八
十
四

句
は
観
察
門
行
を
説
く
も
の
、
末
尾
の
四
句
は
廻
向
門
行
を
説
く
も
の
、
と
し
て

全
九
十
六
句
を
五
念
行
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
配
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る

（
い

わ
ゆ
る
曇
鸞
の
五
念
配
釈
）
。
曇
鸞
の
解
釈
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問

題
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
本
書
の
不
安
定
な
構
造
を
安
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
、
ど

う
し
て
も
五
念
門
中
心
、
つ
ま
り
は
注
解
部
分
中
心
の
領
解
と
な
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
を
体
系
的
組
織
的
に
領
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

要
す
る
に
、
五
念
門

（ひ
い
て
は
五
種
門
）
中
心
の
説
相
に
構
成
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
が
自
ら
の

「
入
出
二
門
偶
頌
」
を

「
願
生
掲
」
に
依
る
、

と
い
う
時
、
や
は
り
五
念
門

（と
五
種
門
）
中
心
に

「願
生
偶
」
を
み
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
彼
は
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
本
来
、
願
生
者
の
修
す
べ
き
五
念
門
行

と
往
生
者
の
彼
上
に
お
け
る
進
趣
の
相
で
あ

っ
た
五
種
門
と
を
全
く
合
繰
し
て
同

一
視
し
、
そ
れ
ら
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
既
に
成
就
さ
れ
て
現
に
衆

生
に
廻
向
さ
れ
て
い
る
救
済
の
方
便
と
し
て
の
五
階
程
で
あ
る
か
の
如
く
換
骨
奪

胎
し
改
作
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「入
出
二
門
偶
頌
」
は
、
か
く
て

「入
出

二
門
論
」
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「新
願
生
偶
」
「新
往
生
論
」
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

一ハ

「入
出
二
門
偶
頌
」
の
外
形
は
、
先
に
の
べ
た
如
く
、
七
言
百
五
十
六
句

（か

り
に
四
句
を
も

っ
て
一
頌
と
み
る
と
三
十
九
頌
）
よ
り
成
る
か
ら
、
依
拠
し
た
と
　

一

さ
れ
る

「
願
生
掲
」
の
本
頌
部
分
に
比
し
て
、
句
数

（あ
る
い
は
頌
数
）
よ
り
す
　
２４

る
と
約

一
・
六
倍
、
字
数
よ
り
す
る
と
約
二

・
三
倍
の
、
か
な
り
の
長
篇
と
い
え
　

．

る
。
い
ま
、
内
容
の
上
よ
り
み
る
と
次
の
四
部
分
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

Ｉ
　
冒
頭
の
八
句

（
二
頌
）

造
偶

（造
論
）
の
由
来
を
の
べ
た
も
の
。

Ⅱ
　
次
の
二
十
八
句

（七
頌
）

「
願
生
偶
」
の
偶
頌
部
分
に
よ
っ
て
浄
土
荘
厳

功
徳
を
讃
嘆
し
た
も
の
。

Ⅲ
　
次
の
六
十
句

（十
五
頌
）

五
念
門
行

・
五
種
門
に
対
す
る
極
め
て
独
得

な
解
釈
を
の
べ
た
部
分
で
、
最
も
中
心
を
な
す
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ
　
最
後
の
六
十
句

（十
五
頌
）

Ⅲ

の
解
釈
の
成
立
し
得
る
仏
教
学
的
伝
統

が
、
中
国
浄
土
教
の
正
統
派
的
祖
師

（
こ
こ
で
は
曇
鸞

・
道
綽

・
善
導
の
三

師
）
に
お
い
て
、ま
さ
し
く
存
在
し
て
お
り
、
権
証
の
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ら

の
著
作
よ
り
断
章
取
義
し
て
採
り
来

っ
た
語
旬
を
合
繰
し
て
の
べ
た
も
の
。

（本
偶
の
後
半
に
、
浄
土
教
三
師
の
讃
が
附
し
て
あ
る
の
は
、
別
し
て
考
え



る
如
く
、

「
正
信
偶
」
「念
仏
偶
」

「高
僧
和
讃
」
の
形
態
や
成
立
に
関
係
し

て
く
る
重
大
な
問
題
を
は
ら
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
師
の
讃
が
、
後
者
で

は
七
師
―

七
高
僧
―

‐と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

上
記
の
う
ち
、
Ｉ
に
つ
い
て
は
、

「願
生
偶
」
に
依
る
と
い
い
つ
ヽ
も
、　
こ
れ

に
対
抗
的
な
自
負
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
に

の
べ
た
。
Ⅱ
は
、
全
体
よ
り
み
る
と
小
部
分
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
筆
致
は
、
本

来
、
五
言
の

「
願
生
掲
」
の
い
く
つ
か
の
句
を
七
言
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

た
め
に
、文
字
の
省
略
・増
広
や
、
他
句
と
の
合
繰
が
は
な
は
だ
し
く
、
さ
ら
に
、

「論
」
の
解
義
分
の
語
句
や
曇
鸞
の

「註
」
の
語
句
を
随
所
に
挿
入
し
て
い
る
た

め
に
、

「願
生
偶
」

に
比
す
る
と
大
い
に
不
暢
達
の
偶
と
化
し
て
い
る
こ
と
は
否

め
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
手
法
や
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
生
硬
不
自
然
な
不

暢
達
性
は
、
こ
の
部
分
の
み
に
限
ら
ず
全
体
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
特
に
Ⅲ
の
部
分
に
お
い
て

一
層
著
る
し
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
Ⅱ
の
部

分
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、「願
生
偶
」
五
言
九
十
六
句

（
二
十
四
頌
）
を
七
言

二
十
八
句

（七
頌
）

に
圧
縮
し
て
略
述
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
「願
生
偶
」
と
内

容
上
特
に
相
違
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
仏
土
の
荘
厳
功
徳
は
法
蔵
菩
薩
の

本
願
力
所
成
で
あ
る
と
説
い
た
部
分
は

「願
生
偶
」
の
説
相
と
相
違
す
る
。
こ
れ

は
曇
鸞
の

「論
註
」
の
説
く
と
こ
ろ
に
依
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ⅲ
と
関
連
し
て
く

る
注
意
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
願
生
偶
」
は
五
言
で
あ
る
の
に
、
本
偶
頌
で
は
特
に
七
言
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ⅲ
の
部
分
が
、「願
生
偶
」
の
解

義
分

（長
行
、
つ
ま
り
長
文
の
散
文
）
に
説
く
五
念
門

・
五
種
功
徳
門
の
独
得
な

解
釈
を
の
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
最
も
中
心
的
な
部
分
で
あ
る
ら
し
い

こ
と
を
考
え
る
と
、　
そ
の
七
言
の
理
由
が
推
測

さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
す
な

わ

ち
、　
こ
の
部
分
で
、
「
願
生
掲
」
解
義
分
に
お
い
て
長
文
散
文
で
説
か
れ
て
い
る

五
念
門

・
五
種
門
を
扱
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、　
そ
の
場
合
の
偶
頌

は
よ
り
語
数

（字
数
）
が
多
い
形
式
、
つ
ま
り
五
言
よ
り
も
七
言
の
方
が
都
合
が
よ
い
の
で
あ

る
。
解
義
分
で
五
念
門

・
五
種
門
を
説
く
長
文
散
文
を
み
る
と
、
五
言
よ
り
も
七

言
で
偶
頌
化
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
な
語
句
が
多
い
。
例
せ
ば
、

「
五
者
薗

林
遊
戯
地
門
」

「漸

次

成
二
就

五

種

功

徳
一」

な
ど
は
八
字

で
あ
る
が
、

「
依
二如

来

光

明

智

相
こ

「得
レ
入
二蓮

華

蔵

世

界
こ

「受
二用

種

種

法

味

楽
こ

「以
二本

願

力

廻

向
一故
」
な
ど
は
七
字
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、

本
掲
頌
の
中
で
そ
の
ま
ゝ
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
言
で
な
く
七
言
の
形
式

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
推
測
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、
Ⅲ
の
部
分
を
説
く
た
め
に
要
請
さ
れ
た
七
言
形
式
を
も

っ
て
全
体

の
形
式
と
な
し
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
Ⅲ
の
部
分
が
本
作
品
の
中
核
で
あ

る
こ
と
は
、
こ
の
面
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

さ
て
、
Ⅲ
の
内
容
で
あ
る
が
、
五
念
潤

・
五
種
功
徳
門
の
大
胆
な
換
骨
奪
胎
が
　
２５

行
な
わ
れ
て
い
る
。
「願
生
掲
」

の
文
に
即
し
つ
ゝ
そ
の
操
作
を
遂
行
す
る
た
め
　
一

に
は
、
ど
う
し
て
も
独
得
の
訓
点
の
助
け
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
法
雲
寺
本

に
よ
っ
て
そ
れ
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
（「全
集
」
漢
文
篇

一
〇
九
頁
以
下
）

ハ
　
　
　
　
　
ン
テ
　
　
　
　
′
　
　
′
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
′

マ
ヘ
リ

（第
十
頌
）

菩
薩

入
二出

五

種

門
一　
自

利

利

他

行

成

就

…

不

可

思

議

兆

載

劫

漸

次

成
二就

子

五

種

門
一

こ
こ
で
菩
薩
と
あ
る
の
は
他
の
用
例
よ
り
み
る
と
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
は
、
無
量
寿
経
典
に
よ
れ
ば
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
浄
土
の
建
立
と

そ
こ
に
衆
生
を
往
生
せ
し
め
る
方
法
の
完
成
と
を
発
願
し
て

（誓
願
）
、　
兆
載
劫

の
修
行
を
な
し
、
修
行
完
成
し
て
現
に
阿
弥
陀
仏
と
し
て
浄
土
に
あ
り
、
衆
生
を

往
生
せ
し
め
つ
ヽ
あ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
前
身

（因
位
）
の
菩
薩

（修
行
者
）
で
あ



る
。
五
種
門
は
五
念
門
と
同
じ
扱
い
で
、
後
に
出
て
く
る
よ
う
に
、
合
繰
さ
れ
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。

「
願
生
偶
」
で
は
五
念
門
行
は
浄
土
願
生
者
の
行
、　
五
種
功

徳
門
は
浄
土
往
生
者
の
浄
土
で
の
進
趣
、
で
あ

っ
た
が
、
今
は
、
法
蔵
菩
薩
の
誓

願
よ
り
発
せ
ら
れ
修
行
成
就
せ
ら
れ
た
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
成
就
功
徳
と
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
は
重
大
な
意
味
の
転
換
で
あ
る
。
「成

就
　
　
」
と
訓
ず
る
の

は
法
蔵
の
成
就
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
真
宗
の
宗
学
者
は
、
か
く
転

換
さ
れ
た
五
念
門
行
を
、
法
蔵
菩
薩
の
五
念
門
行
の
意
で

「約
本
五
念
門
行
」
と

称
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
願
生
偶
」
の
そ
れ
を
衆
生
の
五
念
門
行
の
意
で
「約

末
五
念
門
行
」
と
い
う
。

，
力
　

ア́
　
　
ル
ト
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ト
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
ト
　
　
ト
ナ
リ

（第
十

一
頌
）

何

等

名

為
二五

念

門
一　
　
礼

讃

作

願

観

察

廻

云

何

礼

拝

身

業

礼

　

阿

弥

陀

仏

正

偏

知

ンテ
　ノ
　
　
　
　
　
　
フ　オサ
ンメ
′
マウ
ガ
　
ゼ
ム　
　
　
　
　
　
　
ニ　
　
‐フ　　
ナツ

（第
十
二
頌
）

善
二巧

方
二
便

諸

衆

生
一
為
下　
　
生
二
安

楽

国
一意
上故

即

是

名
レ
入
二第

一
門
一

亦

是

名

為
レ
入
二
近

門
一

こ
の
二
頌
は
連
結
し
て
、
五
念
門
の
名
目
を
掲
げ
、
つ
い
で
第

一
礼
拝
門
を
説

き
、
こ
れ
が
近
門
で
あ
る
こ
と
を
合
繰
し
て
い
る
。
礼
拝
行
は
阿
弥
陀
仏
が
衆
生

に
往
生
の
意
を
生
ぜ
し
め
ん
た
め
の
善
巧
方
便
の
身
業
で
あ
る
、
と
す
る
。
衆
生

は
自
ら

（自
力
で
）
礼
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
の
誓
願
功
徳
に
よ
っ
て

（他
力

で
）
礼
拝
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

第
十
二

・
十
四
頌
は
讃
嘆
門
で
あ
る
が
少
し
く
判
り
難
い
も
の
で
あ
る
。

「
口

業

讃
」

と
あ
る
の
を
み
る
と
、
讃
嘆
行
と
は
法
蔵
菩
薩
の
日
業
に
よ
る
譜
嘆
、

つ
ま
り
称
名
念
仏
、
と
い
う
よ
う
で
も
あ
る
が
、
ま
た
、
衆
生
に
称
名
せ
し
め
る

の
は
仏
の
選
択
本
願
で
あ
る
、
と
も
い
っ
て
い
る
か
ら
、
衆
生
の
称
名
は
法
蔵
の

誓
願
中
の
誓
願
（選
尺
本
願
）
で
あ
り
、功
徳
成
就
の
他
力
の
行
で
あ
る
、と
い
う
こ

と
と
も
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、衆
生
自
力
の
行
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
十
五
よ
り
第
十
八
の
四
頌
は
、
連
続
し
て
作
願
門
と
観
察
門
と
を
説
く
。
作

願
門
行
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
し
て

一
心
に
専
念
し
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と

願
わ
し
め
よ
う
と
、
心
に
常
に
願
じ
た
ま
う
た
。
こ
の
仏
の
願
あ
る
い
は
衆
生
の

願
を
奢
摩
他
と
い
う
、
と
も
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
文
意
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

観
察
門
行
に
つ
い
て
も
、
転
意
合
繰
が
は
な
は
だ
し
く
文
意
を
解
す
る
の
が
困
難

で
あ
る
が
、
眈
婆
舎
那
と
は
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
観
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
は

衆
生
に
正
念
に
彼
土
を
観
ぜ
じ
め
ん
と
欲
す
、
と
も
あ
る
か
ら
、
願
生
者
に
如
実

に
砒
婆
舎
那
を
行
ぜ
し
め
ん
と
し
て
い
る
、
と
の
意
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ま
た

浄
土
に
お
い
て
種
々
の
法
味
楽
を
受
用
せ
し
め
る
こ
と
の
よ
う
で
も
あ
る
か
ら
、

浄
土
に
お
い
て
究
党

へ
と
進
趣
せ
し
め
る
功
徳
を
い
う
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
れ
は

五
念
門
行
と
五
種
功
徳
門
と
を
合
繰
し
た
う
え
に
、
そ
れ
は
仏
の
智
業
だ
と
す
る
　

・

こ
と
よ
り
当
然
生
じ
来
る
混
乱
で
あ

っ
て
、
文
意
が
判
明
し
な
い
の
が
む
し
ろ
当
　
２６

然
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
作
願
も
観
察
も
、
仏
の
心
業

・
智
業
と
い
う
こ
と
と
　
一

さ
れ
、
そ
こ
に
仏
に
よ
る
他
力
行
の
意
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ

る
。
最
後
の
三
句
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
四
門
行
は
、
法
蔵
菩
薩
の
す
で
に
修
行
成

就
し
た
功
徳
で
あ
り
、
入
の
功
徳
、
す
な
わ
ち
自
利
行
成
就
の
功
徳
で
あ
る
、
と

い
う
。
こ
こ
で
自
利
と
い
う
の
は
、
衆
生
の
自
利
と
い
う
よ
り
も
、
法
蔵
が
衆
生

の
た
め
に
成
就
し
た
、
仏
力
に
よ
っ
て
究
覚

へ
と
進
趣
せ
し
め
ら
れ
る
面
を
い
う

も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
五
廻
向
門
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
頌
よ
り
第
二
十
二
頌
に
わ
た
る
四
頌
を
配

し
て
い
る
か
ら
、
作
者
に
と
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
四
門

は
法
蔵
に
よ
る
入
の
功
徳
、
そ
の
後
の

一
門
、
す
な
わ
ち
廻
向
門
は
法
蔵
に
よ
る

出
の
功
徳
で
あ
る
、
と
い
う
。法
蔵
菩
薩
は
、
苦
悩
の

一
切
衆
生
を
捨
て
ず
、
廻
向

を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
し
、
そ
の
功
徳
を
施
し
た
ま
う
。
そ
の
功
徳
に
よ
っ



て
往
生
し
て
の
ち
速
疾
に
奢
摩
他

・
眈
婆
舎
那
を
行
じ
、
巧
方
便
力
を
成
就
し
て

か
ら
、
応
化
身
を
現
じ
神
通
力
を
も
っ
て
生
死
煩
悩
の
世
界
に
わ
け
入
り
群
生
を

教
化
利
益
す
る
こ
と
に
従
う
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
廻
向
せ
ら
れ
た
利

他
行
の
成
就
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
、と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、利
他

行
な
る
も
の
は
、
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
、
自
己
の
卑
小
な

計
ら
い
に
よ
る
行
で
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、
第
二
十
三

・
二

十
四
の
二
頌
は
、
こ
こ
ま
で
を
概
括
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
重
要
で
あ
る
か

ら
掲
げ
て
お
く
。

ま
た
、
訓
点
も
不
黒
奔
放
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
訓
点
が
施

し
て
な
か

っ
た
な
ら
、
こ
の
掲
頌
は
全
く
意
味
不
明
の
も

の
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
通
途
の
仏
教
学
的
見
地
か
ら
い
え
ば
到
底
許
し
得
な
い
聖
典
破
壊
で
あ
る
こ

と
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
本
作
品
が
こ
う
い
う
も
の
に
な

っ
た
の
は
、
作
者
が

「
願
生
掲
」
の
換
骨
奪
胎
を
あ
く
ま
で

「
願
生
掲
」
に
即
し
て
遂
行
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
に
主
な
理
由
が
あ
る
。
「願
生
偶
」
に
依
る
と
な
し
つ
ゝ
、
実
に
は
、「願

生
偶
」
は
素
材
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は

「入
出
二
門
偶
頌
」
と
称
す
る
「新

願
生
掲
」
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
重
大
で
あ
る
。
親

鸞
の

「入
出
〓
門
偶
頌
」
は
、

「新
願
生
掲
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
に
は

「
新
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
、
つ
ま
り

「
新
無
量
寿
経
論
」
な
る
論
書
な

の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
「入
出
二
門
論
」
な
る
論
書
な
の
で
あ
る
。
（親
鸞
が
世
親
の

「
願
生
偶
」
を
端
的
に
讃
詠
し
た
り
敷
行
し
た
り
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
形
態
の
掲
頌
に
な
る
は
ず
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。）
先
に
、
本
掲
頌
の

冒
頭
八
句
に
つ
い
て
推
測
し
、
親
鸞
作

「
入
出
三
門
偶
頌
」
が
、
婆
藪
盤
豆
菩
薩

造

「優
婆
提
舎
願
生
掲
」
と
、
い
わ
ば
対
等
に
、
む
し
ろ
優
越
的
に
標
題
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
婆
藪
盤
豆
は
新
訳
で
世
親
と
い
う
の
が

「
正
」
し
く
、
旧

訳
で
天
親
と
す
る
の
は

「訛
」
だ
と
し
つ
ゝ
も
、
そ
れ
は
反
語
ら
し
く
、
自
分
は

「
正
」
し
い
「
願
生
掲
」
（正
伝
の

「
願
生
侶
」）
に
依
ら
ず
、
「訛
」
の
「
願
生
掲
」
（自

分
流
に
訛
伝
せ
し
め
た

「願
生
掲
」
）
に
依
る
こ
と
の
寓
意
ら
し
い
こ
と
、
を
の
ベ

た
の
で
あ
っ
た
が
、
も
し
、
こ
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
上

記
の
解
釈
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
八
旬
の
第
八
句
に
み
え
る

「入

出

二
門

従
レ斯

出
」
の

「斯
」
と
は
、
こ
の
意
味
で
の

「願
生
偶
」
を
指
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。
（Ⅳ
の
部
分
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
の
べ
た
い
。）

（第
二
十
三
頌
）

（第
二
十
四
頌
）

無

尋

光

菩

薩

己

成
二就

妙

成
二自

利

地

時

慧

心
一

真

心
一

功

徳
一

仏

因

成
二智

楽

勝

利

他

無
尋
光
仏

（阿
弥
陀
仏
）
の
前
身
に
お
い
て
（因
位
時
）
、
法
蔵
菩
薩
が
誓
願
を

発
し
て
五
念
門
を
修
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
上
道

（悟
り
）
を
得
て
、
そ
の
無
上

道
に
よ
っ
て
衆
生
に
自
利

・
利
他
の
行
を
行
ぜ
し
め
る
功
徳
を
成
就
し
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
法
蔵
菩
薩
の
「入
出
二
門
」
と
名
づ
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の

「入
出
〓
門
偶
頌
」
の
入
出
は
ま
さ
し
く
こ
こ
よ
り
由
来
し
て
い
る
。
要

す
る
に
、
五
念
門
行
は
、
五
種
功
徳
門
行
と
同
視
さ
れ
合
繰
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
法
蔵
の
誓
願
に
お
い
て
す
で
に
行
ぜ
ら
れ
成
就
さ
れ
て
、
い
ま
や
衆
生
が
阿

弥
陀
仏
の
誓
願
力
他
力
に
よ
っ
て
救
済
摂
取
さ
れ
て
行
く
五
階
程
（五
プ
ロ
セ
ス
）

な
る
も
の
に
化
し
去

っ
た
の
で
あ
る
。

「入
出
二
門
掲
頌
」
は

一
見
し
て
何
人
も
知
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
極
め
て
不
暢

達
で
、
お
よ
そ
詩
的
な
偶
頌
と
し
て
誦
す
る
に
た
え
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

発
二斯

弘

誓
一建
二

此

願
一

成
二方

便

心

無

鄭

心
一

速

得
レ
成
二
就

無

上

道
一

即

是

名

為
二
入

出

門
一

七
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親
鸞
が
、
師
の
法
然
に
よ
っ
て
浄
土
宗
正
依
の
論
書
と
決
定
さ
れ
た
世
親
の

「
願
生
偶
」
を
、
い
わ
ば
訛
伝
せ
し
め
て
、
こ
れ
と
対
等
的
に
、
む
し
ろ
優
越
的
に

「
入
出
二
門
偽
頌
」
と
称
す
る
新
し
い
論
書
を
造
出
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
専
修
念
仏

一
行
に
よ
っ
て
浄
土
宗
を
建
立
し
た
法
然
は
、
そ
の
仏
教

学
的
根
拠
を
反
対
者
に
対
し
て
提
示
す
べ
く

「選
択
本
願
念
仏
集
」
を
著
わ
し
た

が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
浄
土
宗
正
依
の
経
論
を
三
経

一
論
と
決
定
し
、
そ
の
一
論

を
世
親
の

「願
生
偶
」
（「往
生
論
じ
と
な
し
た
の
で
あ

っ
た
。
浄
土
教
の
伝
統
に

お
い
て
論
書
と
い
え
ば
こ
れ
以
外
に
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
書
の
説
相
は
、
先
に
の
ぺ
た
如
く
、
五
念

門
行
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
心
は
シ
ャ
マ
タ

・
ビ
パ
シ
ャ
ナ
（止
観
）
に
あ
る
の
で
あ

り
、
法
然
の
専
修
念
仏

一
行
説
と
は
本
来
充
分
に
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
（法
然

の
主
な
論
拠
は
唐
善
導
の
、
観
無
量
寿
経
に
対
す
る
註
釈
書

「観
経
疏
」
に
あ
る

の
で
あ

っ
て
、
「
願
生
偶
」
に
は
本
来
関
係
な
き
が
如
く
で
あ
る
。）
法
然
は
そ
の

専
修
念
仏

一
行
説
を
貫
徹
し
た
よ
う
で
あ

っ
た
が
、
彼
の
後
、
門
弟
の
多
く
は
必

ら
ず
し
も
師
の
立
場
を
完
全
に
貫
徹
し
得
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
浄
土
宗
正
依
の
論

「
願
生
偶
」
の
存
在
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。事
実
、法
然

一
派
に
対
す
る
反
対
者
批
判
者
の
論
拠
の

一
つ
も

「願
生
偶
」
に

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
師
の
法
然
に
忠
実
な
ら
ん
と
し
、
ま
た
師
の
立
場
を

一
歩
す

す
め
た
と
こ
ろ
の
あ
る
親
鸞
に
お
い
て
、
新
ら
し
い

「
願
生
侶
」
が
要
請
さ
れ
る

の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
彼
の

「入
出
二
門
偶
頌
」
な
る
名
称

の

「新
往
生
論
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
伝
統
に
よ
り
つ
ゝ
伝
統
を
破

壊
す
る
と
い
う
苦
心
難
渋
の
上
に
成
立
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
本
作
品
の
形

態
が
如
実
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
、
「
入
出
二
門
偶
頌
」
を
親
鸞
に
お
け
る
論
書
と
す
る
と
、
彼

の
他
の
掲
頌
作
品
の
性
格
も
改
め
て
再
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ

ち
、
「教
行
信
証
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る

「
正
信
偶
」
や
、
「浄
土
文
類
衆
紗
」
に

見
え
る

「念
仏
偶
」
の
性
格
が
次
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
の

も
つ
形
態
や
内
容
は
、
「
二
門
偶
」
に
比
し
て
よ
り
暢
達
で
あ
る
と
は
い
え
、
本
質

的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「教
行
信
証
」

や

「浄

土
文
類
衆
紗
」
は
、
こ
れ
ら
の
偶
頌
を
そ
の
な
か
に
合
む
と
こ
ろ
か
ら
、
「文
類
」

そ
の
も
の
の
性
格
も
再
考
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「教
行
信
証
」
で
い

え
ば
、
そ
の

「
正
信
偶
」
は
、
掲
頌
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
総
説
分

（本
頌
）
で

あ
り
、
「文
類
」
部
分
は
、
そ
の
本
頌
に
対
す
る
解
義
分

（長
行
）
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
侶
が
本
で
、
文
類
は
末
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。
（
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
本
稿
で
の
べ
る
こ
と
で
は
な

い
か
ら
、
別
し
て
論
考
を
加
え
た
い
。）
親
鸞
の
詩
的
諸
作
品
、
特
に
偶
頌
の
諸
篇

は
、
端
的
に
、
詩
的
作
物
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
親
鸞
教
学
に
お
い
て
は
論
書
と
　

・

み
る
べ
き
充
分
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
、「
入
出
二
門
偶
頌
」
を
中
心
に
考
え
た
の
　
２８

で
あ
る
が
、
大
い
に
叱
正
を
望
む
次
第
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨



０
親
鸞
の
い
う

「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
彼
の
師
法
然
の

「
浄
土
宗
」
の
真
義
を
明
か

す
立
場

（宗
）
―
―
師
の
真
義
を
正
し
く
伝
え
た
か
ど
う
か
は
見
方
に
よ
っ
て
相

違
す
る
と
し
て
も
―
―
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ

っ
て
、
彼
を
祖
師
と
仰
い
で
後

代
成
立
す
る
教
団
と
し
て
の
浄
土
真
宗
と
は

一
応
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

０

「教
行
信
証
」
は
、
従
来
は
、
浄
土
真
宗
教
団
の
根
本
聖
典
と
し
て
、
い
わ
ば
門

外
不
出
の
信
仰
の
対
象
で
あ

っ
た
が
、
明
治
以
降
は
宗
教
哲
学
の
対
象
と
し
て
広

く
論
ぜ
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
田
辺
元

「
懺
海
道
と
し
て
の
哲
学
」
、武
内
義
範

「教

行
信
証
の
哲
学
」
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

０
浄
土
真
宗
の
教
団
内
学
者

（宗
学
者
）
は
、
こ
れ
ら
の
原
典
と
の
相
違
に
つ
い
て
、

原
典
の
真
意
を
親
鸞
が
開
顕
し
た
も
の
、
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
苦
心
し
て
証

明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
が
賛
成
で
き
な
い
。
原
典
の
本
来
的
意
味
と
い
か

に
相
違
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
親
鸞
の
真
実
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

口
京
都
　
興
教
書
院

「真
宗
聖
教
全
書
」
第
二
巻
宗
祖
部
　
こ
こ
で
は
、
昭
和
三
十

二
年
二
月
刊
行
の
も
の
に
よ
る
。
最
近
に
至
る
ま
で
、
最
も
標
準
的
な
も
の
と
し

て
依
用
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

「
全
書
」
と
称
す
る
。

同
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会

「
親
鸞
聖
人
全
集
」
全

一
八
冊
。
以
下

「
全
集
」
と
称
す

る

。

因

「西
方
指
南
抄
」
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
円
遵

「
親
鸞
聖
人
書
誌
」
二
〇

一
頁
以
下

参
照
。

田
室
町
期
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
の
親
鷺
著
作
集
す
べ
て
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で

あ
る
。

四
和
文
の
文
類
群
を

「教
行
信
証
」
。
「浄
土
文
類
衆
紗
」
と
比
較
対
照
し
て
み
る
と
、

「教
行
信
証
」
の
体
系
組
織
が
い
か
な
る
動
機
を
も

っ
て
成
熟
し
て
い
っ
た
か
が
、

推
測
的
に
で
は
あ
る
が
解
明
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
充
分
研
究
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

的
和
讃
の
発
生

。
発
展
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
多
屋
頼
俊

「
和
讃
史
概
説
」
に
く
わ

し
い
。

０
親
鸞
の
詩
篇
と
い
う
呼
称
は

一
般
に
は
用
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
漢
文
体
と
和

文
体
の
定
形
句
を
も

っ
て
す
る

一
群
の
著
作
の
総
称
と
し
て
便
宜
上
使
用
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
「
全
集
」
が
和
讃
篇

・
註
釈
篇
な
ど
と
分
け
て
い
る
の
に
な
ら
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
有
名
な

「詩
篇
」
な
ど
と
同
じ
意
味
で
用
い

る
の
で
は
な
い
。
旧
約
聖
書
の
そ
れ
は
極
め
て
文
学
的
で
あ
る
。

０
こ
こ
に

「雑
篇
」
と
称
す
る
の
は
、「
文
類
篇
」
。
「詩
篇
」
。
「
書
簡
篇
」
の
い
ず
れ

に
も
入
れ
得
な
い
種
々
雑
多
な
形
式
に
よ
る
も
の
、
と
い
う
意
味
で
仮
り
に
名
づ

け
た
の
で
あ

っ
て
、
内
容
上
の
価
値
を
云
々
す
る
の
で
は
な
い
。
例
せ
ば
、
「
愚

禿
紗
」

（漢
文
）
。
「唯
信
妙
文
意
」

（和
文
）
。
「
尊
号
真
像
銘
文
」
（和
文
）
な
ど

は
極
め
て
重
要
な
著
作
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

０
書
簡
集

（消
息
集
）
に
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
九
種
類
あ
る
。

最
も
多
く
蒐
集
収
録
し
て
い
る
も
の
は

「末
燈
抄
」
で
あ
る
。
各
消
息
集
の
内
容

の
異
同
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
８２

「
親
鸞
集
　
日
蓮
集
」
解
説

一
六

頁

（岩
波
書
店
）
に
詳
し
い
対
照
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

０
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ

っ
て
、
例
せ
ば
、
善
導
の
著
作
な
ど
に
は

一
部
原
テ
キ
ス
ト
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
。
法
然
に
も
そ
う
見
ら
れ
る
語
が
あ
る
。

詳
し
く
は
、
津
田
左
右
吉
博
士

「
念
仏
と
称
名
」
（「
シ
ナ
仏
教
の
研
究
」
所
収

岩
波
書
店
）
参
照
。

∞
徳
川
末
期
の
華
厳
宗
の
学
匠
僧
溶

（鳳
渾
）
は
親
鸞
の
著
作

（「教
行
信
証
」）
を

評
し
て

「
酒
香
の
く
り
言
の
如
し
」
と
嘆
じ
た
、
と
い
う
有
名
な
話
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
津
田
博
士
　
前
掲
論
文
参
照
。

Ｏ

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
”

（「
親
鸞
集

日
蓮
集
」
）
昭
和
三
九
年
、
岩
波
書
店
、

に
は
、　
親
鸞
の
詩
的
作
品
を
収
め
て
い
る
。
「
正
信
念
仏
侶
」
「
三
帖
和
讃
」、
他

に

「消
息
集
」
（四
種
お
よ
び
拾
遺
）
「
歎
異
紗
」
、そ
れ
に
親
鸞
の
内
室
恵
信
尼
の

「
消
息
」
も
附
し
て
あ
る
。
本
叢
書
の
監
修
者
は
国
文
学

。
国
語
学
の
専
門
学
者

で
あ
る
が
、
日
本
古
典
文
学
の
叢
書
に
仏
僧
の
著
作
を
収
録
し
た
理
由
は
必
ら
ず

し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
ま
た
、本
叢
書
の
８３

「
仮
名
法
語
集
」
は
、法
然
の

「
一
枚

起
請
文
」
な
ど
、
仏
僧
の
法
語
を
収
録
し
て
い
る
。
「
親
鸞
集
　
日
蓮
集
」
「仮
名

法
語
集
」
と
も
に
、
校
注

・
補
注

・
解
説
は
仏
教
学
の
専
門
学
者
で
あ

っ
て
、
こ

れ
ら
収
録
著
作
の
文
学
性
や
、
国
文
学
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
て
い

な
い
。
仏
僧
の
著
作

・
書
簡
類
を
収
録
し
た
の
は
、

（
こ
の
叢
書
の
特
色
で
あ
る

が
）
お
そ
ら
く
、
宗
教
文
学
の
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
。

∞
例
え
ば
、
前
掲

「
親
鸞
集

日
蓮
集
」
の
解
説

一
〇
頁
に
は
、
「
正
信
偶
は
ま
こ
と
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に
簡
古
な
偶
頌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
教
行
信
証
の
精
髄
で
あ
り
、
親
鸞
の
真
宗
要

義
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
る
。　
こ
れ
は
真
宗
学
者
が

一
般

に
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

Ｏ
親
鸞
の
主
要
か
つ
重
要
な
著
作
の
ほ
と
ん
ど
は
成
立
年
時
、
著
作
事
情
を
詳
ら
か

に
し
得
な
い
の
で
あ

っ
て
専
門
学
者
間
に
異
論
が
絶
え
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

諸
著
作
に
対
し
て
充
分
時
間
的
立
体
的
な
対
比
研
究
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
対
比

す
る
場
合
に
も
、
い
わ
ば
併
列
的
に
対
比
し
て
平
板
な
言
及
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
は
、
現
状
で
は
や
む
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
研
究
者
は
そ
れ

で
満
足
す
べ
き
で
は
な
い
。

”
中
村
元

「新

・
仏
教
辞
典
」
（誠
信
書
房
）

一
三
六
―
―

一
三
七
頁
に
詳
し
い
。

ω
偶

（偶
陀

・
伽
陀

・
偶
頌
）
は
、
ま
た

”
０
ヽ

偶
夜
を
も
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。

独
立
の
韻
文
は

ｍ
飼
事
図

孤
起
頌
と
称
さ
れ
、
先
行
す
る
散
文
部
分
の
内
容
を
そ

の
直
後
に
簡
略
な
韻
文
に
ま
と
め
て
重
説
す
る
も
の
は

い
ｏ
ヽ

重
頌
と
称
し
て

一

応
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
区
別
は
厳
密
で
は
な
い
。
ま
た
、
梵
文
の
詩

的
作
品
を
梵
讃
、
漢
文
の
を
漢
讃
、
そ
れ
に
対
し
て
和
文
の
を
和
讃
、
と
称
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
際
の
讃
と
は
讃
嘆
称
美
の
歌
の
義
で
あ
ろ
う
。

③
前
掲

「
新

・
仏
教
辞
典
」
五
五
三
頁
参
照
。

０
●
「
ａ
ｏ
ぃｏ
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
に
つ
い
て
は
後
に
論
及
す
る
が
、
そ
の
本
来
の
意
義
に

つ
い
て
は
、

山
口
益

「世
親
の
浄
土
論
」
（昭
和
四
十

一
年

法
蔵
館
）

一
五
頁

以
下
参
照
。

０
仏
教
の

「
宗
教
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の

「
レ
リ
ジ
オ

（お
〓
Ｌ
Ｏ
）」、
に
つ
い
て
は
、

川
田
熊
太
郎

「
仏
教
と
哲
学
」
（
サ
ー
ラ
叢
書
７
、　
平
楽
寺
書
店
　
昭
和
三
十
二

年
）
に
厳
密
な
考
察
が
見
ら
れ
る
。

０
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
成
立
の

「論
書
」
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ

っ
て
、

中
国

。
本
朝
に
お
い
て
は
概
ね
散
文
形
式
が
採
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
成
立
の
文
献
を
第

一
義
的

聖
典
と
仰
ぐ
立
場
か
ら
の
遠
慮
も
働
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

０

「
入
出
二
門
偶
頌
」

に
つ
い
て
特
に
そ
の
感
を
深
く
す
る
が
、
「教
行
信
証
」
中

の

「
正
信
偶
」
、

「
浄
土
文
類
衆
抄
」
中
の

「
念
仏
偶
」、
に
つ
い
て
も
、
従
来
の

観
方
だ
け
で
は
済
ま
ぬ
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
。
本
稿
で
は
論
じ
得
な
い
が
、
「偶
」

が
本
頌
で
、
「
文
類
」
は
長
行
部
分
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

０
本
稿
は
す
べ
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。
「
全
集
」
漢
文
篇

一
一
一

頁
以
下
に
収
載
。
宮
崎
円
遵
氏
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
門
弟
信
証
の
書
写
本
と
し
て

い
る
。
同
氏

「
親
鸞
聖
人
書
誌
」
八
八
頁
。

ω

宮
崎
円
遵

「
親
鸞
聖
人
書
誌
」
八
四
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
「
全
集
」
漢
文
篇
の

解
説

一
九
七
頁
以
下
参
照
。

Ｏ

親
鸞
の
著
作
の
奥
書
は

一
様
に

「書
之
」
「
書
写
之
」
と
な

っ
て
い
て
、「
撰

・
製

・
作
」
と
は
い
わ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
特
別
な
意
図
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
彼
は
い
つ
も
製
作
者
の
主
体
を
隠
し
て
あ
た
か
も
既
存
の
聖
教
を
書
写
し

て
い
る
よ
う
に
装
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
主
体
的
作
品
を
客
観
的
聖

教
に
化
せ
し
め
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

ω

「
全
集
」
漢
文
篇
の
解
説
を
全
般
的
に
参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
の
解
説
者
は
本
偶

頌
の
成
立
を

「教
行
信
証
」
に
先
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
偶
頌
が

「教
行

信
証
」
の
綱
格
の
源
泉
を
示
し
て
い
る
と
み
る
な
ら
、
そ
う
考
え
な
く
て
は
な
る

ま
い
。

ω

「
全
集
」
漢
文
篇
の
解
説
を
全
般
的
に
参
照
。

０

「教
行
信
証
」
成
立
年
時
の
問
題
は
難
間
中
の
難
問
で
あ

っ
て
明
治
以
来
、
学
者

間
の
異
論
が
絶
え
な
い
。
詳
し
く
は

「教
行
信
証
撰
述
の
研
究
」

（慶
華
文
化
研

究
会
編

昭
和
二
十
九
年

京
都
百
華
苑
刊
）

本
書
は
、　
一
流
の
真
宗
学
者

（宗

学
者
）
・
仏
教
学
者

・
歴
史
学
者

・
書
誌
学
者
な
ど
七
研
究
者
の
力

作
論
文
を
収

め
る
。
末
尾
に

「教
行
信
証
」
関
係
論
文

一
覧
を
附
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
文
の

数
は
厖
大
な
も
の
で
あ
る
。
高
名
な
ギ
リ
シ
ァ
哲
学
の
研
究
家
山
内
得
立
氏
は
本

書
に
序
文
を
寄
せ
、　
そ
の
中
で
、
「教
行
信
証
」
の
撰
述
問
題
を
、　
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス

「
形
而
上
学
」
の
成
立
問
題
と
対
比
し
、
後
者
に
つ
い
て
難
問
を
解
決
し
た

ヴ
ェ
ル
ネ
ル

・
イ
エ
ガ
ー

ョ
０
日
０
『
Ｆ
Ｏ”
０
■
の
偉
大
な
る
業
績
を
回
顧
し
て
い

る
。
他
に
、大
原
性
実

「教
行
信
証
概
説
」
（サ
ー
ラ
叢
書
１２
　
平
楽
寺
書
店
　
一

九
五
九
年
）
第

一
章
第
二
章
は
、
諸
学
説
の
整
理
と
紹
介
を
行
な
っ
た
う
え
、
最

近
注
視
さ
れ
た
有
力
な
学
説

（
い
わ
ゆ
る
信
巻
別
撰
説
）
を
批
判
し
て
い
て
、
当

面
の
問
題
を
知
る
に
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
崎
円
運

「
親
鸞
聖
人
書
誌
」
四
四

頁
以
下
に
詳
し
い
。

０
宮
崎
　
前
掲
書
　
九

一
頁
参
照
。

０
同
前
書
　
九

一
頁
参
照
。

０
山
口
益

「世
親
の
浄
土
論
」
（昭
和
四
十

一
年
　
法
蔵
館
）

は
、
そ
の
意
味
で
有

益
な
業
績
で
あ
る
。
特
に
大
乗
仏
教
の

「
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
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教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

０
津
田
博
士

「
無
量
寿
仏
と
い
う
称
呼
」
（前
掲

「
シ
ナ
仏
教
の
研
究
」
所
収
）
参
照
。

０
真
宗
学
僧
の
間
で
は
、
古
来
、

「浄
土
論
」
は
通
申
か

（広
く
浄
土
教
典

一
般
に

依
る
も
の
か
）
別
申
か

（と
く
に

「
無
量
寿
経
」
に
依
る
も
の
か
）
の
議
論
が
行

な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
本
論
書
の
内
容
を
イ
ン
ド
仏
教
学
的
に
考
え

る
と
、
浄
土
教
経
典
に
限
ら
ず
、
喩
伽
行
派
所
依
の

「解
深
密
経
」
や

「
入
愕
伽

経
」
な
ど
に
依
る
、
と
の
見
方
も
成
り
立
つ
。
或
は
、
ま
た
、
広
く
大
乗
経
典
に

依
る
、
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
山
口
益

「世
親
の
浄
土
論
」
八
二
頁

参
照
。

０

「
願
生
偶
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、　
主
に
、

「
全
書
」
三
経
七
祖
部
所
収
の
も
の
に
よ

る
。
ま
た
、

他
に
、

「
全
集
」
加
点
篇
２
所
収
の
親
鸞
加
点
本

「無
量
寿
経
優
婆

提
舎
註
」

の
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
更
に
、
山
口
益

「世
親
の
浄
土
論
」

巻
末
に
附
し
て
あ
る

「
願
生
偶
」
テ
キ
ス
ト
、
な
ど
に
も
よ
る
。

０
山
口
益
　
前
掲
書
。

ω
長
谷
岡

一
也

「世
親
浄
土
論
に
於
け
る
十
地
経
的
要
素
」

（印
度
学
仏
教
学
研
究

第
六
巻
第
二
号
）、
ま
た
山
口
益
　
前
掲
書
、
参
照
。

ω
三
厳
二
十
九
種
に
つ
い
て
も
、
最
近
の
研
究
者
は
、
そ
の
源
泉
は
喩
伽
行
派
の
所

説

（例
え
ば
「
摂
大
乗
論
」
な
ど
）
に
あ
る
、と
指
摘
し
て
い
る
。
工
藤
成
性

「世

親
教
学
の
体
系
的
研
究
」
参
照
。
ま
た
、
山
口
益
　
前
掲
書
。

③

「
本

願

」

０
日

”
富

冨

日

∧

０
３

，電

ヽ

「

到

「

い
ｏ

日”
く

Ｏ
ｏ
■
Ｆ

”
ｏ

も
●
”
ｏ
Ｐ

”
ｏ

２

Ｈ
８

け
ざ

■
，

ａ

ｒ

一
ｏ

Ｏ
ｏ
〓
お

ヽ

”
ｏ

　

「
本

願

力

廻

向

」

「

営

〓

日

日
，
，
く
ヽ
ぃ
摯

υ
Ｒ
【島
日

，
予
期
さ
れ
た
力
用
に
よ
る
ふ
り
向
け
、
の
意
。

０
た
だ
し
、
偶
の
九
六
句
中
、
冒
頭
の
八
句
は
造
偶

（造
論
）
の
由
来
を
示
し
た
、

い
わ
ゆ
る
帰
敬
偶
と
み
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
末
尾
の
四
句
は
い
わ
ゆ
る
廻
向
文
で

あ
る
か
ら
、
侶
の
中
の
本
論
部
分

（
い
わ
ゆ
る
正
宗
分
）
は
八
十
四
句
二
十

一
頌

と
な
ろ
う
。

-31-





六
朝
時
代
知
識
人
の
生
涯

―

葛
洪
を
中
心
と
し
て

安
　
　
藤
　
　
維

一

男

『
抱
朴
子
』
の
著
者
と
し
て
、
中
国
の
思
想
史
、
宗
教
史
、
医
学
史
の
上
に
、

大
き
な
位
置
を
占
め
る
葛
洪
ρ
生
涯
に
就
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て

論
じ
尽
さ
れ
た
趣
が
あ
る
の
で
、
更
に
そ
の
上
に
云
々
す
る
の
も
今
更
の
感
が
な

く
も
な
い
訳
で
あ
る
が
、
敢
て
更
め
て
考
え
よ
う
と
い
う
の
も
、
未
だ
取
上
げ
ら

れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
葛

洪
の
伝
記
の
一
々
に
関
し
て
、
故
ら
に
反
覆
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
、
と
思
わ
れ

２

る
し
、
ま
た
優
れ
た
紹
介
も
世
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
‐
、
今
は
新
な
角

度
か
ら
若
千
の
問
題
提
起
を
試
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
葛
洪
伝
の
資
料
と
し
て
は
、
纏
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
『
晋
書
』

巻
七
二
及
び

『
抱
朴
子
外
篇
』
巻
五
〇
自
叙
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
前
者
は

葛
洪
の
後
三
百
年
余
経
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
後
者
は

鰊
仕
葛

洪
の
自
伝
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
前
半
生
を
記
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
勿

論

『
晋
書
』
は
唐
初
に
残
存
し
て
い
た
各
種
の
史
料
を
編
輯
し
て
い
る
も
の
と
し

て
信
憑
性
は
高
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
の
悉
く
を
疑
い
去

る
こ
と
も
出
来
ま
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
葛
洪
の
最
期
を
記
し
て

「
世
以
為
戸

解
得
仙
云
」
と
云
い
、
世
に
月
解
仙
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
示

す

の
は
、

既
に
葛
洪
の
生
涯
に
就
き
、
か
な
り
の
伝
説
的
要
素
が
加
え
ら
れ
た
時
期
の
記
述

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
を
疑
間
の
手
掛
り
と
し
て
、
諸
書
に
散
見
す
る
葛
洪
関
係
の
記
載
を
瞥
見

す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
高
洪
の
一
生
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
多
少
煩
わ
し
く
な
る
が

『
晋
書
』
本
伝
を
引
い
て
お
く
。

葛
洪
、
字
稚
川
、
丹
陽
句
容
人
也
、
…
…
洪
少
好
學
、
家
貧
射
、
自
伐
薪
、

以
貿
紙
筆
、
夜
靴
篤
書
誦
習
、
以
儒
學
知
名
、
性
寡
欲
、
無
所
愛
翫
、
…

…
…
為
人
木
訥
、
不
好
榮
利
、
閉
門
却
掃
、
未
嘗
交
遊
、
於
餘
杭
山
、
見

何
幼
道
郭
文
奉
、
日
撃
而
己
、
各
無
所
言
、
時
或
尋
書
問
義
、
不
遠
数
千

里
、
崎
嘔
冒
渉
、
期
於
必
得
、
遂
究
覧
典
籍
、
尤
好
神
仙
導
養
之
法
、
従

祖
玄
、
呉
時
學
道
得
仙
、
琥
日
葛
仙
公
、
以
其
煉
丹
秘
術
、
授
弟
子
邸
隠
、

洪
就
隠
學
、
悉
得
其
法
焉
、
後
師
事
南
海
太
守
上
薫
飽
玄
、
玄
亦
内
學
逆

占
将
来
、
見
洪
深
重
之
、
…
…
太
安
中
、
石
氷
作
飢
、
呉
興
太
守
顧
蔵
為

義
軍
都
督
、
典
周
妃
等
起
兵
討
之
、
前
檄
洪
、
為
将
兵
都
尉
、
攻
氷
、
別

率
破
之
、
遷
伏
波
将
軍
、
水
平
、
洪
不
論
功
賞
、
径
至
洛
陽
、
欲
捜
求
異
　
　
一

書
、
以
廣
其
學
、
洪
見
天
下
己
訛
、
欲
避
地
南
土
、
乃
参
廣
州
刺
史
稽
含
　
　
３３

軍
事
、
乃
含
遇
害
、
遂
停
南
上
、
多
年
征
鎮
檄
命
、　
一
無
所
就
、
後
還
郷
　
　
一

里
、
直
辟
皆
不
赴
、
元
帝
為
丞
相
、
辟
為
嫁
、
以
平
賊
功
、
賜
欝
開
内
侯
、

成
和
初
、
司
徒
導
召
補
州
主
簿
、
韓
司
徒
像
、
遷
諮
議
参
軍
、
千
賓
深
相

親
友
、
薦
洪
才
堪
國
史
、
選
為
散
騎
常
侍
、
領
大
著
作
、
洪
固
辞
不
就
、

以
年
老
、
欲
煉
丹
以
祈
週
壽
、
間
交
阻
出
丹
、
求
為
句
漏
令
、
帝
以
洪
資

高
不
許
、
洪
日
、
非
欲
為
榮
、
以
有
丹
耳
、
帝
徒
之
、
洪
遂
将
子
姪
倶
行
、

至
廣
州
、
刺
史
郡
嶽
留
不
聴
去
、
洪
乃
止
羅
浮
山
煉
丹
、
嶽
表
補
東
富
太

守
、
又
辞
不
就
、
…
…
在
山
積
年
、
優
遊
閑
養
、
著
述
不
綴
、

Ｉ
″
な
り
の
部
分
が

『抱
朴
子
外
篇
』
自
叙
と
共
通
す
る
が
、
自
叙
は
葛
洪
四
十

歳
前
の
述
作
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、

「成
和
初
」

（元
年
は

西
紀
三
二
六
年
）
以
降
の
こ
と
は
他
の
資
料
に
依
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伝
の
真

偽
は
検
す
べ
く
も
な
い
が
、
こ
れ
に
続
け
て
、



後
忽
奥
嶽
疏
云
、
営
遠
行
尋
師
、
剋
期
便
嚢
、
嶽
見
疏
、
狼
狽
往
別
、
而

洪
坐
日
中
、
死
然
若
睡
而
卒
、
嶽
至
遂
不
及
見
、
時
年
八
十
一
、
視
其
顔

色
如
生
、
證
亦
柔
軟
、
奉
戸
入
棺
、
甚
軽
如
空
衣
、
世
以
為
戸
解
得
仙
云
、

と
い
う
、
臨
終
と
最
期
の
奇
瑞
と
が
掲
げ
て
あ
る
。
後
の
文
献
も
専
ら
此
個
所
を

強
調
す
る
が
、
即
ち
、
行
年
八
十
一
で
あ
る
こ
と
、
顔
色
は
生
け
る
が
如
く
、
体

も
強
直
せ
ず
恰
も
生
体
の
よ
う
で
あ
り
、
而
も
月
は
極
め
て
軽
く
、
た
だ
衣
服
の

み
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
為
に
世
人
は
葛
洪
が
戸
解
仙
に
な
っ
た
と
思

っ
た

こ

と
、
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。

『藝
文
類
衆
』
巻
七
八
に
引
く

『
晋
中
興
書
』
で
も
、

葛
洪
、
字
稚
川
、
亡
時
年
八
十
一
、
視
其
貌
如
平
生
、
證
亦
軟
弱
、
奉
屍

入
棺
、
其
軽
如
空
衣
、
時
成
以
為
屍
解
得
仙

と
あ

っ
て
、

『
晋
書
』
の
記
述
と
殆
ど
変
り
が
な
い
。
此
書
は
今
は
断
片
が
伝
え

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
劉
宋
の
何
法
盛
の
著
で
、
今
の

『
晋
書
』
編
纂
に
際
し

て
も
参
照
さ
れ
た
と
云
わ
れ
る
奥
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
葛
洪
月

解
説
は
五
世
紀
頃
に
は
弘
く
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
。
（後
述

「道
學
偉
」
参
照
）

か
く
て
葛
洪
は
仙
人
の
仲
間
に
加
え
ら
れ
、
例
え
ば

『列
仙
全
博
』

（明

・
王

世
貞
）
に
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
暫
く
他
の
文
献
に
葛
洪
の
軟
事
を
辿

り
、
そ
の
経
過
を
求
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

唐
代
に
は
葛
洪
伝
に
ふ
れ
た
文
献
を
未
だ
検
し
得
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
措
く

と
し
て
、
朱
代
に
な
る
と
、
盛
行
し
た
地
方
志
、
就
中
今
の
浙
江
省
の
も
の
の
其

処
此
処
に
名
を
見
る
は
う
に
な
る
。

先
ず
南
宋
の

『
剣
録
』
巻
三
に
は
、

葛
洪
、
字
稚
川
、
仙
翁
徒
孫
、
好
神
仙
導
養
、
仙
翁
以
丹
授
弟
子
郵
君
、

稚
川
就
鄭
君
君
之
、
成
和
初
、
選
散
騎
常
侍
、
辞
、
以
交
趾
出
丹
砂
、
求

為
句
漏
令
、
錬
丹
羅
浮
山
、
卒
年
八
十

一
、
顔
如
玉
、
澄
柔
軟
、
澤
月
入

棺
、
但
遺
空
衣
、

と
云
い
、
概
ね

『
晋
書
』
に
本
づ
く
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
次
の
二
つ
の
点
に
注

目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

・
一
つ
は
、
葛
洪
が
騎
騎
常
侍
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
就
い
て
、
『
晋
書
』
に
は
「固

辞
不
就
」
と
云
う
の
に
対
し
、
こ
こ
に
は

「辞
」
と
だ
け
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
前
者
で
は
実
際
に
は
散
騎
常
侍
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
者
で

は
一
ユ
は
就
任
し
て
、
後
に
辞
し
た
、
と
も
受
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
云
う

の
も
、

『隋
書
』
巻
三
二
の
経
籍
志
で
は

『
漢
書
抄
』
三
十
巻
の
作
者
た
る
葛
洪

に
、
散
騎
常
侍
の
官
名
を
付
し
て
い
る
こ
と
が
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
、
或

は
散
騎
常
侍
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
も
存
し
た
こ
と
を
示
す
例
証
で
あ
る
、
と
見

ら
れ
な
く
も
な
い
。

二
つ
に
は

「奉
月
入
棺
、
但
遺
空
衣
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
晋
書
』
で
は
　
一

「
其
軽
如
空
衣
」
と
あ

つ
た
が
、
こ
こ
に
至

っ
て
は
、
単
に
月
が
軽
か
っ
た
と
い
　
３４

う
程
度
の
こ
と
で
は
済
ま
ず
、
正
に
衣
服
を
遺
す
の
み
で
あ

っ
た
、
換
言
す
れ
ば
　
．

Ｆ
解
し
た
、
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
十
三
世
紀
初
の

『
剣
録
』
は

『
晋
書
』
本
伝
に
依
り
つ
つ
も
、

そ
れ
と
は
別
の
、
新
た
な
葛
洪
像
、
伝
説
的
神
仙
的
葛

洪
像
を
形

成
し
て
い
る

し
、
ま
た

『
晋
書
』
と
は
異

っ
た
伝
承
の
あ

っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
云

え
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

『
剣
録
』
に
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、

上
虞
蘭
葛
山
、
稚
川
所
棲
、
…
…
剣
有
仙
翁
丹
井
石
、
梯
釣
魚
墓
、
稚
川

亦
至
焉

と
云
う
。
葛
仙
翁
と
は
通
常
葛
洪
を
指
す
が
、

『
剣
録
』
で
は
従
祖
葛
玄

（葛
元

と
も
書
か
れ
る
）
を
云
う
よ
う
で
あ
る
。
今
の
浙
江
省
峠
県
に
は
葛
玄
葛
洪
隠
棲

の
遺
跡
の
存
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。



Ｄ

略
同
時
期
の
『嘉
泰
會
稽
志
』
に
も
殆
ど
同
文
が
見
ら
れ
る
。

輿
地
志
云
、
上
虞
縣
蘭
育
山
、
葛
稚
川
所
棲
隠
也
、
今
會
稽
有
仙
公
遺
蹟
、

至
多
、
稚
川
蓋
亦
嘗
至
焉

が
、
そ
れ
で
あ
る
が
、

『
興
地
志
』
に
見
え
る
、
と
云
う
。
或
は

『則
録
』
も
同

書
に
依

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、　
一
読
直
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

『
剣
録
』

の
と
些
か
色
合
い
を
異
に
し
て
い
て
、
上
虞
縣
蘭
弓
山
は
篇
洪
の
隠
棲
し
た
所
で

あ
る
、
今
會
稽
に
は
葛
玄
の
遺
跡
が
極
め
て
多
く
、
そ
の
述
を
慕
ち
て
か
葛
洪
は

此
地
に
来
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
考
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち

『剣
録
』

と
は
違
い
控
え
め
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

『輿
地
志
』
と
ほ
恐
ら
く
宋
仁
宗
の

頃

（
十
一
世
紀
初
）
の
晏
殊
の
編
纂
書
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
が

本
で
あ
ろ
う
。

な
お

『
嘉
泰
會
稽
志
』
は
此
文
の
前
に

『
晋
書
』
か
ら
取

っ
た
略
伝
を
載
せ
る

が
、
そ
こ
で
は
勿
論
羅
浮
山
に
止
ま

っ
て

一
生
を
終
え
た
こ
と
を
云
う
。
此

『嘉

泰
會
稽
志
』
と
云
い

『
州
録
』
と
云
い
、　
一
方
で
上
虞
の
蘭
弓
山
で
の
隠
棲
を
云

い
、
他
方
で
羅
浮
山
の
こ
と
を
云
う
の
は
、
或
は
時
期
的
な
先
後
を
考
え
て
、
上

虞
に
棲
ん
だ
後
に
羅
浮
山
に
移

っ
た
と
し
た
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
こ
と
は

『
晋

書
』
に

「後
還
郷
里
」
と
云
う
の
と
符
節
が
合
う
よ
う
で
も
あ
る
が
、
寧
ろ

『
晋

書
』

『輿
地
志
』
と
い
う
夫
々
異

っ
た
文
献
に
本
づ
く
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
十

一

世
紀
に
は
葛
洪
終
焉
の
地
に
就
き
、蘭
専
山
説
、羅
浮
山
説
の
二
つ
が
あ

っ
た
と
す

る
方
が
、
公
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
況
ん
や
、

『
嘉
泰
會
稽
志
』
で
は
更
に

葛
仙
翁
墓
石
、
上
虞
縣
西
南
四
十
里
、
高
公
山
之
鼓
、
有
石
室
高
丈
餘
、

状
如
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
六
）

と
云
う
に
於
て
を
や
、
で
あ
る
。

『
嘉
泰
會
稽
志
』
は
葛
仙
翁
と
葛
仙
公
と
を
明

瞭
に
区
別
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
の
葛
仙
翁
は
葛
洪
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
同
書
よ
り
少
し
遅
れ
て
成
立
し
た

『
景
定
建
康
淑
』
に
、

倦
翁
葛
元
墓
　
呉
太
極
左
倦
翁
葛
元
墓
、
在
句
容
縣
西
南

一
里
、
郡
國
志

云
、
句
容
有
葛
元
墓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
三
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

既
に
北
来
初

（十
世
紀
末
）
の
楽
史
の

『
太
平
震
字
記
』
の
よ
う

に
、

會
稽
録
云
、
昔
葛
洪
隠
於
蘭
弓
山
、
後
於
此
仙
去
、
所
隠
几
、
化
為
生
鹿

而
去
、
此
山
今
有
素
鹿
三
脚
、
此
鹿
若
鳴
、
官
必
有
殿
馳

（巻
九
六
）

と
、葛
洪
が
蘭
弓
山
に
隠
棲
し
仙
去
し
た
こ
と
を
云
い
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
奇
談
を

伝
え
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
上
の
推
測
を
確
か
に
す
る
有
力
な
例
も
あ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は

『
輿
地
紀
勝
』
巻

一
〇
が

「
賞
字
記
云
」
と
し
て
此
個

所
を
引
き
な
が
ら
、

「葛
元
」
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
証
例
と
す
る
に
は
脆
さ
が

残
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
却

っ
て
葛
玄
、
葛
洪
双
方

ハ
Ⅲ
ツ

の
事
績
が
混
同
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
訳
御
、
別
の
見
方
を
す
れ
　
一

ば
、
神
仙
葛
玄
に
誘
わ
れ
て
、
葛
洪
は
ま
す
ま
す
列
仙
伝
中
の
人
物
に
な

っ
て
い
　
３５

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　

．

『
事
類
賦
』
注
に
も
、

ハ
＝
一

會
稽
典
録
日
、
葛
仙
翁
憑
自
桐
几
、
學
道
数
年
、
自
日
登
仙
、
几
化
為
自

虎
、
三
脚
両
頭
、
往
往
人
見
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
四
）

と
、
似
た
よ
う
な
伝
説
が
見
え
る
。
葛
仙
翁
と
だ
け
云
う
の
で
、
葛
洪
か
葛
玄
か

明
確
で
は
な
い
が
、
こ
れ
等
を
頼
り
に
臆
測
を
退
し
く
す
れ
ば
、
も
と
は
葛
仙
翁

の
事
績
行
実
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
書
き
記
す
に
際
し
、
そ
の
時
々
の

筆
者
が
、
私
意
に
本
づ
い
て
、
或
は
葛
玄
に
或
は
葛
洪
に
と
、
改
め
た
の
で
は
な

い
か
、
と
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
羅
浮
山
説
と
蘭

葛
説
の
矛
盾
も
水
解
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
そ
う
な
っ
た

裏
に
は
、
葛
洪
の
神
仙
化
が
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

０

因
に
、
十
三
世
紀
初
の

『
嘉
泰
呉
興
志
』
に
は
、



葛
洪
嘗
隠
居
於
葛
仙
山
、
今
山
有
煉
丹
竃
持
薬
臼
存
焉
、
風
雨
之
夕
、
丹

或
顕
現
、
職
方
固
志
、
葛
仙
煉
丹
処
、
天
下
有
十
二
、
鳥
程
居
其

一
、
又

子
城
北
天
慶
観
西
有
煉
丹
井
、
里
俗
博
云
、
葛
仙
翁
嘗
於
此
井
汲
水
煉
丹

焉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
及

一
七
）

青

‐山
、
在
縣
、
典
葛
仙
山
相
連
、
警
博
、
葛
洪
種
黄
苦
於
此
、
至
今
山
多

黄
青
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
）

と
い
う
、

『
剣
録
』

『
嘉
泰
會
稽
志
』
と
同
じ
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
記
載
が
あ

る
。
他
に
徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
た
だ
浙
江
に
葛
洪

の
姿
が
色
濃
く
残

っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
う
。
無
論
今
の
広
東
省
の
羅

浮
山
に
も
葛
洪
に
就
い
て
の
言
伝
え
は
あ
る
の
で
、　
明
の
屈
大
均
は

『
廣
東
新

語
』
巻
三
の
中
で

羅
浮
之
洞
凡
十
餘
、
最
勝
者
日
黄
龍
、
葛
洪
西
巷
之
故
基
也

と
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
を
云
い
添
え
て
お
く
。

二

次
に
問
題
に
し
た
い
の
は
葛
洪
の
享
年
で
あ
る
。
多
く
は

『
晋
書
』
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
八
十

一
歳
を
採

っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
は
若
千
無
理
が
あ
る
よ

３
う
で
、
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が

『
太
平
寅
字
記
』
巻

一
六
〇
に
引
く

『
羅
浮
記
』

の
説
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「時
年
六
十

一
」
と
極
め
て
都
合
の
良
い
数
字
が
挙

っ

て
い
て
、
今
日
で
は
寧
ろ
此
六
十

一
歳
説
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で

あ
る
が
、
さ
て
そ
れ
で
は
、
そ
の
六
十

一
歳
説
の
根
拠
は
、
と
問
う
に
、

『
太
平

宣
字
記
』
の
注
記
に

「
按
原
本
字
句
有
不
可
解
処
」
と
さ
れ
、
而
も
引
用
文
の
殆

ど
が

『
晋
書
』
の
本
伝
と
同
じ
個
所
で
あ
る
と
し
た
ら
、　
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
。

（寡
聞
に
し
て

『
羅
浮
記
」

の
内
容
、　
成
立
年
次
を
審
に
し
な
い

が
、

『
藝
文
類
衆
』
に
も
引
か
れ
る

『
羅
浮
山
記
』
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
初
に

は
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
）
そ
こ
に
云
う

洪
遂
復
入
此
山
、
煉
神
丹
於
此
山
積
年
、
忽
典
岱
書
云
、
営
遠
行
尋
師
、

剋
期
営
去
、
岱
疑
其
異
便
、
狼
狽
往
別
、
既
至
、
而
洪
己
死
、
時
年
六
十

一
、
視
其
顔
色
如
平
生
、
證
亦
柔
軟
、
畢
屍
入
棺
、
其
軽
如
空
衣
然
也

と
、
冒
頭
に
掲
げ
た

『
晋
書
』
本
伝
の
文
と
を
較
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
違

う
の
は
、
広
州
刺
史
の
名
が

一
は
郡
嶽
、　
一
は
郡
岱
に
な
っ
て
い
る
位
で
あ
る
。

こ
れ
は
即
ち
六
十

一
歳
説
も
八
十

一
歳
説
も
本
づ
く
資
料
は
同
じ
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
恣
意
的
に
一
方
を
採

っ
て
説
を
成
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
六
十

一
歳
説
は
、
た
だ
此

『
羅
浮
記
』
に
だ
け
見
え
る
の

で
あ

っ
て
そ
れ
以
外
は
全
て
八
十

一
歳
説
を
採
用
し
て
い
る
。
早
く
は
陳
の
馬
枢

り

の

『
道
學
偉
』
が
、

年
八
十

一
、
死
然
若
睡
而
蜆

と
、
終
焉
地
に
は
言
及
し
な
い
な
が
ら
、
云
う
こ
と
か
ら
も
、
享
年
八
十

一
歳
説

は
寧
ろ
常
識
的
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
も
し
八
十

一
歳
説
が
不
合
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
強
い
て
六
十

一
歳
説
を
採
る
よ
り
も
、
享
年
不
明
と
し
て
お
い
た
方
が
公
当
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

「
晋
書
』
が

『
羅
浮
記
』
に
依

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
何
故

八
十

一
歳
に
し
た
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
限
り
、
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で

あ
る
。

三

各
種
文
献
に
見
え
る
伝
説
的
神
仙
的
な
葛
洪
像
は
略
上
の
通
り
で
あ
る
が
、　
一

方
そ
れ
と
は
全
く
異

っ
た
、
知
識
人
と
し
て
の
面
も
微
に
見
ら
れ
る
よ
う

で
あ

る
。
即
ち

『
成
淳
臨
安
志
』
に
載
せ
る
郭
文
の
伝
に
云
う
、

嘗
有
猛
獣
張
日
向
文
、
文
視
其
口
中
有
横
骨
、
乃
以
手
探
去
之
、
猛
獣
明

旦
致

一
鹿
於
室
前
、
餘
杭
令
顧
貶
典
葛
洪
共
造
之

に
指
摘
し
得
る
の
は
、
魏
晋
人
士
に
よ
く
あ
る
、
他
愛
な
い
剰
軽
な

一
面

で
あ
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る
。
ま
た
同
書
巻
七
七

「慈
厳
院
」
の
条
に
あ
る
、

太
康
間
、
葛
稚
川
捨
宅
為
寺
、
上
元
間
、
賜
額
恩
徳
、
天
成
二
年
．
呉
越

王
重
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

は
、
葛
洪
の
生
年
が
太
康
二
年

（
二
八
三
）
頃
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る

と
、
全
く
荒
唐
無
稽
な
こ
と
と
し
て
却
け
ら

れ
も
し
よ
う
が
、
無
稽
な

の
は
年

号
だ
け
で
、

「捨
宅
為
寺
」
は
真
実
で
あ
る
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。

何
れ
に
せ
よ
、
葛
洪
の
行
業
と
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
は
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
魏
晋
の
知
識
人
と
し
て
の
普
遍
的
な
姿
を
窺
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

『
晋
書
』
本
伝
に
見
え
る
の
と
は
、
ま
た
違

っ
た

一

面
で
あ
る
、
と
云
え
る
。

今

一
つ
見
て
お
き
た
い
の
は

『荷
子
』
の
記
述
で
あ
る
ば
同
書
は
晋
の
有
朗
の

撰
、
今
は
散
供
し
た
道
家
流
の
書
で
あ
る
が
、

『
北
堂
書
抄
』
巻

一
〇

一
、　
一
二

③

二
の
引
用
に
よ
っ
て
、
清
の
馬
國
翰
が
輯
め
た
も
の
を
見
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ

る
。

朗
家
楚
、
朗
棄
千
金
之
鋼
、
把
有
子
而
趨
、
抱
朴
子
趨
謂
日
、
何
夫
子
棄

大
而
存
小
乎
、
有
朗
不
應
、
夫
千
金
利
剣
、
剖
割
之
所
存
焉
、
荷
子
之
書
、

大
道
之
所
居
焉

こ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
馬
國
物
が
云
う
よ
う
に

「
文
筆
頗
似
抱
朴
子
、
…
…
似
抱

朴
朗
之
門
人
也
」
と
見
倣
す
べ
き
も
の
で
は
あ
ろ
う
。　
一
往
そ
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
と
し
て
も
、
上
の
筆
致
を
見
る
と
、
明
か
に
葛
洪
を
貶
し
、
未
だ

「
大
道
」

の
真
意
を
悟
ら
ざ
る
者
と
し
て
扱

っ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
荷
朗
に
就
い
て

「
把
荷

子
而
趨
」
と
云
う
の
も
解
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
或
は
荷
朗
門
末
に
よ
る
付
会

か
と
も
思
わ
れ
、　
一
概
に
葛
洪
を
以
て
荷
朗
の
門
人
で
あ

っ
た
、
と
断
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
も
し
、
有
朗
の
門
人
で
あ

っ
た
と
す

れ
ば
、
葛
洪
伝
は

一
つ
の
資
料
を
増
す
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
う
で
な
く
貶
し
め

る
た
め
の
虚
談
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
当
時
の
葛
洪
の
位
置
の
高
か

っ
た
こ

と
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

四

以
上
見
て
来
た
こ
と
か
ら
魏
晋
の
知
識
人
た
る
葛
洪
の
事
績
は
、
従
来
の
よ
う

に

『
晋
書
』
本
伝
に
頼
る
だ
け
で
は
不
可
で
あ
る
こ
と
、
従
祖
葛
玄
の
そ
れ
と
混

同
融
和
し
何
時
か
し
ら
神
仙
家
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
と

共
に
終
焉
の
地
や
行
年
ま
で
定
か
で
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
、
に
も
不
拘
知
識
人

と
し
て
の
姿
は
依
然
と
し
て
保
ち
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
朧
げ
な
が
ら
感
知

し
得
た
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
し
て
は
、
所
謂
茅
山
道
教
と
の
つ
な

が
り
や
、
葛
玄
像
の
変
遷
も
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
資
料
の

検
索
も
不
充
分
で
あ
る
の
で
、
著
作
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
が
、
他
日
改
め
て
論

じ
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

注
１
　
村
上
嘉
実
氏

『
中
国
の
仙
人
』

『
抱
朴
子
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３７一

大
淵
忍
爾
氏

『
道
教
史
の
研
究
』

侯
外
麿
氏
主
編

『中
国
思
想
通
史
』
第
二
巻

容
肇
祖
氏

『
魏
晋
的
自
然
主
義
』

２
　
石
島
快
隆
氏
訳

『
抱
朴
子
』

本
田
　
済
氏
他
訳

『
抱
朴
子

・
列
仙
伝

・
神
仙
伝

・
山
海
経
』

３
　
自
叙
に

「今
歯
近
不
惑
」
と
云
う
。

４
　
宋
史
安
之
修
、
高
似
孫
纂
、
清
徐
幹
校
刊
、
清
同
治
九
年
重
刊
本
に

よ

る

。

５
　
宋
嘉
泰
元
年

（
一
二

一
〇
）
施
宿
纂
修
、
清
嘉
慶
十
三
年
朱
鞠
軒
刻

本
に
よ
る
。

６
　
張
國
治

『
中
國
宙
方
志
考
』
に
よ
る
。

『
輿
地
志
』
は
供
文
が
残
る
だ

で
あ
る
。



７
　
宋
景
定
二
年

（
一
二
六

一
）
馬
光
祖
修
、
周
應
合
纂
、
清
嘉
慶
七
年

金
陵
孫
忠
慇
祠
刻
本
に
よ

る
。

な
お
、
全
く
同
じ
文
が
宋
張
敦
願

『
六
朝
事
逃
類
編
』
巻
下
に
見
え
る
。

８
　
清
嘉
慶
六
年
刊
本
に
よ
る
。

９
　
宋
王
象
之
編
、
清
道
光
二
十
九
年
甘
泉
琴
氏
燿
盈
斎
刊
本
に
よ
る
。

１０
　
こ
の
問
題
は

『
太
平
御
覧
』
所
引
の

『葛
仙
翁
別
博
』

『
葛
仙
翁
偉
』

が
参
考
に
な
る
。
吟
佛
燕
京
学
社
の

『
太
平
御
覧
引
得
』
で
此
二
書

の
条
々
と
さ
れ
る
も
の
が
、
張
元
済
校
刊
の
四
部
叢
刊
本
で
は
何
れ

も

『
葛
仙
公
別
博
』

『葛
仙
公
偉
』
に
な
っ
て
い
る
。
引
得
は
飽
刻

本
を
底
本
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
版
本
に
よ
っ
て
書

名
を
異
に
す
る
訳
で
、
こ
れ
も
葛
仙
公
と
葛
仙
翁
と
が
混
同
し
使
わ

れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

１１
　

『
會
稽
録
』
と

『
會
稽
典
録
』
に
就
い
て
の
考
証
は
魯
迅
輯

『會
稽

郡
故
事
雑
集
』
に
見
え
る
。

１２
　
宋
嘉
泰
元
年

（
一
二
〇

一
）
李
景
和
纂
修
、
呉
興
叢
書
本
に
よ
る
。

１３
　
大
淵
氏
前
掲
書
所
収

「
葛
洪
伝
」

（
六
七
頁
以
下
）
に
論
証
さ
れ
て

い
る
。

１４
　
王
松
年

『仙
苑
編
珠
』
巻
上
所
引

（道
蔵
洞
玄
部
記
偉
類
惟
上
）

１５
　
宋
潜
説
友
原
纂
修
、
清
江
遠
孫
校
補
、
清
道
光
十
年
重
刊
本
に
よ
る
。

１６
　
注
１３
に
同
じ
。

１７
　

『
北
堂
書
砂
』
は
唐
虞
世
南
撰
、
今
本
は
か
な
り
原
形
を
損
じ
て
い

る
ら
し
く
、
銭
謙
益

『緯
雲
槙
書
目
』
の
陳
景
雲
注
で
は
後
世
の
偽

作
と
ま
で
決
め
つ
け
て
い
る
。
さ
り
と
て
悉
く
を
否
定
し
去
る
こ
と

も
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

１８
　

『
玉
函
山
房
輯
供
書
』
子
編
道
家
類
所
収
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伝

承

の

意

味

・
序

説

　

↑

―
日
本
的
心
性
の
原
郷
を
求
め
て
―

山

田

直

巳

一
、
種
々
の
疑
問

「
伝
承
と
は
そ
も
何
か
」
と
い
う
疑
間
は
、
歴
史
の
存
り
方
に
柳
か
で
も
興
味

を
抱
く
者
な
ら
ば
、
当
然
行
き
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

「
伝
承
」
が
非
時
間
的
要
素
を
多
分
に
維
持
し
つ
つ
、
歴
史
の
範
疇
の
中
に
位
す

る
民
族
性

（
エ
ー
ト
ス
）
と
し
て
、
時
間
の
座
標
軸
の
中
に
十
全
の
生
命
を
発
揮

す
る
と
い
う

一
見
矛
盾
す
る
様
相
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
と
い

う
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
と

「
伝
承
」
と
い
う
非
時
間
的
様
態
と
が
総
体
と
し
て
の
民

族
史

（民
族
の
生
活
史
）
と
な

っ
て
整
合
さ
れ
、　
一
個
の
歴
史
と
し
て
記
述
さ
れ

得
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
疑
間
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
伝
承
」
と
は
別
言
に
依
れ
ば
、

「
基
層
文
化
」
と
も
言
わ
れ
る
。
文
字
の
有

無
に
係
ら
ず
、
日
常
生
活
の
繰
り
返
え
し
を
生
き
た
大
多
数
の

「
常
民
階
員
」
に

依

っ
て
形
成
さ
れ
る
文
化

（
そ
れ
は
全
体
と
し
て
の
民
族
文
化
共
同
体
の
基
幹
を

形
成
す
る
が
）
は
、
所
謂

「歴
史
」
の
表
面
を
飾
る
こ
と
は
少
な
く
、
従

っ
て
種

々
の
文
献
記
録
の
中
に
も
そ

れ
ら
は
多
く

語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。　
と
な
れ
ば

「
基
層
文
化
」
を
追
求
す
る
に
は
、　
現
今
の
生
活

の
反
省
の
結
果

に
倹
つ
―
即

ち
、
民
間
生
活
の
観
察
記
述
に
頼
る
―
外
な
く
、
そ
の
集
積
の
上
に
こ
そ

「
生
活

の
古
典
」
と
し
て
前
代
文
化
を
明
ら
め
る
道
が
開
か
れ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

此
こ
で
断

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
古
代
と
い
っ
て
も
、
総
体
と
し
て
の
「古

代
」

（も

っ
と
言
え
ば
前
代
的
要
素
）
で
あ
り
、
個
々
の
事
象
の
時
間
的
位
置
付

け
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
柳
田
国
男
が
民
俗
学
研
究
所
の
命
運
を
賭
け
た
、

固
有
名
詞
抜
き
の
歴
史
を
描
く
と
い
う
意
図
は
、
日
本
人
の
エ
ー
ト
ス
究
明
に
は

全
的
に
働
い
た
け
れ
ど
、
個
々
の
歴
史
事
象
の
時
間
的
位
置
付
け
に
は
成
功
し
な

か
っ
た
。

折
口
信
夫
に
依
る
現
代
に
存
す
る
遺
習
と
し
て
の
古
代
（生
活
の
古
典
）
究
明
作

業
は
、
現
代
生
活
の
調
査
研
究
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
い
う
様
式
を
取
り
、

古
代
文
献
に
見
ら
れ
る
個
々
の
断
辺
や
史
的
事
実
を
現
代
に
残
る
遺
習
と
の
脈
絡

に
於
い
て
、
実
に
豊
か
に
有
機
的
連
続
と
し
て
我
々
の
前
に
再
現
さ
せ
た
。

此
の
折
口
信
夫
博
士
の
論
理
は
、
文
献
偏
重
主
義
者
に
依

っ
て
激
し
く
批
難
さ

れ
た
が
、
そ
の
批
判
は
個
々
の
史
的
事
実
の
時
間
配
置
に
余
り
に
目
を
注
ぐ
結
果
　
一

で
あ
り
、

（事
実
個
々
の
事
象
の
厳
密
な
時
間
的
位
置
付
け
に
は
、
こ
の
学
問
が
　
３９

あ
ま
り
有

効
で
な

か
っ
た
と
い
う
面
も
あ

っ
た
の
だ
が
）
石
田
英

一
郎
の
説
く
　
一

「
広
義
の
歴
史
」
の
学
を
真
の
歴
史
と
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
当
然
個
々
の
史
的
事

実
の
齋
す
福
音
の
限
界
を
卑
近
に
見
る
で
あ
ろ
う
し
、
人
間
の
生
活
史
と
し
て
歴

史
を
全
的
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
む
し
ろ
民
俗
学
の
説
く
「生
活
の
古
典
」

に
意
を
注
ぎ
た
い
。
そ
れ
は
、
人
間
に
と

っ
て
真
の
歴
史
を
構
成
す
る
も
の
は
何

か
、
と
い
う
問
い
か
け
と
も
直
接
関
連
し
て
来
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。

所
謂

「
実
証
主
義
」
と
は
相
容
れ
な
い
が
、

「
生
活
実
感
」
の
費
す
指
針
が
、

よ
り
多
く
の
真
実
を
指
摘
し
得
る
こ
と
も
考
え
た
い
。
個
々
の
事
実
や
断
辺
は
そ

れ
が
有
機
的
連
続
と
し
て
存
在
し
な
い
限
り
、
そ
れ
自
体
に
於
い
て
は
何
も
語
ら

な
い
。
で
は
有
機
的
連
続
を
支
え
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
文
献
も
遺
物
も

黙
し
て
語
ら
ず
、
有
り
得
べ
き
論
拠
も
挙
げ
尽
し
た
。
そ
の
時
、
「生
活
実
感
」
を

導
入
す
る
。
そ
れ
に
依

っ
て
問
題
が
生
産
的
に
解
決
す
る
な
ら
、

「
間
歌
遺
伝
」



の
質
す
古
代
の
実
感
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
実
感
を
大
事
に
し
た
い
。

そ
れ
を
も
非
科
学
的
と
言
う
な
ら
、
中
西
進
氏
の

「研
究
と

は
実
証

に
依
る
批

評
で
あ
る
。
し
か
も
文
学
研
究
で
あ
る
か
ら
に
は
あ
る
創
造
に
違
い
な
い
。
実
証

的
な
批
評
に
依

っ
て
文
学
の
生
命
を
創
造
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
責
務
な
の
で

あ
ろ
う
か
」
と
い
う
言
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
文
学
研
究
等
は
成
立
す
ま

い
と
思

う
。
研
究
で
あ
る
か
ら
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
体
の
在
り
方
に
係
ら
ざ
る

を
得
ず
、
前
引
用
の

「批
評
の
主
体
」
は
普
遍
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
個
々
の
評

者
の
在
り
方
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
見
る
の
が
常
で
あ
ろ
う
。

（勿
論
恣
意
的
な

「生
活
実
感
」
の
使
用
な
ど
論
外
で
あ
る
。
）

現
代
に
遺
習
と
し
て
存
す
る

「古
代
」
は
、
時
間
を
超
越
し
て
生
成
す
る
伝
承

で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
日
本
人
の
中
に
脈
々
と
流
れ
続
け
止
む
こ
と
な
い
民

族
性
と
し
て
、
日
本
人
の
精
神
史
に
底
流
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
先
に
述
べ

た

「基
層
文
化
」
と
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
此
こ
に

「伝
承
と
は
そ
も
何
か
」
を

個
々
の
問
題
に
触
れ
つ
つ
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

扱
、
歴
史
は
記
述
の
学
で
あ
り
、
検
証
の
学
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
図
式
化
し
て

言
え
ば
、
個
々
の

「思
い
出
」
の
集
積
は
歴
史
と
な
り
、
そ
の
全
人
類
的
総
和
は

世
界
史
と
な
る
と
い
う
。
此
こ
に
我
々
は
一
つ
の
落
し
穴
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
個

々
の

「思
い
出
」

（
個
人
の
主
体
的
、
体
験
的
記
憶
）
の
レ
ヴ
エ
ル
で

「有
情
」

で
あ

っ
た
も
の
が
、
総
和
と
し
て

「歴
史
化
」
し
た
時
、

「非
情
」
に
変
容
す
る

の
は
何
故
か
と
い
う
疑
間
と
不
安
と
で
あ
る
。

個
人
の
記
憶
は

「思
い
出
」
で
あ
り
、
集
団
の
記
憶
は

「歴
史
」
で
あ
る
と
い

う
。
此
の
一
見
分
り
そ
う
な
図
式
化
は
、
実
の
と
こ
ろ
分
ら
な
い
。
何
故
な
ら
繰

り
返
え
す
が

「有
情
」
部
分
の
切
り
落
と
し
は
何
故
に
許
さ
れ
、
個
人
の
捨
象
が

歴
史
の
創
造
に
何
故
な
る
の
か
と
い
う
不
審
が
湧
い
て
来
る
か
ら
で
あ
り
、
仮
令

切
り
捨
て
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
切
り
取
ら
れ
た
部
分
は
何
処
に
行

っ

た
の
か
と
い
う
問
題
が
尚
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（歴
史
と
文
学
と
の
脈
絡
も
そ

の
辺
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
）

二
、
伝
承
の
分
析

（語
彙
を
め
ぐ

っ
て
）

「伝
承
」

「伝
唱
」

「伝
誦
」
此
等
の
語
彙
を
我
々
は
厳
密
に
用
い
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
亦
、
そ
の
熟
語
の
中
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
正
当
な
評
価
を
与

え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「伝
承
」
と
口
に
す
る
時
、
先
づ
そ
の
こ
と
ば
の
内
容
に

対
す
る
反
省
が
浮
か
ぶ
の
は
独
り
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

右
に
挙
げ
た
三
種
の
熟
語
の
中
で
は
、

「伝
承
」
が
最
も
そ
の
範
疇
を
広
く
す

る
。

「伝
誦
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
過
去
の
産
物
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
現
代
及

び
未
来
を
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「過
去
の
総
体
」
と
し
て
の
文
化

（信
仰
、
制
度
、
習
俗
、
口
碑
等
々
）
を
包
含
し
、
具
体
的
な
人
間
生
活
の
中
で
、

伝
播
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

「伝
唱
」

「伝
誦
」
は
、
意
味
と
し
て
当
然

「伝
承
」
と
類
同
性
を
持
つ
が
、

規
範
の
幅
に
於
い
て

「伝
承
」
に
劣
り
、

「唱
」

「誦
」
の
文
字
に
依

っ
て
限
定

さ
れ
る

「う
た
う
」

「と
な
え
る
」
と
い
う
音
声
言
語
を
媒
介
と
す
る
旨
を
付
加

す
る
。

「唱
」

「誦
」
の
字
面
は
、
伝
達
の
様
式
、
方
法
を
峻
別
し
て
い
る
。

伝
承
と
伝
統

我
々
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
を
如
何
な
る
意
味
で
も
同

一
視
す
る
こ
と
は
な

い
が
、
そ
の
内
容
に
は
重
な
る
要
素
が
存
る
。
少
な
く
と
も
過
去
が
中
心
課
題
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
重
な
っ
て
い
る
訳
だ
。

伝
統
は
伝
承
の
部
分
で
あ
り
、
精
神
的
、
心
意
的
部
分
を
担
当
し
、
啓
蒙
主
義

に
対
峙
す
る
尚
古
主
義
と
し
て
働
く
を
も

っ
て
一
般
的
と
す
る
。

伝
承
は
伝
統
ほ
ど
に
理
念
化
、
抽
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、　
一
定
集
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団
内
部
に
於
い
て
誰
の
生
活
を
も
普
遍
的
に
支
配
し
、
し
か
も
何
の
疑
問
も
持
た

れ
ず
、
見
過
さ
れ
て
来
た
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
意
識
の
世
界

で
特
に
明
確
に
さ
れ
な
い

「常
識
」
と
称
す
る

生
活
の
枠

は
何
に
由
来
す
る
の

か
、
と
い
う
い
わ
ば

「常
識
の
反
省
」
の
上
に
立
ち
、
初
め
て
そ
の
題
材
が
姿
を

現
わ
す
個
々
を
問
題
と
す
る
。
従

っ
て
伝
承
を
問
題
と
す
る

「学
」
は
そ
の
存
り

方
に
於
い
て
、
他
の
諸
科
学
と
何
等
異
る
こ
と
な
く
、

「何
故
？
」
と
い
う
疑
問

に
そ
の
発
生
の
起
点
を
持
つ
。
つ
ま
り
、　
一
集
団
内
の
一
般
的
行
動
様
式
の
個
々

に
目
を
注
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
何
故
お
む
す
び
は
心
臓
形
に
す
る
の
か
。
夜
中
に
拍
手
を
し
た
り
、

日
笛
を
吹
い
た
り
す
る
と
悪
い
こ
と
が
起
る
と
い
う
の
は
何
故
か
。
家
敷
回
り
に

椿
を
植
え
た
ら
何
故
い
け

な
い
の
か
。

七
夕
飾
り
は
、　
何
故
川
に
流
し
や
る
の

か
。
正
月
に
門
松
を
立
て
る
の
は
何
故
か
。
鬼
は
何
故
春
来
る
の
か
。
等
々
。

「伝
承
」
は
生
活
を
規
定
す
る
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
例
え
ば

「禁
忌

伝
承
」
に
見
ら
れ
る
様
に
そ
れ
を
外
れ
て
は
生
活
で
き
な
い
。
生
活
様
式
の
背
骨

を
厳
格
に
支
配
し
、
明
確
な
論
理
的
根
拠
等
示
し
て
い
な
い
に
も
係
ら
ず
、
そ
れ

が
人
々
に
於
い
て
生
来
の
も
の
で
あ
る
が

故
に
外
れ
て
生
活
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
な
い
。

「伝
承
」
の
規
制
力
は
既
に
我
々

（現
在
）
に
存

っ
て
全
的
に
働
く
も

の
で
は
な
い
が
、
逢
か
伝
承
社
会
に
存

っ
て
は
、
伝
承
は
真
実
あ

っ
た
こ
と
の
記

憶

（或
る
歴
史
）
で
あ
り
、
人
に
測
り
得
な
い
よ
り
亘
視
的
な
力
で
あ

っ
た
。

例
え
ば

「禁
忌
伝
承
」
を
支
え
る
霊
異
感
、
怪
異
感
、
不
安
感
、
危
機
感
は
人

々
に
存

っ
て
、
全
く
離
れ
た
経
験
で
な
い
が
故
に
語
ら
れ
る
時
、
そ
の
伝
承
は
よ

り

一
層
真
実
と
な
る
。

民
族
学
辞
典
に
、

古
い
時
代
の
文
化
が
次
々
と
面
貌
を
変
え
て
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
た
と
え

ば
前
代
の
信
仰
事
実
が
今
日
童
戯
や
競
技
の
中
に
残
存
し
て
い
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
来
た
か
ら
別
に
理
由
は

な
い
が
、
今
後
も
持
続
し
伝
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
フ
オ
ク
ロ
ア
は
歴
史
の
鉱
脈
の
如
き
も
の
で
、

こ
れ
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
古
代
に
向

っ
て
歴
史
を
遡
源
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
中
略
）
民
間
伝
承
は
日
常
生
活
の
中
で
繰
り
返
え
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫

へ
と
以
心
伝
心
的
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る

。

と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
様
に
、
伝
承
の
範
囲
は
甚
だ
広
い
も
の
で
あ
る
。

同
辞
典
の
中
に
、
伝
承
を
大
別
二
様

（
「
口
承
文
士至

と

「社
会
慣
行
」
）
に
分

け
る
考
え
の
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
、
仏
蘭
西
人
セ
ビ
オ
の

「口
承
文
芸
」
と

「伝

承
生
活
誌
」
の
三
分
類
を
掲
げ
て
い
る
。
此
れ
か
ら
も
分
る
様
に
、
伝
承
に
は
生

活
様
式

一
般
と
言
語
芸
術
と
呼
ば
れ
る
領
域
と
が
二
類
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
　
一

の
で
あ
る
。
言
語
の
世
界
に
、
生
活
様
式

一
般
か
ら

一
分
野
切
り
離
さ
れ
た
独
自
　
４１

の
領
域
を
設
定
し
て
ゆ
く
あ
た
り
は
、
人
間
の
人
間
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。
　

　

．

昨
今

「
民
話
」
が
、
「豊
か
な
心
を
取
り
戻
す
為
に
」
等
と
言

っ
て
、
意
識
的
に

採
り
入
れ
ら
れ
、
プ
ー
ム
的
状
況
さ
え
呈
し
て
い
る
が
、　
何
故
そ
れ
が
急
に
問

題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
言
え
ば
、

「伝
承
」
の
ほ
と
ん
ど
力
を
失

っ
た

社
会

（
そ
の
個
々
の
集
団
自
体
が
本
質
的
に
要
求
し
て
も
い
な
い
、
意
図
的
、
物

理
的
生
活
変
革
ば
か
り
が
蔓
延
し
、
自
然
の
集
団
体
系
の
秩
序
が
失
な
わ
れ
た
社

会
）
が
如
何
に
人
間
性
を
害
う
か
に
本
能
的
に
気
付
く
人
が
多
く
な
っ
た
か
ら
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
せ
め
て
ド
ラ
イ
ア
ッ
プ
し
つ
つ
あ
る
思
考
に
ス
ト

ッ

プ
を
か
け
よ
う
と
す
る
細
や
か
な
抵
抗
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
民
話
ブ

ー
ム
は
、

「心
の
原
郷
」
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
よ
う
。

民
諄
、
説
話
、
昔
話
、
此
れ
ら
は
独
自
な
個
的
世
界
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
民
族
的
文
芸
経
験
と
も
言
い
得
る
も
の
に
基
礎
を
置
い
て
展
開
し



て
来
て
お
り
、
此
の
国
の
文
化
の
発
達
、
生
活
史
を
含
有
或
い
は
素
材
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

自
己
に
対
す
る
極
め
て
素
朴
な
問
い
か
け
、

「自
分
と
は
何
だ
。
日
本
人
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
」
と
い
う
言
辞
は
、
甚
だ
青
臭
い
に
相
違
な
い
が
、

こ
れ
が
亦
、
自
己
に
対
す
る
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
事
に
も
気
付
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。　
そ
の
解
決
の
第

一
歩
と
し
て
、　
我
々
の
生
活
奥
の
反

映
と
見
ら
れ
る
民
諄

を
、
自
己
の
客
観
化
さ
れ
た

一
部
と
し
て
把
握
理
解
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

自
己
或
い
は
日
本
人
の
持
つ
民
族
性

（
エ
ー
ト
ス
）
に
迫
ろ
う
と
す
る

一
般
的
動

向
に
依

っ
て
、
民
間
伝
承
ブ
ー
ム

（民
話
ブ
ー
ム
）
は
招
来
さ
れ
た
と
考
え
る
の

で
あ
る
。伝

承
の
類
別

「伝
承
」
は
生
活
全
般
を
網
羅
す
る
も
の
だ
と
上
記
し
た
が
、
先
づ
ど
ん
な
も

の
に
分
類
さ
れ
る
か
を
述
べ
、
そ
れ
の
総
体
と
し
て
生
活

一
般
を
言
う
の
で
な
け

れ
ば
、

「伝
承
」
の
意
義
は
分
明
に
な
っ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

民
間
伝
承
研
究
の
上
で
、
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
と
い
う
二
二
人
の
な
し
た
成

果
は
測

っ
て
余
り
に
大
き
い
。
先
づ
両
先
達
の
分
類
を
記
し
つ
意
味
を
考
え
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。
柳
田
国
男
の
分
類
に
就
い
て
は
、
大
藤
時
彦
氏
の
手
際
良
く

纏
め
ら
れ
た
記
載
が
あ
る
の
で
此
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

民
俗
学
の
分
類
と
し
て
は
柳
田
先
生
の
二
部
分
類
と
い
わ
れ
る
も
の
が
よ

く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

「郷
土
生
活
の
研
究
法
」
に
依
る
と

「第

一
部

有
形
文
化
」
「第
二
部
言
語
芸
術
」
「第
二
部
心
意
現
象
」
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
本
の
も
と
に
な

っ
た
昭
和
七
年
伊
勢
の
神
宮
皇
学
館
に
お
け
る
講
義
の

速
記
が

「郷
土
史
」
と
題
し
て
印
刷
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、

「第

一

部
慣
習

（
生
活
技
術
）
」
「第
二
部
口
碑

（言
語
芸
術
）
」

「第
二
部
感
情
、

観
念
、
信
仰
」
と
な

っ
て
お
り
、
第
二
部
に
つ
い
て
は
心
意
的
現
象
と
い
う

名
前
を
掲
げ
ず
、
こ
の
部
は
ま
だ
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
付
記
さ
れ
て

い
る
。

右
の
分
類
の
中
で
馴
か
重
複
の
感
が
あ
る
の
は
、
二
部
に
分
け
た
最
後
の

「心
意

現
象
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
俗
の
背
景
を
な
す
も
の
と
し
て
当
然
考
慮
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
「有
形
文
化
「
言
語
芸
術
」
の
基
底
部
が
こ
れ
に
依
り
支
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
亦
、　
一
般
行
動
を
無
意
識
的
に
規
制
す
る
部
分
を
究

明
す
る
の
が
、
民
俗
学
の
有
力
な
活
路
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、　
一
層
の
重
複

と
い
う
か
、　
分
類
の
不
適
格

さ
を
感
じ

て
し
ま
う
。
或
い
は
柳
田
翁
自
体
は
、

こ
の
第
二
部
は
宗
教
等
の
所
謂
形

を
な
さ
ぬ
も
の
、
形
を
形
成
す

る
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
い
う
意
味
で
こ
の
部
分
を
特
に
意
図
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
皇
学
館

で
の
速
記
録
の
第
二
部
に

「
感
情
、
観
念
、
信
仰
」
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

す
れ
ば
、　
一
層
そ
う
思
わ
れ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

次
に
折
口
信
夫
博
士
の
も
の
に
移
ろ
う
。
新
潮
社
の
日
本
文
学
大
辞
典
に
発
表
　
４２

さ
れ
た
も
の
が
、
博
士
の
初
期
の
考
え
の
纏
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
依
　
．

れ
ば
、

「周
期
、
階
級
、
造
形
、
行
動
、
言
語
」
伝
承
の
五
分
類
を
し
て
お
ら
れ

る
。
後
こ
の
分
類
に
手
を
入
れ
ら
れ
、

「言
語
、
芸
能
、
行
事
、
行
動
、
心
意
、

造
形
」
伝
承
と
い
う
六
分
法
を
採
ら
れ

「言
語
、
造
形
」
の
二
伝
承
を
除
い
て
、

初
期
の
分
類
と
重
複
す
る
も
の
は
な
い
。
右
の
二
つ
の
分
類
を
逢
か
さ
か
の
ぼ
る

大
正
九
年
の
講
義
で
は

「精
神
、
習
慣
、
言
語
、
表
出
」
伝
承
の
四
項
を
挙
げ
、

民
間
伝
承
採
訪
事
業
を
行
な
っ
て
行
く
上
の
目
安
と
さ
れ
て
い
る
。
時
代
順
に
右

の
三
分
類
型
を
見
れ
ば
、
講
義
の
も
の
が
最
も
古
く
、
次
が
日
本
文
学
大
辞
典
の

そ
れ
、
次
が
手
を
入
れ
た
も
の

（日
本
民
俗
学
協
会
の
定
め
た
採
訪
日
安
。
当
時

同
協
会
は
、
折
口
信
夫
博
士
の
指
導
下
に
あ

っ
た
。）
と
い
う
順
序
に
な
る
。
更

に
、
桜
井
満
氏
に
依
れ
ば
、
晩
年
に

「周
期
、
行
事
、
言
語
、
行
動
、
造
形
、
芸

能
」
伝
承
と
い
う
六
分
法
に
定
着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。



伝

承

表 言 習 精

出 語 慣 神

講

義

辞
　
典

行 造 階 周

動 形 級 期

一一口　　　一「一中

心 行 芸 行 造

意 事 能 動 形

一三口　　　〓
・ｍ

民
俗
学
協
会

桜
井
氏
表

行 芸

事 能

造
　
形

行
　
動

周
　
期

言
　
語

折
口
信
夫
博
士
の
分
類
の
中
で
、
終
始
変
更
の
な
か
っ
た
も
の
は
民
間
伝
承
の

一
方
の
柱

「言
語
伝
承
」
で
あ
っ
た
。
此
れ
は
文
学
に
最
も
近
い
部
分
で
あ
り
、

言
語
に
非
常
な
興
味
を
抱
い
て
い
た
文
学
者
折
口
博
士
に
と
っ
て
当
然
の
帰
結
で

あ
っ
た
。

分
類
全
体
を
見
渡
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
初
期
の
段
階
で

「表
出
伝
承
」
と

規
定
し
た

「所
作
」
を
中
心
と
す
る
広
い
意
味
の
表
現
形
態
に
対
す
る
細
目
化
が

行
な
わ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
、

「精
神
伝
承
」
と
初
期
に
述
べ
た
部
分
が
、
削
除

さ
れ
た
こ
と
、
も
う

一
つ
は

「周
期
」

「行
事
」
伝
承
と
い
う
繰
り
返
え
し
行
な

わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
興
味
の
進
展
の
三
点
で
あ
る
。
此
れ
ら
の
改
訂
変
化
は
、

博
士
の
学
問
的
興
味
の
動
向
と
如
実
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
承
を
ど
う
見

て
ゆ
く
か
と
い
う
基
本
的
な
部
分
に
照
明
を
あ
て
る
有
効
な
手
段
と
な
ろ
う
。

「精
神
伝
承
」
の
部
分
が
姿
を
消
し
た
の
は
、
大
藤
時
彦
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ

る
様
に
、
全
て
の
伝
承
の
背
後
又
は
基
底
に
心
意
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
理
解

す
る
の
が
民
俗
学
の
目
図
の
大
き
な
も
の
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
尚
こ
の
事
に

就
い
て
は
、
柳
田
翁
が

「禁
忌
」
の
問
題
を
提
出
し
、

「心
意
伝
承
」
の
項
目
を

立
て
る
様
に
主
張
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

日
本
の
伝
承
研
究
は
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
独
自
の
体
系

を
築
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
口
頭
伝
承
を
主
課
題
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
生
活

の
諸
相
を
口
頭
伝
承
と
並
立
す
る
も
の
と
見
る
幅
広
い
ド
イ
ツ
。
此
の
両
国
の
動

向
を
調
和
の
中
に
昇
華
さ
せ
、
独
自
の
民
俗
学
と
し
て
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

生
活
に
結
ぶ
伝
承
の
意
味

注
（
２０
）

宮
本
常

一
氏
は
、

「柳
田

・
折
口
に
於
け
る
伝
承
の
意
味
」

な
る
論
文
の
中
　
一

で
、
次
の
様
な
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

「人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
見
　
４３

ら
れ
る
情
愛
、
と
く
に

一
つ
の
地
域
の
一
つ
の
環
境
の
中
で
育

っ
た
者
の
間
に
は
　
．

言
葉
に
は
な
り
難
い
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
そ
こ
に
生
き
る

支
え
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
か
、
「先
生

（柳
田
翁
）
の
年
老
い
て
か
ら

の
思
い
出
の
中
に
強
く
残

っ
て
い
る
も
の
を
辿

っ
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
古
い
村
の

古
い
生
き
方
が
浮
か
び
上

っ
て
来
る
。
古
い
生
活
と
は
目
に
見
え
ぬ
絆
、
い
つ
の

間
に
決
ま
っ
た
と
も
知
ら
ぬ
慣
習
に
依

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
身
を
処
し
て
生
き
て
ゆ

く
こ
と
で
あ

っ
た
。」
と
か
、
「先
生
は
青
年
期
は
東
京
で
す
ご
す
こ
と
に
な
る
。
東

京
は
文
明
開
化
の
謳
歌
さ
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
旧
弊
が
笑
わ
れ
た
。
し

か
し
、
ふ
り
か
え

っ
て
見
て
幼
時
に
す
ご
し
た
村
の
生
活
は
、
決
し
て
旧
弊
と
し

て
捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
そ
の
生
活
体
験
の
中
か
ら
得
て
い
た
。
む

し
ろ
多
く
の
人
び
と
の
心
を
支
え
、
生
活
を
規
制
し
て
い
る
も
の
は
古
い
生
活
慣

習
で
あ
り
、
生
活
感
情
で
あ

っ
た
。
古
い
生
活
へ
の
反
省
が
先
生
の
学
問
と
し
て



発
展
し
て
来
る
。
」
等
々
と
語
ら
れ
る
如
く
、
伝
承
と
は
生
活
を
規
定
し
、
柳
田

翁
の
生
き
方
ま
で
支
え
る
力
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伝
承
が
集
団

の
中
で
生
き
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
各
々
の
集
団
を
そ
の
伝
承
が
持
つ
論

理
で
規
制
す
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
集
団
内
部
の
等
質
性
、
同

一
性
を
強
く
要
求

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

と
も
あ
れ
、
両
先
達
の
内
部
に
宿

っ
て
い
た
過
去
は
、
形
こ
そ
変
形
し
て
行
く

が
、
本
質
は
生
涯
の
間
変
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
た
。

思
い
み
る
に
、
宮
本
氏
に
依

っ
て
指
摘
さ
れ
た

「生
き
る
支
え
」
、

「目
に
見

え
ぬ
絆
」
、

「生
活
感
情
」
と
は
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
氏
は
此
れ
に
就
い
て
明

確
な
抽
象
作
業
を
な
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
結
局
集
団
が
生
成
し
て
ゆ
く
為
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。

三
、
伝
承
の
内
容

右
に
伝
承
の
項
目
立
て
と
そ
の
変
遷
を
見
た
が
、
そ
の
各
々
の
内
容
に
言
及
す

る
こ
と
に
す
る
。
先
づ
折
口
博
士
に
依

っ
て
分
類
さ
れ
た
五
項
目
の
個
々
か
ら
考

え
て
ゆ
こ
う
。
折
口
博
士
は
、
日
本
文
学
大
辞
典

（新
潮
社
）
の
中
で
、
先
に
記

し
た
様
に

「周
期
、
階
級
、
造
形
、
行
動
、
言
語
」
伝
承
の
五
分
類
を
さ
れ
た
。

同
期
伝
承

民
俗
学
の
立
場
は
、
庶
民
の
悠
久
な
る
風
俗
生
活
の
流
れ
に
、
時
の
区
切
り
や

固
有
名
詞
が
何
ほ
ど
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
視
点
か
ら

「固
有
名
詞
と
年

代
」
と
を
超
越
す
る
。
こ
れ
は
所
謂
「歴
史
」
が
、
固
有
名
詞
、
時
間
、
場
所

（空

間
的
位
置
）
と
い
う
枠
を
作
る
の
と
甚
だ
相
違
す
る
点
で
あ
る
。

扱
、
そ
の
よ
う
な
立
場
で
は
、
周
期
伝
承
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

周
期
伝
承
は
、
年
中
行
事
と
も
称
さ
れ
る
も
の
で

一
年
を
単
位
と
し
て
何
回
で

も
巡
り
来
る
行
動
を
言
う
。
伝
承
と
言

っ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
周
期
的

に
な
ら
ぎ
る
を
得
ず
、
民
間
伝
承
の
精
神
は
皆
此
れ

に
依

っ
て
支

配
さ
れ
て
い

る
。
文
学
と
関
連
す
る
の
は
、
年
中
行
事
が
行
な
わ
れ
る
条
件
、
手
段
と
も
な
る

詞
章
―
口
頭
の
文
言
―
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は

「言
語
伝
承
」
と
も
関
連
す
る
わ

け
で
、
古
代
の
祝
詞
、
歌
謡
、
物
語
な
ど
は
こ
れ
に
属
し
て
お
り
、
後
世
に
下
れ

ば
、
踊
り
、
演
劇
等
の
芸
能
の
台
詞
と
な
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

暦
と
年
中
行
事
の
儀
礼
と
し
て
の
呪
術
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
随
時
鑑
賞
に
供
せ
ら

れ
て
、
は
じ
め
て

「非
文
学
」
か
ら

「文
学
」

の
領
域
に
展
開
す
る
、
と
高
崎
正

秀
先
生
は
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
視
座
か
ら
、
現
在
我
々
が
文
学
作
品
と
し
て
扱

っ

て
い
る
万
葉
集
や
源
氏
物
語
や
が
、
そ
の
背
後
に
持

っ
て
い
る
非
文
学
の
時
代
の

長
い
伝
承
が
尾
を
曳
い
て
い
る
と
い
う
見
解
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
、
文
学
の
民

俗
学
的
研
究
も
成
立
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
質
は
常
に
、
成
立
の
動
　
一

機
か
ら
、
発
生
的
に
観
察
し
て
行
く
方
が
、
必
ず
や
正
し
く
本
物
が
掴
め
る
は
ず
　
４４

で
あ
る
と
す
る
、

「発
生
学
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

階
級
伝
承

性
別
に
依
る
社
会
的
待
遇
、
職
掌
の
差
等
、
年
令
の
序
に
依
る
老
若
制
度
、
そ

れ
に
伴
う
社
会
的
地
位
と
職
能
の
差

（経
験
の
深
浅
、
手
腕
の
巧
拙
に
伴
う
も
の

は
、
後
世
ほ
ど
区
分
が
厳
し
く
な
る
が
、
古
代
社
会
で
は
老
若
制
度
に
随
伴
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。）
、
次
に
は
宗
教
上
の
威
霊
を
左
右
す
る
能
力
の
有
無
に
依

る
血
族
の
社
会
に
於
け
る
生
得
権
―
こ
れ
は
霊
争
い
が
、
智
能

。
戦
闘
力
の
強
弱

に
よ
っ
て
決
定
的
に
な
る
に
従
い
、
武
力
に
な
り
、
政
治
力
に
ふ
り
替
え
ら
れ
て

行

っ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
同
じ
く
宗
教
上
の
儀
礼
を
行
使
す
る
た
め
の
分
業
か

ら
起
こ
っ
た
職
業
上
の
差
等
。

社
会
は
あ
る

一
定
の
発
達
を
遂
げ
る
と
分
業
の
段
階
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
各
々

の
立
脚
点
か
ら
来
る
位
相
が
生
じ
て
来
る
。
そ
の
位
相
の
各
々
に
特
有
な
伝
承
が



そ
の
中
で
生
育
す
る
。
そ
れ
を
階
級
伝
承
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

造
形
伝
承

建
築
を
は
じ
め
、
家
具
調
度
等
々
生
活
技
術
的
な
方
面
を
含
む
も
の
で
、
そ
の

造
形
伝
承
物
と
し
て
の

「物
」
そ
の
も
の
の
取
扱
い
よ
り
も
、
そ
の
信
仰
と
密
着

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
も
し
く
は
、
言
語
伝
承
と
交
渉
す
る
面
が
問
題
に
な
る
訳
で

あ
る
。
建
築
に
伴
う
種
々
の
呪
術
、
呪
言
―
地
築
き
、
木
遣
り
、
石
挽
き
、
棟
上

げ
―
こ
れ
に
は
各
々
呪
福
の
唄
が
随
伴
す
る
。
こ
れ
ま
た
高
崎
先
生
の
説
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

「信
仰
と
密
着
す
る
と
こ
ろ
」
「言
語
伝
承
を
交
渉
す
る
面
」

が
問
題
だ
と
指
摘
さ
れ
て
お
る
。
物
自
体
が
意
味
も
な
く
作
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
個
々
の
集
団
内
で
種
々
の
意
味
付
け
を
受
け
、
単
に
実
用
を
言
う
以
上
に

感
情
生
活
と
深
い
関
係
を
見
せ
る
も
の
と
観
察
さ
れ
る
。

造
形
物
は
、
多
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
生
活
の
総
体
と
し
て
の
文
化
の
獅

ら
し
た
表
現
形
式
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
た
人
々
に
よ
っ

て
、
そ
の
造
形
物
は
形
象
化
さ
れ
、
眼
前
の
物
に
具
体
的
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
に
も
個
々
の
集
団
の
持
つ
等
質
性
と
特
異
性
は
備

っ
て
い
た
。
つ
ま
り
個
々

の
集
団
毎
に
同

一
の
効
用
を
持
つ
物
で
も
そ
の
具
体
的
造
形
は
独
自
な
も
の
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

行
動
伝
承

高
崎
先
生
の
説
明
を
引
こ
う
。
即
ち
、
行
動
伝
承
は
、
舞
踊
演
劇
が
中
心
で
、

こ
れ
に
伴
う
歌
謡

・
戯
曲
は
文
学
の
主
流
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
先
づ

そ
の
は
じ
め
に
信
仰
が
あ
り
、
神
と
宗
教
儀
礼
が
厳
存
す
る
こ
と
を
見
落
と
し
て

は
、
真
の
姿
が
掴
め
な
い
。

行
動
伝
承
も
、
も
と
よ
り
表
現
の
一
形
態
で
あ
る
。
特
に
身
ぶ
り
、
音
声
と
い

っ
た
媒
介
物
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
、
踊
り
と
囃
詞

（感
動
詞
等
）
は
そ

の
具
体
例
で
あ
る
。

此
の
行
動
伝
承
は
、
古
代
祭
式
に
於
け
る
神
懸
り
の
状
態
に
あ
る
人
が
そ
の
法

悦
境
に
達
す
る
ま
で
に
な
す
行
為
、
あ
る
い
は
、
達
し
た
後
自
己
内
部
に
蓄
積
鬱

積
し
た
表
現
欲
求
が
行
動
に
表
わ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
、
神
授
と
い
う
思
想
を
基
幹
と
し
て
後
継
者
を
作
っ
て
行
く
。
そ
し
て
此
等

は
、　
一
般
化

。
普
通
化
し
て
常
民
の
間
に
浸
み
込
ん
で
ゆ
く
。
伝
承
の
中
で
は
最

も
祭
式
に
関
係
深
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
現
今
で
も
祭
り
の
場
に
舞
踊
が
必
然
の

様
に
し
て
結
合
し
て
い
る
の
も
こ
の
古
代
以
来
の
伝
承
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

言
語
伝
承

古
代
の
地
名
、
人
名
に
は
、
深
く
宗
教
儀
礼
並
に
そ
の
職
域

・
職
掌
と
結
ば
れ

た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
に
は
一
つ
の

「物
語
」
を
背
景
に
包
蔵
し
て
い
る
も
の
が

多
い
。
つ
ま
り
古
代
に
あ

っ
て
は
、
地
名

・
人
名
は
、　
一
つ
の

「文
学
」
の
蒻
芽

と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
資
格
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
高
崎
先
生
の
説
か
れ
る
　
・

「古
代
の
地
名
、
神
名
は
文
学
」
で
あ
る
と
す
る
画
期
的
な
古
代
文
学
研
究
の
視
　
４５

点
で
あ

っ
た
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

伝
承
の
最
も
中
心
に
据
え
ら
れ
る
一
本
の
柱
で
あ
り
、
根
底
に
於
い
て
伝
承
を

繋
い
で
い
た
も
の
で
あ
る
。　
折
口
信
夫
博
士
は
、　
言
語
伝
承
を

三
類
に
分
け
ら

れ
、
次
の
様
に
記
し
た
。

一
、
諺

・
言
語
遊
戯

二
、
歌
謡

・
・
・
民
謡

三
、
伝
説

こ
れ
を
受
け
て
高
崎
先
生
は
次
の
様
に
解
説
す
る
。

「諺
」
こ
れ
は
わ
ざ
言
の

後
置
修
飾
格
―
即
ち
逆
語
序
で
、
わ
ざ
は
神
わ
ざ
で
あ
り
、
神
意
の
寓
る
も
の
の

意
で
あ

っ
た
。
即
ち
諺
は
、
神
授
の
呪
詞
の
固
定
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中

か
ら
枕
詞

・
序
歌
が
発
生
展
開
し
、
日
本
文
学
に
基
本
的
な
形
式
を
与
え
、
発
生

へ
の
よ
き
刺
戟
と
な
っ
た
。
亦
、
俗
諺
、
風
俗
諺
と
し
て
枕
詞
を
取
扱

っ
た

「常



陸
国
風
土
記
」
が
存
し
、
此
等
は
単
な
る
社
会
的
教
訓
と
し
て
の
諺
、
言
語
遊
戯

と
し
て
の
謎
、
語
呂
合
せ
、
舌
も
じ
り
、
長
息
文
句
、
雑
俳
の
類
を
生
み
、
ま
た

文
学
と
し
て
の
よ
き
刺
戦
を
受
け
て
、
俳
諧
の
類
に
昇
華
し
、
目
的
を
純
化
す
る

と
い
う
方
途
を
辿
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
番
目
の

「民
謡
」
は
、
折
口
博
士
に
依

っ
て
、
「
童
謡
」

「季
節
謡
」

「芸

謡
」
の
三
分
類
が
な
さ
れ
た
。
童
謡
は
、
諺
に
対
し
て
、
神
意
を
諷
喩
し
た
歌
―

即
ち
わ
ざ
う
た
だ
と
い
う
断
定
が
高
崎
先
生

に
依

っ
て

な
さ
れ
た
。　
こ
の

「民

謡
」
に
つ
い
て
の
高
崎
先
生
の
説
は
、
折
口
説
に
必
ら
ず
し
も
重
畳
し
な
い
が
、

「幼
児
に
謡
う
て
間
か
せ
た
諷
喩
歌
か
ら
分
出
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と

い
う
折
口
説
に
導
か
れ
、
信
仰
上
神
意
を
諷
喩
す
る
も
の
と
い
う
決
定
に
傾
い
た

よ
う
で
あ
る
。

古
代
の

「童
謡
」
や

「諷
喩
歌
」
を
考
え
て
み
る
時
、
先
づ
古
代
社
会
の
心
的

中
核

（社
会
の
領
導
力
）
と
し
て
祭
祀
を
想
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
具
体
的
行
為

の
一
部

「神
懸
り
」
に
自
然
目
が
向
く
。

神
懸
り
に
於
け
る
「行
為
」
は
、
古
代
人
に
対
し
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
た
が
、

そ
の
方
法
は

一
般
の
人
に
直
接
分
る
様
式
で
は
な
く
、
必
ず

「審
神
者
」

（古
事

記
は
沙
庭
）
を
要
し
た
。
こ
の
審
神
者
に
依

っ
て
、

「神
懸
つ
」
た
者
の
行
為
の

意
味
が
判
断
さ
れ
、
そ
れ
で
や
っ
と

一
般
の
者
は
、
神
の
啓
示
を
得
る
の
で
あ

っ

た
。
そ
う
で
な
い
と
神
が
何
を
自
分
達
に
示
し
て
い
る
の
か
分
ら
な
い
の
で
あ

っ

た
。
そ
の

「神
懸
り
」
の
状
態
に
な
り
や
す
い
者
は
婦
女
子
、
童
で
あ

っ
た
。
殊

，ゎざ
う
た
注
（″
）　
　
　

　ヽ

　ヽ
ヽ

に

「童
」
は
そ
の
好
対
象
と
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

「童
謡
」
と
い
う
こ
と
ば
は
生

れ
て
来
た
。

か
く
の
如
く
、
神
の
諭
は
暗
喩
の
形
を
採
り
、
多
く
の
卜
占
が

「事
実
」
と
そ

れ
を

「判
断
す
る
者
」
と
を
必
要
と
し
た
こ
と
と
軌
を

一
に
す
る
の
で
あ
る
。
以

上
か
ら
考
え
て
、
高
崎
説
に

「民
謡
」
の
原
義
を
採
り
た
い
。
ま
た
、
子
供
の
遊

戯
は
、
前
代
の
祭
儀
の
神
聖
感
の
薄
れ
た
も
の
と
い
う
、
柳
田
翁
の
示
唆
に
従
う

な
ら

一
層
高
崎
先
生
説
に
従
い
た
い
の
で
あ
る
。

「季
節
謡
」
の
時
季
的
制
約
が
外
れ
、
後
に
発
達
し
て
来
る

「労
動
謡
」
と
合

流
す
る
と

「芸
謡
」
が
生
ま
れ
る
。
先
づ
「季
節
謡
」
は
、
周
期
、
行
動
、
階
級
の

各
伝
承
に
伴
う
も
の
で
、
地
方
地
方
に
於
い
て
、
そ
の
特
色
を
示
す
方
向
で
発
達

を
遂
げ
後
の
所
謂

「風
俗
」
と
し
て
定
着
す
る
。
農
耕
生
活
と
漁
労

（狩
猟
）
生

活
と
の
差
は
、
当
然
歌
謡
の
世
界
に
も
歴
然
と
す
る
。
農
耕
に
伴
う
、
国
見
、
春

田
遊
び
に
始
ま
り
、
新
嘗
に
終
る
呪
農
行
事
は
、
季
節
の
移
り
変
り
に
非
常
に
敏

感
で
、
植
物
の
生
成
、
変
転
に
注
視
し
た
人
々
に
依

っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
に

「季
節
謡
」
の
起
点
は
存
し
た
。
狩
猟

（漁
労
）
生
活
か
ら
導
か
れ

る

「労
動
謡
」
は
、
労
動
そ
の
も
の
の
雰
囲
気
を
よ
り
濃
厚
に
止
め
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
神
聖
度
に
於
い
て
は
当
然

「季
節
謡
」
の
方
が
勝
り
、
時
間
と
共
に
　
一

「労
動
謡
」
と
の
区
別
は
つ
き
か
ね
る
様
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「季
節
謡
」
。
「労
　
４６

動
謡
」
は
共
に
地
方
色
の
濃
い
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
季
節
や
場
所
に
囚
　
．

わ
れ
な
い
も
の
と
な
り
、
独
立
し
て

「
芸
謡
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
変
化
し
て
ゆ

扱
、
折
口
博
士
分
類
す
る
と
こ
ろ
の
第
二
の
神
話
、
伝
説
、
民
諄
、
説
話
に
話
を

移
す
。
此
れ
ら
は
、
言
語
伝
承
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
、
文
学
と
最
も
近
接
す

る
の
も
こ
の
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
総
体
と
し
て
物
語
と
呼
ば
れ
、
一
種
の
叙
事

詩
で
あ
っ
た
。
語
部
と
い
う
職
業
団
体
が
、
世
襲
的
に
こ
れ
を

「祝
詞
に
似
て
、

時
に
は
歌
声
に
渉
る
」
と
い
う
程
度
の
曲
節
に
乗
せ
て
諷
誦
し
た
の
で
あ
る
。
叙

事
脈
の
部
分
は
祝
詞
風
に
語
り
、
抒
情
的
に
気
分
の
昂
揚
し
て
来
る
と
こ
ろ
は
、

歌
い
舞

っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
高
崎
先
生
は
説
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
此
等
は
宗

教
的
背
景
を
失
い
信
仰
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
及
び

「文
学
」
と
し
て
の
成
立
契
機

を
掴
む
の
で
あ

っ
た
。



高
度
な
文
学
作
品
と
見
ら
れ
て
い
る
源
氏
物
語
等
の
中
に
も
、
伝
説
、
説
話
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
類
型
と
し
て
存
在
し
、
文
学
の
存
り
方
を
側
面
か
ら
視
定
し
、

同
時
に
よ
り
秀
れ
た
作
品

へ
の
支
柱
に
も
な
り
得
て
い
た
の
で
み
が
。

四
、
固
有
と
普
遍

私
は
副
題
に
於
い
て

「日
本
的
心
性
の
原
郷
を
求
め
て
」
と
述
べ
た
。

「日
本

的
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ
、
私
は

「固
有
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
を
進

め
て
み
よ
う
。

先
づ
説
話
か
ら
。
説
話
は
国
の
如
何
を
問
わ
ず
、
民
族
の
心
の
原
郷
と
し
て
、

一
つ
の
象
徴
化
さ
れ
た
世
界
を
呈
示
す
る
。
そ
の
地
に
住
む
人
と
そ
の
土
地

（風

土
）
の
香
り
と
の
調
和
の
中
に
説
話
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
地
の
生
活
の
存
り
様

は
、
直
叙
的
に
説
話
の
世
界
に
反
映
す
る
。
例
え
ば
海
辺
の
生
活
は
、
海
津
見
宮

と
の
交
流
を
想
定
し
、　
常
世
、　
竜
宮
等
と
い
っ
た
楽
園
を
海

底
に
構
想
せ
し
め

た
。
此
等
の
人
々
に
あ

っ
て
、
憧
憬
の
対
象
は

「海
彼
」
で
あ
り
、
山
の
彼
方
で

は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

一
方
、
時
代
と
共
に
山
に
対
す
る
興
味
も
加
わ
り
、
先

祖
の
霊
が
山
に
行
く
様
に
な
る
と
、
松
迎
え

（門
松
）
と
い
う
行
事
が
生
じ
て
来

る
。
山
岳
信
仰
の
契
機
も
同
様
な
点
に
求
め
得
よ
う
か
。

「遠
い
山
の
向
う
の
知

ら
な
い
町
よ
」
と
い
う
歌
詞
は
、
海
浜
の
実
感
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

生
活
の
場
が
、
山
に
囲
ま
れ
常
に
山
を
迎
ぎ
見
る
人
に
と

っ
て
、
山
の
彼
方
は
憧

憬
の
対
象
に
な
り
得
た
し
、
発
想
母
胎
に
な
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
、
記
紀
の
中
の
説
話
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
我
々
は
記
紀
中
に
、
海

幸
彦
山
幸
彦
の
説
話
が
存
す
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
そ
の
説
話
の
筋
の
概
略
を

記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

０
弟
山
幸
彦
が
、
兄
海
幸
彦
に
借
り
た
釣
針
を
な
く
し
て
、
海
津
見
宮
に
探
し

に
行
く
。
弟
は
海
神
の
娘
と
結
婚
し
て
三
年
の
間
海
津
見
宮
で
過
す
が
そ
こ
に

行

っ
た
理
由
を
思
い
出
し
て
溜
息
を
つ
く
。
海
神
は
そ
の
訳
を
知
り
、
大
小
の

魚
を
招
集
し
て
な
く
し
た
釣
針
を
回
収
し
、
呪
文
を
唱
え
後
手
に
渡
す
こ
と
、

兄
が
高
地
に
田
を
作
れ
ば
低
地
に
作
り
、
こ
と
ご
と
く
反
対
に
す
る
こ
と
。
海

神
は
自
分
は
水
の
管

理
者
だ
か
ら
、　
一二
年
の
内
に
兄
が
貧
し

く
な
る
様
に
し

よ
う
。
兄
が
攻
め
て
来
た
ら
潮
満
玉
を
も

っ
て
賜
ら
せ
、
謝
る
な
ら
ば
潮
千
玉

を
も

っ
て
活
か
せ
と
訓
え
て
釣
針
を
返
え
し
、
玉
を
土
産
に
渡
し
て
本

つ
国
に

返
え
し
て
や
る
。
兄
は
釣
針
を
受
け
取

っ
て
か
ら
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
、
遂
に

降
服
し
て
弟
の
守
護
者
と
な
り
、
俳
優
な
ど
し
て
奉
仕
す
る
。

②
海
神
の
娘
豊
玉
姫
は
妊
娠
し
、
山
幸
彦
の
本
つ
国
に
行
き
、
子
を
産
む
と
こ

ろ
を
見
て
は
な
ら
ぬ
と
言
い
わ
た
し
て
産
屋
に
入
る
。
山
幸
彦
が
そ
の
戒
め
を

忘
れ
て
の
ぞ
く
と
、
八
尋
鮫
が
子
を
生
ん
で
い
る
。
豊
玉
姫
は
、
本
来
の
姿
を
　
・

見
ら
れ
た
こ
と
を
恥
じ
て
子
を
残
し
て
去
る
。
母
は
御
子
を
育
て
る
為
に
妹
玉
　
４７

依
姫
を
や
る
。
御
子
は
叔
母
と
結
婚
し
、　
そ
の
間
に
四
人
の
男
児
が

生
ま
れ
　
．

る
。
長
子
と
末
子
は
父
の
と
こ
ろ
に
残
り
、
な
か
の
二
人
は
批
の
国
常
世
に
行

く
。
末
子
は
建
国
の
始
祖
と
な
る
。

右
に
０
、
②
と
二
部
分
に
分
け
て
記
し
た
様
に
、
構
造
上
か
ら
三
分
さ
れ
る
こ
と

が
分
る
。
構
成
の
具
体
的
展
開
を
見
れ
ば

一
層
、
そ
れ
は
明
瞭
に
な
ろ
う
。

即
ち
Ｏ
①
呪
宝

（幸
釣
）
入
手
。
②
紛
失
③
再
獲
得
。
④
呪
宝
の
機
能
。

Ｏ
①
結
婚
。②
妻
の
失
踪
。③
再
会

（
玉
依
姫
と
の
結
婚
）
。④
始
祖
誕
生
。

此
の
構
成
は
、
前
半

「
呪
宝
諄
」
、
後
半

「
異
類
婚
姻
諄
」
と
な

っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
二
部
に
分
け
た
前
半
部
は

「失
な
わ
れ
た
釣
針
」
型
と
呼
ば
れ
る
類
型

が
あ
り
、
後
半
は

「
豊
玉
姫
」
型
と
呼
ば
れ
る
類
型
を
持
ち
、
共
に
か
な
り
広
い

地
域
に
分
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
々
、
地
域
的
に
も
離
れ

て
独
立
に
存
在
し
て
い
た
。
分
布
の
概
略
を
具
体
的
に
見
る
と
次
の
様
に
な
っ
て



注
（
２９
）

い
る
。

「失
な
わ
れ
た
釣
針
型
」
は
、
西
南
太
平
洋
諸
島

・
北
ア
ジ
ア
・
北
西
ア
メ
リ

カ
に
分
布
し
、
陸
上
型
と
海
洋
型
と
二
型
に
分
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
構
造

は
ほ
と
ん
ど
同

一
で
あ
る
と
関
敬
吾
氏
は
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「豊
玉
姫
型
」
は
、
古
代
仏
関
西
の
伝
説
、
ル
シ
ー
ナ
ン
族
の
母
性
始
祖
、
海
の

美
女
メ
ル
シ
ー
ナ
の
説
話
と
も
構
造
が

一
致
す
る
が
、
こ
の
型
は
、
メ
ル
シ
ー
ナ

伝
説
と
し
て
全
世
界
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
型
に
分
離
し
た
各

々
は
、

「失
な
わ
れ
た
釣
針
」
型
、

「
豊
玉
姫
」
型
と
し
て
共
に
世
界
大
物
語
で

あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
比
較
神
話
学
的
な
観
点
か
ら
調
査
し
て
み
る
と
、
日
本
の

古
代
説
話
等
と
い
う
も
の
で
も
、
各
部
の
要
素
に
分
離
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
日

本
的

（即
ち
固
有
）
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
記
紀
、
海
幸
彦
山
幸
彦
説
話
に
見
ら
れ
る
様
に
、

「失
な
わ
れ
た

釣
針
型
」
と
「豊
玉
姫
型
」
の
複
合
し
た
型
と
な
る
と
全
世
界
に
類
例
が
な
い
。
即

ち
此
の
説
話
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
極
め
て
個
的
な
の
で
あ

っ
た
。

二
つ
の
要
素
に
存

っ
て
普
遍
的
存
在
で
あ

っ
た
も
の
が
、
複
合
化
し
た
結
果
は

「固
有
」
の
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
右
の
単
な
る
一
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
う

い
っ
た
現
象
は
日
本
の
文
化
の
存
り
方
の
一
部
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
安
易
な
速
断
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
要
す
る
に
、
日
本
文
化
の

雑
居
性
の
表
わ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
大
陸
に
即
か
ず
離
れ
ず
存
在
す
る
東

洋
の
果
て
の
国
。
地
理
的
に
言

っ
て
、
他
に
伝
達
し
よ
う
が
な
く
、
次
々
に
入
っ

て
来
る
文
化
を
受
容
し
、
そ
れ
の
混
沌
的
結
合
を
な
し
て

一
つ
の
文
化
複
合
を
な

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
日
本
の
存
り
方
を
、
極
め
て
日
本
的
な
も
の
と
し
て
海
幸

彦
山
幸
彦
の
説
話
は
提
示
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
、

３０
υ

私
は

「文
化
の
増
渦
」

「文
化
の
雑
居
性
」
と
い
う
実
に
手
垢
の
着
い
た
こ
と

ば
で
、
日
本
的
な
も
の
を
規
定
し
た
。
け
れ
ど
、
確
か
に
、
こ
の
日
本
的
な
文
化

の
受
容
の
存
り
方
に
は
、
日
本
人
の
エ
ー
ト
ス
究
明
の
手
掛
り
が
存
す
る
に
違
い

な
い
と
い
う
気
持
も
拭
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
．

輸
出
な
し
の
文
化
等
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
流
入

の
み
に
依

っ
て
築
か
れ
て
来
た
日
本
の
文
化
、
そ
こ
に
は
同
質
化
さ
れ
た
特
異
な

現
象
が
存
在
す
る
筈
だ
。
そ
れ
こ
そ
、
日
本
的
心
性
を
根
底
か
ら
支
え
る
柱
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。　
伝
承
と
は
、　
同
質
化
さ
れ
た
常
民

の
感
情
で
あ

っ
た
と
思

う

。注
０
　
石
田
英

一
郎
全
集
、
第
二
巻
「歴
史
科
学
と
し
て
の
民
俗
学
と
民
族
学
」

の
項
。
特
に
劉
頁
か
ら
後
参
照
。

注
②
　
柳
田
国
男
著
、

「
民
間
伝
承
論
」
。

牧
田
茂
著
、

「
生
活
の
古
典
」
等
参
照
。

注
０
　
注
②
及
び
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
、

１６
頁
以
降
参
照
。　

　
　
　
　
　
　
　
一

注
０
　
石
田
英

一
郎
の
批
判
が
最
も
厳
し
く
、
民
俗
学
研
究
所
の
閉
鎖
に
ま
で
　
４８

及
ぶ
こ
と
に
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

注
⑤
　
折
口
信
夫
著
、

「死
者
の
書
」
は
此
の
面
で
の
最
も
優
れ
た
業
績
で
あ

っ
た
。
折
口
全
集
二
十
四
巻
。

注
③
　
注
０
参
照
。

注
⑦
　
折
口
信
夫
全
集
、
第
二
巻
、
５
頁
参
照
。

注
③
　
伊
藤
幹
治
編
、

「現
代
の
エ
ス
プ
リ
」
５７
巻
。

１４８
頁
参
照
。

注
０
　
中
西
進
著
、

「
万
葉
奥
の
研
究
」
跛
文
。

注
⑩
　
石
田
英

一
郎
全
集
、
第

一
巻
、

１８
頁
及
び
注
０
参
照
。

石
田
氏
に
依
れ
ば
、
社
会
人
類
学
と
民
俗
学
の
求
め
る
も
の
は
略

一
致
す

る
も
の
と
見
、
と
も
に
基
層
文
化
の
追
求
に
主
旨
は
あ
る
と
見
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

注
０
　
伝
承
と
い
う
語
彙
を
め
ぐ
る
民
俗
学
上
の
定
義
付
け
は
、
創
始
者
の
間



で
も
種
々
の
問
題
に
な

っ
た
よ
う
で
、
折
口
博
士
も
此
れ
に
触
れ
て
お
ら

れ
る
。
折
口
全
集
、
第
七
巻
価
買
以
降
参
照
。

注
⑫
　
注
０
書
の
１７
頁
。
注
②
牧
田
氏
著
、

「
生
活
の
古
典
」
参
照
。

注
０
　
民
俗
学
辞
典
、

５７８
頁
下
段
二
行
日
参
照
。

注
⑭
　
折
口
信
夫
全
集
、
ノ
ー
ト
編
、
第
七
巻
月
報
。

注
⑮
　
折
口
全
集
、
十
五
巻
、

１９
頁
。

注
⑩
　
注
０
の
月
報
中
で
、
大
藤
氏
が
民
俗
学
協
会
の
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て

お
ら
れ
る
。

注
⑭
　
折
口
全
集
、
ノ
ー
ト
編
、
第
七
巻
、
民
間
伝
承
講
義
の
項
参
照
。

注
⑬
　

「万
葉
人
の
憧
憬
―
民
俗
と
文
芸
の
き
ず
な
」
参
照
。

注
⑩
　
注
⑭
月
報
、
大
藤
氏
の
文
、
参
照
。

注
④
　

「
国
文
学
」
四
十
八
年

一
月
号
、
宮
本
氏
論
文
。

注
の
　
高
崎
正
秀
先
生
、

「
古
典
と
民
俗
学
」
以
下
高
崎
先
生
の
御
意
見
は
、

こ
の
書
に
依
る
。

注
②
　
注
の
著
参
照
。

「
民
俗
学
的
方
法
と
い
う
こ
と
」
参
照
。

注
②
　
高
崎
先
生
、

「
文
学
以
前
」
２７
頁
参
照
。

注
②
　
折
口
信
夫
全
集
、
第
十
五
巻
、

１５
頁
。

注
”
　
注
②
著
参
照
。

注
の
　
注
②
書
、

１８
頁
参
照
。

注
②
　
童
謡
は
日
本
書
紀
に
か
な
り
の
例
が
見
ら
れ
具
体
的
に
言
え
ば
、

皇
極
紀
二
年
十
月
十
二
日
、

齊
明
六
年
、

天
智
六
年
二
月
十
九
日
、

等
の
条
に
見
ら
れ
る
。

注
②
　
源
氏
物
語
の
民
俗
学
的
研
究
、
あ
る
い
は
類
型

（説
話
）
の
指
摘
は
、

民
俗
文
学
講
座
、
高
崎
正
秀
著
作
集
第
六
巻
「源
氏
物
語
論
」
等
に
詳
細
が

尽
さ
れ
て
い
る
。

注
②
　
此
れ
ら
の
分
類

・
分
布
等
は
全
て
関
敬
吾
氏
の

「昔
話
の
歴
史
」
を
参

照
し
た
。
他
の
構
成
等
に
つ
い
て
は
、
同
氏
著

「日
本
音
話
集
成
」
に
依

っ
た
。

注
①
　
石
田
英

一
郎
全
集
、
第
二
巻
、
日
本
文
化
論
参
照
。

補
注
０「

一
回
発
生
の
事
実
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
そ
の
時
代
の
最
大
公
約
数
を
示

す
場
合
が
あ
ろ
う
と
も
、
公
約
数
に
纏
め
上
げ
ら
れ
る
前
の
民
衆
の
意
識

層
の
個
々
か
ら
は
、
離
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
、

当
然
の
事
な
が
ら

「
一
回
発
生
の
事
実
」
は
、
民
衆
の
意
識
層
の
或
る
抽
　

・

象
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４９

こ
う
考
え
て
来
る
と
、
常
民
の
悲
喜
交
は
顕
在
化
し
つ
つ
も
、
尚

「伝
　
¨

承
」
と
し
て
民
衆
生
活

の
中
に
埋
も
れ

て
行
く

結
果
と
な
る
。
そ
う
し

て
、
そ
う
な
る
事
に
依

っ
て
、
全
体
と
し
て
の
基
層
文
化
は
構
成
さ
れ
、

底
流
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
石
田
英

一
郎
氏
の

「
広
義
の
歴
史
」
こ
そ
、

歴
史
と
い
う
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
、
単
な
る

「
一
回
発
生
的
事
実
」

の
羅
列
は
、
連
続
の
如
く
に
見
え
て
そ
う
で
な
い
。
我
等
に
於
い
て
、
真

に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
個
々
の
事
象
の
連
続
を
背
後
か
ら
支
え
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

っ
た
。







About tJre geographical distrlbutlon and ecology of

Zephrus in Shlobara

Yasuyuki Kiyosu

l. This study shows the results of the investigation about the distribution and ecology of the

Zephrus which were made in Shiobara from 1963 to 1973.

2. Of. the total 24 kinds of Zephrus observed in Japan, 19 kinds can be seen in Shiobara,

and the distributive center of 19 kinds can be seen in Oku-Shiobara.

3 . The vertical distribution in Shiobara shows in Table 3.

4. The appearance time of an imago in Shiobara is from the middle of June to the

beginning of August.



`. On the Origin of F)ict .`

Keishiro Ohkuma

Picts was the people who inhabited in the regions of south-eastern Scotland from the
Classical and the Medieval age.

The controversies that have been made among many scholars are mainly caused by scanti-
ness of descriptions on Picts written by Bede, author of "Historia ecclesiastica gentis Anglo-
rum."

Bede mentioned that Picts spoke a different language from neighbours and curious
matrilineal custom for the royal succession. The so-called Pictish Question comes from this
mention. Some assume that Picts belonged to the Non-Indo-European people, and some throw
doubt. Prof. Jackson, famous Celtist, was of opinion that the Pictish was on the whole a

branch of P-Celtic language.

But he also iecognized the remains of pre-Indo-European substrati through the investigati-

ons on toponymy, inscriptions, etc.

The author surmises the origin of Picts based on the matrilineal system mentioned in
Bede's book.

The author's assumption is that the matrilineal system among Picts might be based upon

the Non-Indo-European people, presumably a Mediterranean stock.

It is difficult to conclude whether Picts was a descendant of the Iberian or not. Anyway,
however, Picts might be a hybrid people whose ruling class was an offspring of Celtic
conquerors.

" Theonetica! Considenation for Supersonic
Axi-symmetrical Nozzte'

Shigeru Yamanaka

This paper treats with the rrozzle flow of the three bell types in order to obtain the
data for rocket nozzle design.

The lines of constant velocity at transonic domain in the throats of the nozzles are

determined.

The flow through the throat having various continuous curvatures are investigated for
the two'dimensional and axi-symmetrcal cases in order to obtain the sonic lines and the lines
of constant velocity of flow.
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The meaning of folklore

- In search for the native home oI the mind developed by the Japanese culture. -

Naomi Yamada

Contents

1. Various inquiries

2. Analysis of folklore

3. Contents of folklore

4. Pecuriality and generality

Setting up the proposition "What is the folklore ?", the author reflects how deep folklore

is connected with the ethos and history of a people. Moreover, folkore has diachronically

kept the unchangeable parts of life through the flux and reflux of history. So folklore is

naturally the main component forming the Japanese points of view.

This is the reason why the author gives this paper a subtitle "In search for the native

home of the mind."

Seeing folklore from this point of view, the author concludes that the element of making

Japanese culture what it is "the impetus to be complex", to put in other words, folklore is

the energy of bringing forth the characteristic element of Japanese culture.

The Hfe of a Ko Hung(葛洪)

Tsunao Ando

Ko Hung.(:島洪)lived in the beginning of Eastern Chin(東晋 ) Dynasty. He played an

inlportant role in tthe  Chinese history of religion, tllought and rnedicine. :But his life is

wrapped in a rnist Of mystery. SOnle believe that he died at the age of 61, and others say

that he lived to be 81. Some belieVe that he died in Chekiang PrOVinCe,(浙 江省 ) and OtherS

say that he died in Kwangtung Province.(広 東省 ) ThiS eSSay SuggeStS that hiS life nlay

have been conpounded with that Of his great uncle Ko Yuan(葛 玄)WhO waS a herrnit, and

that Ko IIung too lnay have been a hermit.
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und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daB der Mensch zum Hdchsten gelange, was

er zu erreichen fiihig sei, das er sich selbst fiir das Beste halten diirfe, was Gott und Natur

hervorgebracht haben ja, daB er auf dieser H0he verweilen kOnne, ohne durch Dtirxkel und

ud Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Das ist sehr bemerkenswerte AuBerung tiber religicise Gesinnung. Und diese letzte Stufe

haben auch die Apostel erreicht, indem sie den heiligen Geist in sich hatten, wie wir in der

Apostelgeschichte deutlich sehen ktinnen. Und jeder geistig echte Christ kann das gleiche

von sich bekennen.

Das Ziel der Erziehung besteht also darin, daB der Mensch durch Erziehung zur

Selbsterziehung geltihrt wird, auf da8 er als Person in echter, kriiftiger Liebe jeden Nichsten

haben miige. Die Liebe ist die universale Urkraft, wie Dante sang in den letzten Versen der

,,Gtittlichen Komtidie" :

,,Doch schon bewegte Willen und Verlangen

Mir, wie ein gleichbewgtes Rad, die Liebe,

Die kreisen macht die Sonne wie die Sterne. "

《:》n the Poetical VVorks of lShinran(:廟 11贈 )

Kosho Nishiyama

Saint Sλ″グα% WhO fOunded JodO‐ Shin‐Shi SeCt(浄土真宗),One Of the neW SeCtS Of

Kamakura Buddhism, wTote many poetical works. 
′
rhey can be classified into twO styles; One

iS Called Gι シ (偶頌) after the ChineSe tranSlatiOn Of G務 ″″ (伽『亡)in anCient lndia and

the Other is 7α Sα%(和誘)written in Japanese language,while Cι シ is written in the style

Of Chinese pOetry.

The WOrkS be10nging tO G′ ノ%are``Ⅳノ″‐Sん〃Z%¨%′‐ποπ』ι‐ノ%(入出二門偶頌)", ``S筋‐

sλ′π‐%θπ̈う%ι Z%‐″ (正信念仏偶)''and ``Nι %‐わ″Z%‐S笏‐Sλ 2・π‐gι (念仏正信偶)"・ But Gイπ,

though generally regarded as a style of poetry, was originally a name given to the style

of αbλ〃力αグ%α (阿吐達摩・論書:).

Sわ 2・ %グαπ'S G′グ%,especially ``.Nン タ‐sλ%′ zπ‐π′‐夕ηο%‐gじ _ノノπ'', is not only poetical works

but is his αbん′αλαγ
"Zα

 to eXpress the dOgmatisnl of JOdo‐ Shin‐ sh● .

The Origin Of  ``2Vノ ク‐Sλ%ι Z%‐π′‐タフZθ %‐giι‐グ% is  ``ハイ|%‐グッδ‐ノπ‐ルタδ‐π‐らα‐′αグ‐Sλα‐gαπ‐Sあδ‐giι

(無量寿経優婆提舎願生偶)''Of 7αS%ιαπ♂協 (世親).He reformed 7α sπうα
"σ

ん″sAろλz・αλαグ%α

Or %:クααlι

`α

 into his ン4bλグ″λαグ
"zα

 tO express the dogrnatism of JOdO_Shin_shi. IIis Other

works in Gθノ%Style are also the manifestos of JOdo‐ Shn‐ shi。



Religion und Erziehung 

Tatsuo Koike 

Kultur und Zivilisation der jetzigen Welt sind in einer solchen Lage, daß durch eine große 

Krise ein dritter Weltkrieg entstehen könnte. Es gibt mancherlei Gründe zu dieser Krise . Der 

Grund dazu liegt aber in den Menschen selbst, deren Existenz in dem Geist und dem Herzen 

die Frage aller Fragen ist. Diese Frage ist religiös, weil Geist und Herz wesentlich und 

notwndig Beziehung zur Gottheit haben. 

Ein Mensch wächst nicht von selbst heran. Er muß erzogen werden. Das Wort „Erzie

hung" hat die Bedeutung : ,,zu einem geistig und körperlich Erwachsenen heranziehen." Und 

derMensch ist, religiös gesagt, wesentlich das Ebenbild Gottes, der Gottheit gehörig. 

Also hat die Erziehung des Menschen mit der Religion die tiefste Beziehung. So müßte 

vor allem der Lehrer selbst im Geist und Herzen zu der Religion überhaupt eine rechte und 

tiefe Beziehung haben, womöglich gläubig sein. 

Der größte Menschenerzieher, wenn man ihn auch so nennen darf, Jesus, wurde vom 

Vater, Gott, geistig völlig erzogen; er folgte Gott mit ganzem Geist und Herzen und hatte 

zu ihm völliges Vertrauen und Liebe. Die Worte Gottes, die er geistig hörte, waren die 

Urworte seiner Lehre. So hat seine Lehre Wahrheit und Autorität. 

Bei uns in Japan in der Schule und in der Familie gibt es sehr wenig Autorität aus 

religiöser Gesinnung; diese Lage ist sehr bedauerlich, wenn man an die Seelenhaltung der 

Schüler denkt . Wie könnte man sie echte Demut, Freiheit und Verantwortlichkeit sich aneignen 

lassen? 

Pestalozzi stellt an dem Anfang des Buches „Die Abendstunde eines Einsiedlers" folgendes 
Motto : ,,Vatersinn Gottes, Kindersinn der Menschen." So müßten einerseits sowohl die Eltern 

im Hause, als auch die Lehrer in der Schule bei ihrer Erziehung solch religiöse Gesinnung, 

Autorität und Liebe für die Kinder haben, anderseits die Kinder, die Schüler Gehorsam und 

Vertrauen zu den Eltern und Lehrern haben. 

Goethe sagt in seinem Werk „Wilhelm . Meisters Wanderjahre" im ersten Kapitel des 

zweiten Buches über religiöse „Ehrfurcht" : Es gebe eine dreifache Ehrfurcht, die, wenn sie 

zusammenfließe und ein Ganzes bilde, erst ihre höchste Kraft und Wirkung erreiche. Das 

erste sei Ehrfurcht vor dem, was über uns ist. Das zweite, - Ehrfurcht vor dem, was uns 

gleich ist. Das dritte - Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Die erste nennen wir die 

ethnische Religion; die zweite die philosophische; die dritte die christliche. 

Und aus diesen drei Ehrfurchten entspringe die oberste, die Ehrfurcht vor sich selbst, 
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V .摘    要    (ま とめ)

本研究は,1963年より1973年 までの約10年間にわたって,塩原における, Zephrus類 各種の

分布と,そ の生態を調査 したものである。

塩原には,日本産の Zephrus類 24種中,19種類が産 し,奥塩原 (新湯温泉付近)が ,そ の分

布の中心となっている。 〔Table l〕 参照。

塩原において分布の広い Zephrus類 は, ミズイロオナガシジミ, ミドリシジ ミ, アカシジミ,

ウラミズシジミなどで,逆に分布の狭い Zephrus類 は,フ ジミドリシジミとムモンアカシジ

ミで,両種ともきわめて局地性が強い。

成虫の出現期は, 6月 中旬から,8月上旬にかけてで,最も出現の早い種類は,ウ ラゴマダラ

シジミ,次いで,ウ ラクロシジミ,フ ジミドリシジミである。逆に最も出現の遅 い種類は,ム

モンアカシジミとオナガシジミである。 〔Table 2〕 参照。

中塩原～新湯間の垂直分布を見ると,垂直分布の高い Zephrus類 は,フ ジミドリシジミとア

イノミドリシジミで,逆に垂直分布の低いものは,ウ ラゴマダラシジミ,ウ ラクロシジミ,オ

オミドリシジミ,な どである。 〔Table 3〕 参照。

Zephrus類 中,越冬卵の採集が容易な種類は,ジ ョウザンミドリシジミ,メ スアカミドリシジ

ミ,ハ ヤシミドリシジミ,オ ナガシジ ミ,ウ ラゴマダシジミなどで,逆に採集が困難な種類は,

ウラキンシジミ,ア カシジミ, ウラナミアヵシジミ,ゥ スィロオナガシジミなどである。

〔Table 4〕 参照。

幼虫は一般に採集はむずかしいが,逆に,越冬卵の採集より幼虫の採集の方が容易な種類もあ

る。ウラキンシジミ,ア カシジミ,ウ スイロオナガシジミなどはその例である。

(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

(f)

(g)

―
参 考 文 献

―

栃木県教育委員会編

自水隆・黒子浩著

原章 。自水隆著

藤岡知夫,他共著

横山光夫著

「栃木県の動物と植物」

「標準原色図1鑑全集」蝶,蛾 T, 保育社

「原色 日本蝶類幼虫大図鑑」 V01.I,I保 育社

「日本の蝶」 1,2山 と漢谷社

「原色 日本蝶類図鑑」保育社

1972.

1966.

1964.

1971.

1957.
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Antopoetes pryeri
(ウ ラゴマグランジミ)

()hrysOzel)hyrus allrOrinus
(ア ィノミドリンジミ)

Fig■ 6.Zephrus類 の蛹 (2例 )

Ⅳ.考    察

Zephrus類 は,そ の生活史の面白さや,形態の美 しさなど,様々な面で貴重な種類である。近年,栃

木県では,か って,Zephrus類の著名な多産地であった,新湯温泉に近い,八郎牧場や上ノ原のカシフ

を中心とする樹林が,牧場の拡大や,農地の拡大の為,見る影もなく伐採されつくされてしまった。特

に八郎牧場は,ハ ヤシミドリシジミ,ウ ラジロミドリシジミ,ウ スイロオナガシジミ, ムモンアカシジ

ミが多産 していたが,現在,こ こでは,ほ とんど見られなくなってしまったのは残念である。この様に

Zephrus類 の各種は,ナ ラ科植物を中心とする樹木を食樹 としている為,それらの林と,分布の面で非

常に密接な関係を示 し,彼 らの食樹 となる林の分布とかならず一致している。すなわち,も しミズナラ

ゃヵシフなどを中心とする樹林が,完全になくなってしまうと,ZephruS類の各種は全滅 してしまうで

あろう。最近は,彼 らの食樹 とする,いわゆる雑木林を次々伐採 して,ス ギ, ヒノキなどの人工林に変

えてしまうことが多い。その為,彼 らの将来は,危いものとなっている。幸い塩原は,国立公園の一角

に指定されている為,国有林も多いが,こ の国有林でさえも,最近はどんどん伐採されているのが現状

となっている。このままだと,塩原もあと,数年で,こ れら Zephrus類は一部の種類をのぞいて絶滅

してしまうのではないかと心配 している。これら Zephrus類 を保護 していく手段は,ただ一つで,そ

れは雑木林を保護することでいいのである。とにかく,単に森林の生産性のみを重要視 しないで,正 し

い意味での森林の生態系を考えてみる必要があるのではないか。
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(1)

(3)
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(4)

恭

(5)
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Fig■ 5。  Zephrusの 各 種 の幼 虫 の生 態

(1)Antigius attitia
(ミ ズイロオナガシジ ミ)

② Favonius iezoensis
(エ ゾ ミ ドリシジ ミ)

0)USSuriana Stygiana     に)

(ウ ラキンシジミ)

(5) Chrysozephyrus slnaragdinus
(メ スアカ ミドリシジミ)

Favonius ultramarinus
(ハヤシ ミ ドリシジ ミ)

(6) Shirozua ionasi
(ム モンアカシジ ミ)
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IJssuriana sty

(ウ ラキンシジ

glana
ミ)

3令 Chrysozephy:(t zr tt
rus smaragdinus
ミドリシジ ミ)

終令

Favonius ultramarinus
(ハ ヤシ ミドリシジ ミ)

終令 Favonius
(オ オ ミ ドリシジ ミ)

ShirOZua'OnaSiと クリオオアプラムシ
(ム モンアカシジミ)

Favonius jeyoensis
/r ./-: L'll r, -1 : \\* 7 - r ) , / - )

QuerCuSia fuiisana
(フ ジミドリシジミ)

Favonius cOgnatus  終令
(ジ ョウザ ン ミ ドリンジ ミ)

3令

Fig■ 4. 塩原の Zephrus各種の幼虫
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E.幼  虫 の 生 態  〔Fig 14～ Fig 15〕 参照

塩原において,Zephrus類の幼虫を野外で採集,観察 したものとしては,ジ ョウザンミドリ,エ ゾミ

ドリ,ハ ヤシミドリ,ウ ラジロミドリ,メ スアカミドリ, ミドリ,ウ スイロオナガ,ウ ラミスシジミ,

ウラクロシジミなど,ほ とんどの種類である 〔Fig 15〕 。これらには,例えば,ウ ラキンシジミ,ウ ス

イロオナガシジミの様に卵の採集よりも,幼虫の採集の方が容易なものもある。

ウラキンシジミなどは,ほ とんどが, トネ リコの葉の表面の先端近 くに幼虫が静止 していることが多

いので発見しやすい。ウスイロオナガシジミの幼虫は, ミズナラやカシフの葉の基部付近の裏側に静止

していることが多いが,たたき網によって,け っこう多数の幼虫を採集できる。この方法は,幼虫が葉

に静止する種類には,有効である。このほか,ジ ョゥザン,ウ ラジロ,ア カシジミ,ウ ラナミアカシジ

ミ, ミズイロオナガ,ウ ラミスシジミなども採集できる。エゾミドリ,ハ ヤシミドリ,ム モンアカシジミ

などの幼虫では,餌をとる時以外は太枝や幹などに静止するので,こ の方法では,採集 しにくぃ。ムモ

ンアカシジミの幼虫は,太枝や幹上にいるが,た えず特定のアリがつきまとっているので,こ のアリを

目標にしてさがせば,発見しやすぃ。メスアカミドリシジミの幼虫は,黄色の派出な色彩をしているが ,

葉や花の間にか くれているので,意外に発見 しにくい。 ミドリシジミの幼虫は,ハ ンノキの若葉を綴っ

て,自 分の隠れ家を作るので,それを目当てに捜すと良い。

F.蛹   〔Fig 16〕 参照

塩原において,Zephrus類中,野外で蛹を発見できた種類は,ウ ラゴマダラシジミ以外はない。蛹化

は,通常,食樹 より離れ,地上の枯草,落葉,枯校の下や,食樹の根本付近や,幹の装や裂け目の内側

など,日 に付きにくい所で行なわれるが,緑色を呈する蛹 (ア カシジミ,ウ ラナミアカシジミ,ウ ラク

ロシジミ,ウ ラゴマダラシジミ)の様な場合,食樹の葉裏に蛹化する。いずれの場合でも発見は困難で

ある。今まで野外での観察例が少ないので,野生状態の蛹を調査するのは,こ れからの課題である。
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(1)

(4)

Fig 13.Zephrus各種の越冬卵 の産卵位置 (1)

(1)フ ジミドリシジミ  (劾オオミドリシジミ

に)メ スアカミドリシジミ (5)ア イノミドリシジミ

(2)

(5)

(3)

(3)エ ゾミドリシジミ

(6)ジ ョウザンミドリシジミ

(6)
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Fig■ 2. Zephrus各 種 の越冬卵 の産卵位置 (I)    ○印で示す

(1)ウ ラクロシジミ (2)ミ ズイロオナガ・アカシジミ類 (3)ム モンアカシジミ・ウスイロオナガシジミ

に)ミ ドリシジミ C5ン ヤヽシ・ウラジロミドリシジミ (6)ウ ラミスシジミ (7)ウ ラキンシジミ

(8)オ ナガシジミ
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〔マンサク〕            〔ォォャマザグラ〕

Fig■ ■.zephrus各種の産付位置

(1)ジ ョウザンミドリシジミ  2)ウ ラミスシジミ (3)ア イノミドリシジミ (4)ア ヵシジミ

⑤ウラナミアカシジミ (6)フ ジミドリシジミ (7)オ オミドリシジミ (8)エ ゾミドリシジミ

(9)ハ ヤシミドリンジミ  (10)ウ ラクロシジミ  (11)メ スアカ ミトリシジミ
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れている場合には,卵の寄生率が高い。ウラゴマダラシジミは,食樹イボタに産卵するが,イ ボタは,

かなり低地に分布し,したがって,こ の蝶の分布も低い方に多い。ウラクロシジミの食樹であるマンサ

クは,川べりの地に多く生育する植物である。したがって, この蝶は漢谷などに多く生息する。卵は,

体眠芽付近に 1卵ずつ産まれ,小さいが,害」合自く目立つので,発見採集は比較的容易な方である。し

かし,一カ所に多数まとめて産まれることがない。以上の Zephrus類 の産卵習性にっぃては 〔Table4〕

と 〔Fig lo～ Fig 13〕 に示した。

Table 4. Zephrus類 産卵習性一覧

種 類 主 な 食 樹 産  卵  位  置
の

さ

産

高 卵   数

ウラゴマダラシジミ

アカシジミ

ウラナ ミアカシジミ

ムモンアカシジミ

ウラキンシジミ

ミズイロオナガシジミ

ウスイロオナガシジミ

オナガシジミ

ウラミスシジミ

ウラクロシジミ

フジミドリシジミ

ウラジロミドリシジミ

オオミドリシジミ

ジョウザンミドリシジミ

エゾミドリシジミ

ハヤシミドリシジミ

ミドリシジミ

メスアカ ミドリシジミ

アイノミドリシジミ

イボタ

コナラ,ミ ズナラ

コナラ

クリ, ミズナラ

コバノトネ リコ

コナラ

カシワ,ミ ズナラ

オニグル ミ

コナラ

マンサク

ブナ

カシワ

コナラ

ミズナラ

ミズナラ

カシワ
リヽ～マ'ハ ン ノ キ
′ヽ ン ノ キ

オオヤマザクラ

ミズナラ

細枝,太枝,分岐点,幹上にかためて

細枝,大枝の芽の近 くに 1卵 ずつ

細枝に 1卵 ずつ

幹上や樹皮上に 1卵 ずつ

太枝や幹の割れ目や装,こ ぶの中にかためて

細枝,大枝,冬芽の基部に 1卵 ずつ

大枝や幹の割れ日, しわ,駿の中に数卵

枝上に 1～ 数卵ずつ

細枝の頂芽の間や基部に数卵

冬芽の基部に 1卵 ずつ

細枝の冬芽の付近に 1卵 ずつ

枝上や分岐点,幹の装に 1卵 ずつ

細枝の分岐点,幹より細枝の基部

冬芽の頂芽の中や,そ の基部に 1卵 ずつ

大枝の分岐点や幹の装に数卵ずつ

枝上や分岐点,冬芽の付近

枝上や太枝,あ るいは幹上に 1～数卵

大木のひこばえの枝に 1～数卵

高いミズナラの頂芽の間や基部

低

中

中

中

低

中

中

中

中

低

低

中

中

中

低

中

低

高

1～ 数10卵

1卵 ～数卵

1卵 ～数卵

1～ 数卵

1～ 数10卵

1～ 2卵

数卵～数10卵

1～ 数卵

1～ 4卵

1～ 2卵

1～ 2卵

1～ 数卵

1～ 数卵

1～ 2卵

数卵～数10卵

1～ 数卵

1～ 数10卵

1～ 3卵

1-3卵
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D,産  卵 に つ い て

Zephrus類 の多くは,ブナ科植物に産卵するが,そ のうち,ほ とんどの種類は, ミズナラ,カ シフ,

コナラ,ク ヌギに産卵する。コナラに主に産卵する種類は,オ オミドリ, アカシジミ,ウ ラナミアカシ

ジミ, ミズイロオナガシジミ,ウ ラミスシジミなどである。オオミドリシジミは,コ ナラの大木の幹か

ら出る貧弱なひこばえの基部や,そ の芽の付近,細枝の分岐点などに産卵する。アカシジミはコナラや

ミズナラ,カ シフ,ク ヌギ,と はとんどの種類に産卵するが,産卵位置は,一般に低いものと思われる。

母蝶は,産卵直後,付近のゴミ等を集め,卵の表面に付け,卵 をか くす習性がある為,卵の発見は困難に

なる。ウラナミアカシジミも, アカシジミと同様な産卵習性の為,発見 しにくい。ウラナミアカシジミ

は,通常 クヌギが主な食樹であるが,塩原ではクヌギが少ないので,コ ナラがこれに変わる。産卵の場

所は,両種とも,細枝 より頂芽付近に産卵されるが,ウ ラナミアカシジミの方が細枝を好む性質がある

様で,ま た,一般にアカシジミの方が芽の近 くに産卵されることが多ぃ。ムモンアカシジ ミの幼虫は,成

熟すると,ア ブラムシの一種,ク リオオアブラムシを主に食する。この為,母蝶はこのアプラムシの発生

するコナラを中心とする,1樹木の幹や太枝の樹皮や装に産卵する。 ミズイロオナガシジミも主にコナラ

の細校に産卵する。ウラミスシジミも,ほ とんどが,コ ナラの頂芽付近に産卵され,1卵から4卵 ぐらいか

ためて産まれることが多いが, 2卵 の場合が最も多い。この蝶は,コ ナラが大木の場合,オオミドリシ

ジ ミと同様に,高 さ 1～ 2mぐ らぃの所から出る,貧弱なひこばえに産卵されているので,発見は比較

的楽であるが,数は少ない。塩原では,過去,40卵 ぐらい採集 している。Zephrus類 中,卵の発見が最

も容易な種類は,ジ ョウザンミドリシジミであろう。この種は,小 さな ミズナラの頂 茅付近にもた くさん

産卵されているからで,こ れに比べ,同 じミズナラを食樹 とするエゾミドリシジミは産卵位置が太枝の

分岐点などである為,発見は容易でない。ウスイロオナガシジミは,1司 じミズナラでも,太枝や幹の割

れ日,装の中に 1～数卵かためて産み込まれ,そ の為,発見は一層困難である。アイノミドリシジミは ,

ジ ョウザンミドリシジミ同様, ミズナラの頂芽付近に産卵されるが,産卵位置がはるかに高いので採集

は困難になる。ハヤシミドリシジミとウラジロミドリは共にカシフの枝に産卵するが,両種とも,ほぼ

同様な所に産卵するので,両種の卵がきわめて接近 していることがある。ウスイロオナガシジミはカシ

フにも産卵する,ま た,ま れに,ウ ラミスシジミの卵 も頂芽に産まれていることがある。フジミドリシ

ジミの卵は,ブナの高さ5m以上の,か なり高所に産卵 されることが多く,卵は大きく目立ちゃすいが ,

枝の数が多いのと,産卵位置が高いので,採集は容易ではない。ブナ科植物以外を食樹 とする Zephrus類

で,ウ ラキンシジミは,コ パノトネリコに産卵するが,こ の種の卵は最も採集が困難な種類である。卵

は小さく,太枝や樹皮のさけめ,コ ブの中,装の中に,数卵ずつかためて産卵される。メスアカミドリ

シジミは,オ オヤマザクラ,ヤ マザクラの枝に産卵するが,近似種のアイノミドリシジミに比べ,産卵位

置がきわめて低 く,大木の根本などから出る,ひ こばえなどの細枝に多数の卵が産まれていることがあ り,

したがって,採集は容易な部類に入る。 ミドリシジミの卵は,ヤ マハンノキ,ハ ンノキに産卵されてい

る。ヤマハンノキは各所に分布が広い。通常,細枝や,やや太い枝に 1～数卵ずつ,細枝では腋芽付近

に,産卵されているが,時々,幹などに直接に,卵塊が見られることがある。このようにかためて産ま
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bll)

C

(I)ミ ズナラ,ブナ,サ グラを中心とする樹林 (新湯付近)

d
ヽ d

ヽ´
、ゝ

:´
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(1)カ シワを中心とする林 (キ ャンプ場付近)

Fig 8 Zephrus類成虫のテリトリーの位置

…アイノミドリシジミ,フ ジミドリシジミ

…エゾミドリシジミ,ウ スイロオナガシジ ミ

…ジョウザンミドリシジミ,メ スアカ ミドリシジ ミ

…ハヤシミドリシジミ,ウ ラジロ ミドリシジ ミ,ウ スイロオナガシジ ミ
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Chrysozephyrus smaragdinus '6 I Chrysozephyrus aurorinus $ $

Shirozua ionasi 3 ♀

Fig 6.

左i Antigius attitia 右 Antigius butleri

塩原 の ZephruS類 (1)

左上段より Orientalis,cOgnatus,iezoensis,ultramarinus

下段 同上 裏面 すべて 8

Fig 7. 塩原の Favonius属 4種 の比較
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Chrysozephyrus aurorinus ff

Araragi enthea 3

Fig 4

Japonica saepestriata $

USSuriana Stygiana ♀

塩原の Zephrus類 の生態

E Favonius saphirinus g
f Quercusia fujisana 6

ft Artopoetes pryeri g
fi Iratsume orsedice ff

左 Ussuriana 8 右 同 ♀ 裏面      左 Wagimo signata 3, 右 同 ♀

Fig 5. 塩原 の Zephrus類 (I)
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発生する所があるが,両種間のすみ分けは,今までの観察によると,一般にジ ョウザンミドリの方がエ

ゾミドリよりなわば りの位置が低い様である。その為に,ジ ョウザンミドリの方が採集されやすいので

はないかと考えられる 〔Fig 8〕 。エゾミドリシジミは,時々,発生地よりかなり離れた所で採集され

ることがある。同様にフジ ミドリシジミもそ うであるが,フ ジ ミドリの場合は飛翔力が弱い為,高いブ

ナの樹上を飛ぶので,時々強風に飛ばされてくる。エゾミドリの場合は,ど うも自から飛んでくる様で

ある。これは偶然に飛んで来たものか,あ るいは,テ リトリーの問題,分布の拡大との関係があるのか

どうかは未だわからない。

ミ ドリシジミ (Neozephyrus taxila japOnicus)

本種は Zcphrus類 中最も普通種であるが,塩原においては,かなり広い分布を示 し,特に他のZephrus

類とは特異な分布を示す所もある。これは,食樹,ヤ マハンノキ,ハ ンノキの分布によるもので,ハ ン

ノキ類は,水辺に多く生育するので, ミドリシジミも,河原,沼 のほとりなどに多い。主な産地 として

は,下塩原,中塩原,自戸,上塩原,新湯,上の原と分布は広い。卵ゃ幼虫も発見 しやすいが,幼虫の

野外における寄生率が高 く,幼虫を採集する時は若令幼虫の時の方が良い。幼虫は,若葉を綴って,そ

の中にひそむ習性は,ウ ラナミアカシジミに等 しい。発生期はあまり早 くなく,下塩原あた りでも7月

中旬 ぐらいからである。発生地は常に多数の個体を見る。

メ ス ア カ ミ ド リ シ ジ ミ (ChrySOZephyruS SmaragdinuS)〔 Fig 6〕 参 照

塩原には,本種は,かな り個体数多く,ま た,かなり低地にも分布する。サクラ類を食するが,塩原

では,ほ とんどオオヤマザクラを食す様である。発生期は意外に早 く,中塩原あた りでは, 7月 初旬ご

ろであ り, 7月 上旬に多い。主な発生地は,下塩原,塩 ノ湯 ,中塩原,中塩原～新湯間の日塩道路ぞい

などであろうが,ハ ヤシミドリシジ ミの様に乾燥 した所には全 くいない。 どちらかと言えば,漢谷地帯

の様な所に多い。本種の雄は,発生地の近 くにテリトリーを持ち, 日中,テ リトリーの保持の行動を見

せる。

ア イ ノ ミ ド リ シ ジ ミ (ChrySOZephyruS aurOrinuS)〔 Fig 6〕 参 照

本種は,塩原では個体数少ない種で,かつ分布も狭い。主な発生地は,新湯付近を中心とし,富士山

周辺,新湯温泉近 くの日塩道路などである。本種も同様に乾燥地には少 くない。発生は前種よりやや遅

く, 7月 上旬頃からである。本種の活動は午前中で早 く,前種の活動が始まる10時 ごろには,本種の活

動は終る。卵は産卵位置が高ぃので,採集 しに くい。本種は新湯 より自滝までの日塩道路沿いでは,や

や多い。
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の形態も,葉の基部などにかくれるのには都合が良い保護色をしている。発生は,他の Zephrus類 に

比しても早い方でなく, 7月 中旬からで,成虫は,夕方,i樹上を活発に飛びまわる。

ウラクロシジミ (IratSume OrSedice)〔 Fig 5〕 参照

本種の食樹はマンサクであるが,塩原では,マ ンサクは,川にそった様な所に多 く生育 し, したがっ

て,本種の分布も,漢流地であることが多い。発生地には割合多くの個体を見ることができる。活動が

主に夕方なのと,発生期が早いので,見落されがちである。卵は,1冬芽の付近に一卵ずつ産まれている

が,自 く,割に目立っので発見は容易な方である。採卵には一種のコツが必要であり,そ のコツをつか

むまでなかなか発見出来ないことがある。幼虫は葉裏の葉脈にそって付いているが,食痕が残 っている

ので見つけやすい。塩原のおもな産地としては意外な所も多く,例えば塩ノ,湯ゃ,自湯,千人風呂,古

町,中塩原,上塩原などと低い方に分布が見られるが, 日塩道路沿線,新湯付近にも見られる。

フジミ ドリシジミ (QuerCuSia fuliSana)〔 Fig 5〕 参照

本種は塩原産 ZephruS類 中最も数が少ないものと思われ,ま た分布も食樹 ブナのある所 と局限され

ている。塩原では,一 カ所,新湯近 くの日塩道路際で採集,日 撃されているが,そ こは非常に狭い範囲

の所である。発生は高所 (標高 900m)に しては,意外に早 く, 6月 下旬には,すでに雄の大部分が発

生 している様で, 7月 に入ると雄はもう新鮮な個体は見られないが,雌は 7月 に入ってから発生する様

で,そ の為,かっての採集例は雌が多い。卵 もこの付近より発見 したが,産卵位置が高い為,採集は容

易でなかった。また,新湯より奥では,自滝付近が産地として知 られている。

FavO■1lus属 (オ オミドリ。ジョウザンミドリ・エ ゾミ ドリ・ハヤシミ ドリ・ ウラ ジロ ミ ドリシジ

ミ)5種  〔Fig 7と 5〕 参照

塩原では FavOnius属 には 5種が確認され,ク ロミドリシジミ, ヒロオビミドリシジ ミの 2種は生息

しない。 5種の内,最 も個体数の多い種類は,シ ョウザンミドリとハヤシミドリである。両種は, ミズ

ナラ林とカシフ林には,多産する。逆に,オ オミドリとエゾミドリは, どちらも個体数は多くない。オ

オ ミドリの食樹はコナラの場合が多く,そ の為,カ シフ, ミズナラ林には少ない。また,エ ゾミドリは

ハヤシミドリの様にカシフに付 くことは,ほ とんどなく,多 くは, ミズナラの純林に発生している。ウ

ラジロミドリはハヤシミドリと同様に,高原の乾燥 した草原などに,所々に生える小さなカシフに多く

発生し,ミ ズナラを中心とする樹林中に所々に生えるカシフなどには少ない。これは,両種とも乾燥 した

明るい環境を好む性質があると考えられる。エゾ ミドリとハヤシミドリとは,非常に近似種であるが ,

このょうに両種の間には,生態面においては,完全にすみ分けられている。塩原ではカシフよリエゾミ

ドリシジミの越冬卵を採集 した記録はほとんどなぃ。 Favonius属は一般に強い飛翔力を有するものが

多く, 雄は強いなわば り意識を持ち, 発生地に近い日だまりなどに, ある広さのテリトリー (なわば

り)を持って,時々,付近を活発に飛びまわって,他の侵入者を追いはらう排除行動を示す。この行動

を見せる時間は,種類により異なり,正午を中心とし,午前と午後の 2っ の型に分けられる様である。

しかし,夕 方になり薄 ぐらくなると,こ れらのテリトリーを離れ,一斉に飛び立ち,樹上を活発に飛び

まわ り,雌をさがし当てると交尾に入る。ジ ョウザンミドリとエブミドリは同様なミズナラ樹林中にも
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この種の発生する木は特定のアリがいるので慣れるとす ぐわかる様になる。

ウラキンシジミ (USSuriana Stygiana)〔 Fig 4と 5〕 参照

本種はトネリコ,コ パノトネリコを食する為,他 の Zephrusと は,多少分布が異なる。特に,明 る

い乾燥した, ミズナラ,カ シフ林には,全く産しない。むしろ,暗い潤葉樹林中を好んで生息する様で

ある。塩原では個体数は少なく,かって,採集,観察された例も多くない。しかし,本種は活動が不活

発で目立たない為,案外見落されているのかもしれない。卵は食樹の幹の割目や襲,枯れた食樹の枝の

うつろの中等に産みこまれる為,き わめて発見が困難である。幼虫は逆に,食樹の葉の表面,中央部付

近に静止する性質がある為,発見しやすい。かって,卵では採集数が少ないが,幼虫はかなりの個体数

を採集した。主な産地は,新湯付近を中心に分布し,新湯富士山周辺,中塩原～新湯間の日塩道路付近

で採集できる。発生はやや遅 く7月 中旬に多い。

ミズイロオナガシジミ (Antigius attilia)〔 Fig 6と 9〕 参照

最も普遍的な種である本種は,塩原では,数 も多く,かつ分布も広 く,下塩原,上塩原,奥塩原とは

とんどの地域に分布している。食樹は主にコナラであるが, ミズラナでも卵を発見できる。卵は割合目

立っので発見し易い。また,幼虫は,葉表に静止する性質があるので,ア カシジミ同様,たたき網でも

採集できる。

ウスイロオナガシジミ (Antigius butleri)〔 Fig 6と 9〕 参照

本種は,カ シフ, ミズナラのみを食する種類であるが,発生地には割合多くの個体が見られることが

ある。主な産地は,中塩原自戸付近,中塩原～奥塩原の日塩道路間,新湯キャンプ場付近,八郎牧場,

上 ノ原,上塩原～元湯間などである。卵は,食樹の樹皮ゃひだのわれ目等の奥に数個ずつかためて産卵

される為,発見は容易でない。しかし幼虫の場合, ミズイロオナガ同様,葉表に静止しているので,割

合,発見しやすい。また, ミズイロオナガシジミ同様,たたき網で採集できる。発生は7月 初旬からで

あるが,中旬が最盛期である。異常型 〔Fig 9〕 参照

オナガシジミ (Araragi enthea)〔 Fig 4〕 参照

塩原では,ク ルミの本があれば,ほ とんど例外なく発生している。発生は,ム モンアカシジミに次い

で遅 く, 7月 下旬ごろから, 8月 上旬ごろで,発生地には多くの個体が見られる。クル ミの木より遠く

離れることなく,したがって,案外見落されがちである。夕方になると,一斉に活動を開始し,ク ル ミ

の樹木を活発に飛びまわる。時々,コ ウゾの実などにおとずれている個体を観察したことがある。卵は,

主にオニグル ミの枝に産まれ,枝数が少ないのと,卵が割合に自く目立つので発見しやすい。

ウラミスシジミ (WagimO Signata)〔 Fig 5〕 参照

これまでに発見した越冬卵は,ほ とんどコナラで採集した。その他の産卵例としては, 2例に,ク ヌ

ギとカシフとがあるが,塩原ではヨナラ以外に付くことはまれな様である。塩原には,コ ナラは,かな

り普遍的に分布し,したがって,本種の分布もかなり広 く,各所より越冬卵を採集した。コナラが大木

の場合でも,高さ 1～ 2mぐ らいの幹からでる,貧弱なひこばえの芽に卵が付いていることが多い。卵

は広 く分布していても,成虫の個体数は少なく, 1カ 所に多数発生することはない。しかし,新湯～元

湯間の道では多くの個体を見たことがあった。幼虫は,Zephrus類中,最 も特異な形をしているが,こ
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C.塩 原における ZePhruS類各種について (生態 )

ウラゴマダラシジミ (ArtOpoetes pryei)〔 Fig 5〕 参照

本種もウラキンシジミ同様,他 の Zephrus類 とは食樹が異なる為,分布も多少異なる。食樹のイボ

タはかなり低地にも分布し,ま た,明 るく開けた所に生育する関係上,一般にウラゴマダラシジミは ,

低地の明るい林外で見られることが多い。塩原では,下塩原,中塩原,上塩原付近に発生地が多い。発

生期は,ZephruS類中では,最 も早い部類に入 り, 6月 中旬より発生し, 7月 上旬までで,下塩原,中

塩原では 7月 初旬に多い。活動は Zephrus類 中ではゆるやかで,林縁に沿・ってゆるやかに飛ぶ雄を見

る。活動が活発になるのは,夕方や曇 りの日が多い。卵・幼虫・蛹はいずれも食樹が小さいのと,ま た ,

割合に目立ちやすいので,発見は容易である。

アカシジミ (JapOnica Japonicalutea)

塩原では一般に個体数はあまり多くないが,分布は,やや広 く,特に中塩原付近には発生地が多い。

中塩原～新湯間の日塩道路沿い,八郎牧場,新湯キャンプ場,元湯温泉口付近,上 ノ原付近に連続して

分布している。発生期は, 6月 下旬から7月 上旬ごろで,個体数が最も多いのは, 7月 中旬ごろまでで

ある。八郎牧場あた りに発生するものは,カ シフを食樹 とする為か,大きな個体のものが発生する。卵

は母蝶がゴミ等でおおってしまう為,き わめて発見しにくい。今まで,卵を発見した食樹はおもにコナ

ラであるが, ミズナラやカシフからも発見したことがある。本種は卵では発見が困難であるが,幼虫で

は,たたき網で採集し易い。 5月 下旬ごろ終令幼虫をカシフとコナラで採集したことがある。

ウラナミアカシジミ (JapOniCa SaepeStriata)〔 Fig 4〕 参照

分布は,ア カシジミに比べ局地性強 く,ア カシジミが産する所でも,本種は産しない所も多い。産地

は,中塩原自戸付近,新湯キャンプ場付近,八郎牧場に産する。平地では,ク ヌギを食樹 とする場合が

多いが,塩原には,ク ヌギが少なぃので,主な食樹はヨナラであると思われる。卵は,ア カシジミより

一層発見しにくい。幼虫は,ア カシジミの様に,たたき網で採集できるが,中令以後の幼虫には造巣性

がある為,落ちにくくなる。発生期はアカシジミよりおそ く, 7月 上,中旬より発生する。また,本種

は一般に,一カ所に多数発生する傾向が強い。

ム モ ン ア カ シ ジ ミ (ShirOZua jOnaSi)〔 Fig 6〕 参 照

本種は,日 本産 ZephruS中 ,最 も発生の遅い種類で,塩原では, 7月 下旬より8月 上旬ごろに発生す

るが,数が多くなるのは 8月 中旬ごろである。きわめて局地的に発生し,食樹より遠 く離れることがな

い。産地として有名な所は,八郎牧場,新湯付近, 日塩道路沿線,中塩原自戸付近などである。本種の

幼虫は, アブラムシの一種を食するので有名であるが,年によって個体数の増減がはげしぃのは,こ の

アブラムシの発生量と関係するものと思われる。このアブラムシは通常ナラ科植物に付 くクリオオアブ

ラムシで,そ の為,本種が発生する樹種はクリ,コ ナラ, ミズナラ,カ シワが多いが,塩原では,カ エ

デの一種より発生した本種を数頭採集したことがある。 (1962.8.11.2♀ .1♂ )卵はチ ョコレート

色を呈し,ア ブラムシの多い食樹の太い幹,樹皮に産卵する。幼虫は,幹や枝上にいて主にアブラムシ

を食すが,多数のアリがつきまとい,そ の為,発見し易い。成虫は,昼間はきわめて不活発であるが ,

曇 りの日や,夕方になると,交尾の為,活発に樹上を飛びまわっている多数の個体を見ることがある。
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Table 2.塩原における Zephrus類成虫発生期一覧
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月

一一中
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Table 3.下 塩原～新湯間の日塩道路の Zephrus類垂直分布 (点線部は未調査)



B.分  布 (水平分布,垂直分布)

成虫の採集や目撃,お よび幼虫の採集,越冬卵の採集などによって調査した結果,塩原におけるZep_

hrus類 の分布図は 〔Fig 2〕 の様になり,ま た,中塩原～奥塩原間の日塩道路における 〔Fig 3〕 Zep‐

hruS類各種の垂直分布表は 〔Table 3〕 の様になった。塩原で最も広い分布を示す Zephrus類は,オ

オ ミドリシジミ, ミズイロオナガシジミ,ア カシジミ,ウ ラミスシジミなどであるが,こ れ らの種は ,

かならずしも個体数は多くない。これ らはいずれも食樹の一っがコナラで,コ ナラの分布が広いのと一

致している。その中でも,ウ ラミスシジミは成虫の数は少ないが,越冬卵の分布はかなり広いことがわ

かった。反対に,き わめて分布の局地性が強い種では,ム モンアカシジミとフジミドリシジミである。

また,分布がかぎられた種では,ハ ヤシミドリシジミ,ウ ラジロミドリシジミ,オ ナガシジミ,な ど

で,ハ ヤシ・ ウラジロの 2種はカシフの分布と一致し,オ ナガシジ ミはオニグル ミのある所にしか分布

しない。また垂直分布では,フ ジミドリシジミとアイノ ミドリシジ ミの 2種が高い分布を示す。この両

種は,標高 900m以上に分布する。フジ ミドリシジ ミの分布は食樹ブナの分布と関係が深いものと考え

られるが,標高 400mぐ らいの所にもブナがある所があるが,そ こでは採集記録がない。反対に垂直分

布の低い種類では,オ オ ミドリシジミ, ミドリシジミ,ウ ラゴマダラシジ ミ, アカシジミ,ウ ラナミア

カシジミ,オ ナガシジ ミ, ミズイロオナガシジミなど,こ れ らも食樹の分布と関係が深いものと考えら

れる。

例えば,ウ ラゴマダラシジミの場合はイボタ,オ ナガシジミはクル ミ, ミドリシジミはハンノキ,オ

オ ミドリ,ア カシジミ,ウ ラナミアカシジミ, ミズイロオナガシジミのコナラと言 うように,こ れ らの

食樹はいずれも低地に分布しているからである。塩原におけるZephrus各種のおもな分布地名を挙げる

ならば,下塩原より,塩 ノ湯 付近,甘湯付近,須巻付近,古町,古町～上ノ原間,源三穴付近,中塩原

では,逆杉付近,本 ノ葉石付近,シ ラン沢付近,松 ノ木平,自戸付近,日 留ケ岳登山道付近,日 塩道路

沿線の各所,焼地畑,奥塩原では,新湯温泉付近,富士山 (フ ジヤマ)付近一帯,前黒スキー場,新湯

キャンプ場付近,上ノ原,大沼畔,新湯～元湯間,八郎牧場一帯,上塩原では,上塩原～元湯間の道路

沿いの各地,元湯温泉付近,な どである,なお新湯より奥の日塩道路ぞいの自滝までと,塩ノ湯～八方

ガ原間でも発生が見 られる。

1,2001n

〔キヤンプ場 〕

富士 〔新湯〕 1,000m
(1184- ) 携

)

〔八郎牧場〕

800m

〔中塩原〕
600m

Fig 3. Zephrus類 の垂直分布調査区域

〔
前

黒

山

〕
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が,幼虫は発見しやすぃ。 ムモンアカシジミの分布は最も局地的で, アブラムシの一種が発生する樹木

とその付近にのみ発見できる。オナガシジミはムモンアカシジミ同様,発生が遅 く,多 くは 8月 に入っ

てからである。 ミズイロオナガシジミは,分布・個体数共に普通種で裏面の黒帯が著 しく広いものも見

られる。ウラクロシジミは,塩原では食樹のマンサクはかなり広い分布を示し,したがって,そ の分布

は広い。ハンノキを食樹とする ミドリシジミとイボタを食樹とするウラゴマダラシジミは,他 のZephrus

類とは大分異なった分布を示し, この二種とも塩原では,かなり低い方に分布している。

また,コ ナラを主に食樹としているオオ ミドリシジミは,個体数多くなく,どちらかと言えば,低い

方に分布している。アイノ ミドリシジミの近似種のメスァカミドリシジミも他のZephrusの 類とは,食

樹が変わっていて,サ クラ類を食樹とする為,分布や発生期も多少違っている。特に発生期は比較的早

く, 7月 上旬からである。Zephrus類の発生期につぃては 〔Table 2〕 に示した。なお塩原に産 しない ,

Zephrusは ,南方系の ChrySOZephyruS属 のキ リシマ ミドリ, ヒサマツ ミドリシジミと東北地方に産

する,チ ョウセンアカシジミと, Favonius属 のクロ ミドリシジミとヒロォビミドリシジミの合計 5種

である。

Table l′ 塩原産 ZephruS類 注)個体数……◎多い ○普通 △少ない ◎ ×きわめて少ない

N。 . 種 名 名千Π 備考 (個体数 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Artopoetes pryeri
Japonica lutea
Japonica saepestriata
Shirozua jonasi

Ussuriana stygiana
Antigius attilia
Antigius butleri
Araragi enthea

Wagimo signata
Iratsume orsedice
Quercusia fujisana
Favonius saphirinus
Favonius orientalis
Favonius cognatus
Favonius jezoensis

Favonius ultramarinus hayashii
Neozephyrus taxila japonicus

Chrysozephyrus smaragdinus
Chrysozephyrus aurorinus

ウラゴマグラシジミ

アカシジミ

ウラナ ミアカシジミ

ムモンアカシジミ

ウラキンシジミ

ミズイロオナガンジミ

ウスイロオナガシジミ

オナガシジミ

ウラミスシジミ

ウラクロシジミ

フジミドリシジミ

ウラジロミドリシジミ

オオ ミドリシジミ

ジョウザンミドリシジミ

エゾミドリシジミ

ハヤシミドリシジミ

ミドリシジミ

メスアカミドリシジミ

アイノミドリシジミ

○

○

○

△

×

◎

○

◎

△

〇

×

○

△

◎

○

◎

◎

◎

×
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た。調査内容としては,主に,成虫の分布や生態(発生期・ テリトリー)お よび,幼虫の生態,産卵習性

(食樹との関係)な どを調査研究した。なお幼虫の飼育には,シ ャーレを使用し,室内条件で飼育した。

1.調 査  記  録

A.塩 原の ZcPLrus類 全般について (種類 。発生期 。生態)

日本に産するZephrus類 ,13属 ,24種中,塩原には,12属 ,19種 類の Zephrus類 を産する〔Table l〕参照,

塩原における

ZephruS類 の分布            N
は,奥塩原 。中塩

原 。上塩原 。下塩

原の上部の方で ,

や や西 方 に かた

よった分布を示 し

て い る。成 虫 の

発生期は, 6月 下

旬より8月 上旬ご

ろで,最 も発生の

早い Zephrus 類

はウラゴマダラシ

ジミとフジミドリ

シジミである。フ

ジ ミドリは意外に

発生が早 く, 7月

に入ると,雄はか

なり破損している

ものが多いので ,

ェ術 ′、⌒砕 )。 r         Fig■ .塩 原 の 位 置
ノ(首1ヽ

`刀

‐`υフム臣マよ, 0

月下旬には,すでに発生しているものと思われる。発生期の最も遅い種類は,ム モンアカシジミである。

本種は 8月 に入 らないと多くの個体を見ることができない。アイノミドリシジミは,個体数が少なく,

その上, ミズナラの大木の上部を飛び,下へは降 りてくることが少ないので,採集が困難な種類である。

ハャシ ミドリシジミ,ウ ラジロミドリシジミ,ウ スイロオナガシジミの 3種は,カ シフの林に混生して

いるが,そのうち,ウ スイロオナガシジミは ミズナラ林にも多い。ウラミスシジミは,分布が広いが ,

個体数は少ない。アカシジミ,ウ ラナミアカシジミは共に普通種であるが,ア カシジ ミはやや個体数少

なく,ま た,ウ ラナミアカシジ ミは,そ の分布がやや局地的である。ウラオンシジ ミはその数は少ない
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塩原産 ZephruS類の分布とその生態について

清 棲 保 之

I.緒 =

塩原は,筆者が,か って20年間あまり,生活していた所である。この間,約10年間にわた り,種々の

昆虫類について調査して来た。昆虫類のなかでも,特に, 蝶類に ついては,成 虫の採集や 観察をは じ

め,卵から成虫までの飼育を,塩原産の蝶については,ほ とんどの種類にわたって行なった。今回の研

究は,1963年 から,1973年までの,こ れ らの記録を整理 し,蝶類のうち,特に,そ の生活史など,生態

面でも興味深い,通称 Zephrus(ゼ フィルス)と 呼ばれるシジミチ ョウ科の 1グループの調査記録をま

とめてみた。Zephrusと は,年に一度,初夏の 6月 頃から8月 にかけて発生する, ミドリシジミ類を代

表 とする種類の総称であるが,こ れらのlI業 の特徴は,そ の特有な生活史にある。主に,ブナ科植物に産

卵された卵は,翌年,冬芽も成長を始める 4月 頃になると,幼虫が孵化する。幼虫は,ただちに新芽に

食入 り,そ の後も若葉を食べて成長する。 5月 ～ 6月 頃には,蛹化し,そ の後,約 2～ 3週間ほどで ,

成虫が羽化 し,濶葉樹林を活発に飛び回る。交尾を終えた母蝶は,やがて,食樹の冬芽,小枝,幹など

に 1卵～数10卵産卵する。越冬卵には,美 しい幾何学的模様や,大小の突起があ り,それ らの特徴によ

り,何の種の卵であるか判定することができる。なお,当研究に際して,色々な面で協力して くれた ,

父 (幸保)に対 し,厚 く御礼申し上げる。

Ⅱ.調査地域及び調査方法

塩原は,栃木県の北部に位置し,近 くには有名な那須がある。南西には,標高 1,795mの 高原山がそ

びえ,北は標高 1,848mの 日留ケ岳など,多 くの山々に囲まれた,標高400m～ 1,200mに わたる地域であ

る 〔Fig l〕 。高原山は那須火山帯系の一部で,そ の為,山 のふもと塩原は,各所に温泉が噴 出す る

ので,温泉地としても知られている。また,そ の山々より流れ出た川は,各所に漢谷を作っている。塩

原の中心は,下流には,那須野ガ原を流れ,那珂川にそそぐ,等川にそった地域である。この辺 リー帯

は,かって,高原山の噴火によって等川がせき止められてできた,湖の湖底であった所である。やがて,

湖岸の一部が,ふっ切れ,湖の水が流れ出し,そ の土砂の為,下流に大きな扇状地を作 り出した。それ

が現在の那須野ガ原の一部であるが,そ の起点は現在の関谷地区である。関谷から上部では,漢谷がき

わめて深くなっている,こ れは,そ の地質上の歴史を物語っている。Zephrus類 の分布は,塩原では,

西部にかたよって分布している。その理由の一つと考えられることに,地形の関係や彼らの食樹の一っ

である, ミズナラ,カ シフが排水性の良い酸性の強い土壌に多く生育する為であろうと考えられる。そ

の為,調査地域も,高原山のふもと近くの奥塩原,上塩原,中塩原,下塩原の上部と,大部分は塩原の

西よりの地を中心に調査している。調査は,夏期の6月 下旬より8月 下旬頃は,成虫の観察,お よび採

集,写真撮影を行なった。秋期の9月 頃より冬期の2月 頃までの間は,越冬卵の採集や調査,ま た,春

期の 3月 下旬頃より初夏の6月 上旬頃までは,野外の幼虫の観察ゃ採集,お よび,幼虫の飼育を行なっ
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) 51   52   53   54 57   50 60

第18図 -4 1:G:子速軸対称ノズル N=3,M=10

70

第 18隊|-5 超音速軸対称 ノズル N・・ 3,M言 10

第19図は点検のためQ:R曲 線を画い

たものである。此等の曲線はスムーズで

あるから今迄より正確な結果が期待され

る。

9お わ り に

今回の研究において,教科書内の一項

目が意外に深い領域に迄発展することが

示されたと思 う。此の計算ではπ=3の
場合を示したにすぎないが,π =4及び

5の場合と比較する必要のあることが今

迄の計算の結果に出て来ている。ノズル

設計に一資料を提供し得るものと考える。

本研究において青山学院大学理工学部

教授岡本哲史博士から色 の々指導を受け

叉同グループ諸君から計算等援助を受け

た。此等の諸氏並びに深い理解を示して

下さった独協学園諸氏に心からの感謝を

捧げるものである。
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従 って

sln ( sin rr, +sin )
10g2 (64)RC3=RA+

sin μ▲ μ

上と同様に

/

従 って

,Fを通る特性曲線に対 しては

) 4(v*o):':litaHf (r'bsr),.

QC8=Q● + sin dr(sin r, * sin t", )
log 2 (65)

面市扇葛面で再可

方程式 (60,G3),(60及び (65)か ら軸対称ノズルを通る超音速流の図が「Mem PrOceare」 法に

よって得られる。

第18図は軸対称ノズル (れ =R/力 =3)を通る超音速流の特性曲線を示す。

2    3    4 6    7   3    9 0   11   12   13   14   :5   16   17

第18図 -1 超 音速軸対称ノズル N=3,M=lo

~  :8   ,9  20  21   22  23   24  25  26  27  28  29  30  31   32  53  34  35

第18図 -2 超音速軸対称ノズル N=3,M=10

5  36  37  30  39  40  41 42  43  44 47 52  53

',18図

‐(3 超 青速軸対称 ノズル Nr3,M=10
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sinθ ,sin μ,sin(θ +μ )及び sin(θ ―μ)の値はAと C及び Bと Cに おける値 (但 しCに お

ける値は二次元の値でおき換えることが出来ると仮定す る )の 平均の値に近似的に等 しいとおくこ

とが出来る。従 って

sin +sin Si■θA+S in■2
2

(ν
~θ )c~(ν ~θ )A=

sin(θ +μ ) +sin(θ +μ )

log
r二

」L
ri

2

sind" 十 sin θc,

2

sin/, * sint.,
2

⑩
　
　
　
　
③(ν +θ ).― (ν +θ )B=

sin(θ ―μ)B+sin(θ 一μ).2

.   r´ .
:′■,__二

`_^~。
 rB

2

軸から離れた点における l r02/rA I及 び l rC2/・BIの値は特性曲線の特性により対称軸の近 くに

おける値より小 さい。60及び 6つ においては右辺は微分の形であって,軸の近 くの値の変化の程

度が軸より遠い処のそれよりも大きいことを示 している。

リーマ ンの定数Q=ノ 十θ及び R=ν ―θ だから(58)及び (59)は

2

R喘 =ゝ 十

QC8=QB+

.    1.。
log_二=ヽ~  r.

sin μ▲* sin t.,
2

s lln 十 μ * sin
2

.望型生主_塾望望.

2 GD
十 μ

a対 称軸 近 傍 に お け る補 正 項

対称軸近傍では l rC2/r■ 1及び lrc2/rB Iの値は無限

に大きくなるが,特性曲線は有限の角を持っている。

Fer● 1° は第17図に示すように中点を通る特性曲線

を引く方法によって近似値を得る方程式を導いた。筆

者はこの方法を第17図のように1l Bと Cと の間の中点

Fに 適用した。

Eを通る特性曲線に対しては

sin 0* sinμ .

SittL与豊L・
Sin(θ ~μ )3+Sin(θ ~μ

)● 2

2

sin(θ +μ ).c
(ZLog r).c

sin * sin d"

_」|:|_1里 :_1111::2_。 _::111_11:IL_」 :!:l_::」 :ll_」:1■ 2__

2          2
Sin μA 十 sin(θ+μ )c2

rr。
log__ニユ

ー  rB
(63)

A B

_1lC a(ν一θ)==

rC2/r'≒ 2と なるから

C
第 17図

1          1

サ(ν
~θ

)● 3=t(ν ~θ )A+

-47-
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∂η/∂S=1たos μ,∂ π/∂S=tan μ だか ら方程式 CDは

c嵩 %=讐 +tan μ併
ξに沿ってはηの場合と同様に

1  ∂∫  ∂ノ      ∂/
c377可 =可 ~tmμ

 π

60と Gう の関係式のように方程式(49と〈りは

０
　
　
　
０
　
　
　
０
　
　
０

∂(ν +θ )      ∂ (ν +θ )      sin θ
――_― ― tan μ ―――

=―
―一 =tal μ

―
σD           σ′レ           r

第15図から方程式G)と 63)′ とは次のように書くことができる。

∂
奏劣手2=sin μギ (第 1群)0

∂(ν ―θ)

S

∂(ν +θ )     sin θ~~T~=Sin μ~T~~

∂(ν 一θ)       sin θ
十 tm μ一―

雨万――=ta μ一丁
~

B

(第 2群 ) (55)

¬u

バ

ス ノズルを通過する流れへの適用

第15図のようにノズルを通る流れのA叉はBを通る特

性曲線 η及び どが点 Cで交わるとすると,第 16図のよう

に ,

″学■■′ヾ   」′_
以げ αS~cos(θ

―μ)

=4 sin( d*p ) r

r
iB

第 15図

"ic

_去x is___上

68)

(59)

己η=
cos ( d*rr

方程式(50,(5Dを Bか らC又はAか らC迄積分すると

["a{r-o ): I: sindsina da
∞s(θ +μ ) r

66)

√℃ (ν +θ )==.fC_l:き
{_7予彗),_型

堕L (57)          第16図

第16図によれ ざ α″/r=(α″/ar)(ar/r)であり (Z″/Zr)AC=∞t(θ +μ )叉 (Z″/4rkC

=cot(θ ―μ)だか ら

ル(ν―θ)=イCttf癬
号COt(θ +μ )+

sind sin p dr

B

sin d sin rr

;o.(dr1tf a{v+o ): I' cot(o-tt) dr
t

=毛
sind sinp dt
;inI7:7t r
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cOt2 μ  ∂9

9   ∂S

渦な し流に対 しては

∂9     ∂θ   ^.
覇扇「

~9万
τ=U~

方程式(0の両辺に tan μを掛けると

12:・

・ 暴
,一 tan μ響

・=tan μ

方程力(eは

C望

1生 鮮
一 COtμ

I≒←
=0

cOt μ ∂9    ∂ν~丁~万 =~所

「

'

と00′ とは

∂ν
…
フζ

~ta μ

n4      ハ

_ニ ニ __里 nJ
υ7●     r

cOt μ ∂9   ∂ν

9  ∂S~∂ S

sin θ

r

０

０

０

０

(但 しνは プラントルーメーヤー関数 )と お くとo′

∂θ

∂π
sin θ

==tan μ
―

０
　
　
　
０
　
　
　
０
　
　
　
０

r

~言 +tm μ面 =0
(4つ と(0を加えあわせると

(発 ―讐)+tm μ(井 ―併)=ta μ二::半

(4つから(0を引くと
(警 +等 )一 tm μ(併 +井 )=tm μ半■

第13図に示すように流線 Sの一点Pを通る特性曲線η(第

1群 )の一つが大きさ9の速度の方向となす角をμとし,も

う一つの特性曲線ξ(第 2群 )が 9と のなす角を一μ, 9の

方向が対称軸となす角をθ,9に対する垂線をπとする。こ

こで /S,Zη ,′ξを第14図に従ってS, η,ξ の微小成分

とすると,/=/(η ,ξ ), 但 しη=9(S,■ )及びξ=9
(S,ル )であるから

4′ ==|:`:Zη +―斧Zξ

となり

ηに沿っては

Zノ =
第 14図

ヘ

q

S
畑

F

第 13図

B

弓::Zη となり
∂ノ ∂η   ∂ノ 1 ∂ノ ∂π

可 可 =可 十π 再

・
Ｐ

P
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で得 られたもの

と似ている。

π = 3

第 2篇

6ノ ズルを

瀬過する

超音速流

1を ノズルを通る流線上の点P
において超音速をもつ定常ポテン

シャル流の速度ベクトル,ρ を密

度とすると,オ イラーの方程式は 1  1  1
姦 蒻 フz「

_警 =ρα≒
7

ι夕Z

(36｀

Pq 2r:kc,r$t8
により

・  ∂9

÷黎+十 誌 ´

+井等+÷キ=0
但しrは軸からの距離,π はSに対する垂線を意味する。

第11図から∂r/∂S=sin θ,だから方程式0は

1 ∂ρ . 1 ∂9 . 1 ∂/π  . sin θ
万再

十
丁函言

'7;戸
丁

十‐
可
~

①を書きかえると

∂9     1 ∂ρ
9可|=~~万

可

ム
К
）

咽
才

第
　
　
　
″

q+『■
ム●

0
ゝ
S

０

・０

０

０

０

Vgttan
＼ V 1

Ｆ

Ｉ
‥

そ してこの式は次のように書きかえられる

∂9     1 ∂P ∂ρ    α2

903‐ =~7フ
アフ

‐
了

=~ラ~

これより次の式が得られる。

9 ∂9   1 ∂ρ~7函 =7再
これを方程式

“

)の第 1項に代入すると

^  9
σρ 第 10図

一
Ｓ

一∂

第 11図

′
―

ヽ

92 、∂9 . ∂θ     Sin θ
:1:ノ 可

十
可

=― 一
「

一
9

が得 られる。

第12図か らg/α =1/sin μだか ら

÷(1-覇れ)暴 +
∂θ   sin θ
δ万=:~~T~~

r/カ / % %
″/カ

θ=1
④O 0.00169 0.03734 0.06977 0.09263 0.10124

◎◎ -0.00169 一Q03734 -0.06977 -0.09263 -0.10しИ

″/カ

θE=1.1769

④◎ 0.22239 0.28759 0.35001 0.39733 0.41567

◎◎ -0.22239 -0.28759 -0.35001 -0.39733 -0.41567

%
π=4
=J
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境界条件

"鍬

卜=ta χ
のように書 くことが出来る場合には表 (2),(3)及 び第 6図 を得た と同様の方法で α

l・

こ/ん 及び r/ん の値 を示す処の表 (4)及び(5)及び第 8図が得 られる。

表 4  軸対称スロー トを通る音速面及び等速面の座標

m

・・・・・・ζ6ん
3,

π = 5

π = 4

π = 3

α
l

α
2ん 鳥ん α

3ん
2

鳥ヵ2 α413 4ん
3 ′ ■3｀6′

`

③ +0.95887 +0.21358 -0.01038 ―
+‐ 0.02138 +0.10654 +0.12213 十o.05“0 ―+-0.00519

◎ +0.95887 -0.21358 十o.01038 十 o.02138 +0.1(X54 -0.12213 -0.05∞0 ― o.(X)519

◎ -0.95887 +0.21(b8 -0.01038 -0.02138 -0.10654 ―|-0.12213 +0.05080 +0.00519

◎ -0.95887 -0.21358 +0.01038 -0.02138 -0.1(X湯 4 -0.12213 -0.05080 -0.00519

α
l

α2カ ん あ α3ん
2

鳥 ヵ2 α
4た

3
ぇん3 ′ ■3

④ 十 o.89640 +0.2(К)52 -0.02960 +0.02134 +0.IB06 +0.05546 +0.07697 +0.014Ю

◎ +0.89(40 -0.26052 +0.0[D60 +0.02134 +0.12806 -0.05546 -0.07697 -0.01480

◎ -0.89640 ―+-0.26052 -0.02960 -0.02134 -0.12306 +0.05546 +0.07∝η +0.Opβ0

◎ -0.89640 -0.2α )52 十o.02960 -0.02134 -0.1乏B06 +0.05546 -0.07697 -0.01480

α
l

α
2ん る ん %ん

2
名ヵ2

%ヵ
3 ぇヵ3 ′ 23

④ +0.93954 +029890 -0.02059 +0.α治64 +0.05978 -0.05057 +0.1lⅨ)2 +0.01030

◎ +0.93954 -0.29890 +0.αX)59 +0.00664 +0.05(η 8 +0.()5057 -0.11502 -0.01030

◎ -0.93954 -0.29890 -0.02059 -0.∝Ю64 -0.05978 -0.05(渇7 ―十‐0.11502 十 o.01030

① -0.93954 -0.29890 -0.02059 -0.00664 -0.05978 +0.05057 -0.1lⅨ)2 -0.01030

第 9図は軸対称

ノズルのスロー

ト部を通る流れ

の音速線及び等

速線を示す。

T.篠 原。は最

近円形輪郭を有

するスロート部

を通る二次元流

の実験的結果を

報告 しており,

この実験で得ら

れた結果は音速

線が今回の論文

表 5 軸対称スロー トを通る流れの音速面及び等速面の座標

π = 5
r/ん % % % 0

″/ん

θ=1
〇〇 -0.15215 -0.04274 0.03434 0.08084 0.09578

⑥⑥ 0.15215 0.04274 -0.03434 -0.08084 -OЮ9578

″/ん

θ=1.1769

O④ 0.233" 0.31395 0.36917 0.40980 0.40993

⑤⑥ -0.23328 -0.31395 -0.36917 -0.40980 -0.40993

π = 4

r/ん % % % 0

″/ん

θ=1
④④ 0.03561 -0.05305 -0.12595 -0.17435 -0.18254

⑤⑥ -0.03561 0.05305 0.17435 0.18254

″/カ

θ=二 1.1709

O④ 0.22890 0.32596 0.40264 0.45405 0.46288

⑤④ -0.21憂;90 -0.32596 -0.40264 -0.45405 -0.46288
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表 2の此等の値を方程式〔0に 代入すると, θ=1, θ=1.170に 対する蒟イみとy/ん の方程式が得ら

れる。

θ=1,及びθ=1■769と 仮定した場合のy/力 =1, %,%,%及 び0に対するこ/ん の値が表3及

び第 6図に示 されている。

第 7図は

二次元流

における

スロー ト

部近傍に

おける音

速線と等

速線を示

す。

第 6図  2次元流の音速線及び等速線 ″

0 軸対称流について

第 8図のように z=r∞ sθ , y=r Sinθ と書く

と

agr^dr,0,, K&l

-4′ ‐4

{ト

′=/

∂

一∂
‘

＋
∂
一”

１
丁 ０

　

　

０^    .  nυ    ■  υ

diV r,θ
,″

=δ‐
三
十

丁 σ]
珈

となるから(8)と 同じ式は

grad r,θ
,″

ρ+ρ divr,θ
,″

q==0

軸対称流に対 しては∂′∂θ=0, ∂2/∂θ2=0

から

(31)

Slus
:=, N=4

―
`_ ′

となる ツ
Ｉ
Ｌ

　

⑫

ω

　

　

０

08  1o  l.2  1.4

ur 5「十tし万]十ρ(午+1争:十・
L夕り=0

{2-(r-1)(θ
2_1)}(器十1響+″ )

=等考+等 伴

(3g)2+(論 2=θ 2

こ でゝポテ ンシャル関数を次のように′即ち

の=%″ +%夕2+4r2+α
3″
3+鳥″′+%″4+4″2r2+亀 r

第 7図

第 8図  円柱座標

ω

‘
И
川

Q
ヽ
ヽ

Ｃ

‐

ヽ
し

、

」
０
“

Ｌ
一
「

■

「

Ｈ
ｌ
ド＝

―

一―
′

`
，
‘

，
△

ハ
今

ｉ
ｌ

，
|
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表 2 2次元流の場合の αl～ δ
4ん

3の値の符号による組み合わせ,π =R/あ =3,4及び 5

π = 5
α

l
α
2ん 鳥 ん α

sん
2 んん2 α

4ん
3 ぇん3 δ4が

④ +0.92269 十o.1646 -0.00玉
'8

+0.02050 +0.101あ2 ―
|‐ 0.06121 +0.033gκ ) +0.014,D

◎ 十o.92269 -0.101[6 ―十o.02858 +0.α2)50 +0.10252 -0.06121 -0.03(I)9 -0.014り

◎ -0.91469 +0.16456 -0.(2858 -0.01犯 )50 -0.101と ,2 十o.06121 +0.03399 +0.014D

◎ -0.921る 9 -0.16456 +0.028〔受〕― o.02050 -0.1(シ52 -0.06121 -0.03優Ю -0.01切

表 3 2次元スロー トを通る音速線及び等速線上の点の座標

π = 5

π = 4

π = 3

π :=‐  4

π = 3

α
l

α
2ん 鳥ん α

3ん
2

鳥ん2 α
4ん

3
4ん

3 δ
4ん

3

④ +0.95494 +0.134“ -0.01399 +0.02274 +0.13642 +0.α″81 +0.04056 +0.00700

◎ 十‐0.95494 -0.13446 +0.01399 +0.02η4 ―+0.13642 -Oκ7お 1 ―‐0.04056

+ 0.04056

-0{Ю700

◎ -0.95494 +0.13446 -0.01399 -0.02274 -0.13642 +0.07431 +0.α700

◎ -0.95494 -0.134“ +0.01399 -0.02274 -0.13642 -0.074t31 -0.04056 -0.00700

α
l

α2ん る ん α8ん
2

名ん2 α
4ん

3 ぇん3 δ
4 ん

3

③ 十 o.97496 +0.2)815 -0.01223 +0.02167 +0.19499 +0.19733 +0.αン'96 十o.0(Ю 12

◎ +0.97496 -0.20815 +0.01223 +0.02167 +0.19499 -0.19733 -0.09796 -0.00612

◎ -0.97496 +0.20815 -0.01223 -0.02167 -0.19499 +0.19733 +0.∞796 +0.00612

◎ -0.97496 -0.20815 +0.0122X3 -0.021" -0.19499 -0.19733 -0.09796 -0.00612

γ/カ % % %
″/ん

θ=1
③ ◎ -0.05689 0.05656 0.14537 0.20035 0.21898

〇 〇 0.05689 -0.05656 -0.ル憂:37 -0.2(X)35 -0.21898

″/ん

θ:==1.1769

② ◎ 0.36889 0.46619 0.53446 0.57472 0.588010

◎ ◎ -0.36889 -0.46619 -0.53446 -0.57472 -0.58800

y/ん % % %
″/ん

θ=1
④ ① -0.24274 -0.09509 0.03951 0.12760 0.15718

◎ ◎ 0.24274 0.095∞ -0.03951 -0.15718

″/カ

θ=二 1.1769

③ O 0.26281 0.40156 0.49853 0.55399 0.57199

◎ ◎ …0.26281 -0.40156 -0.49853 -0.55399 -0.57199

y/ん % % /
″/ん

θ=‐ 1

④ ◎ -0.24389 -0.15004 -0.049α 7 0.03001 0.05923

◎ ◎ 0.24389 0.15004 0.04907 -0.∞001 -0.05923

″/カ

θ=1.1769

④ ◎ 0.()3976 0.24993 0.29116 0.35607 0.37726

◎ ◎ -0.03976 -0.18124 -0.29116 -0.35αフ
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θ2′ =(券)2+(号 )2

こ でゝ,ポテンシャル関数を次の様に選ぶことができるとすると

°/y=α l″+α2″
2+′

2y2+α3″
3+′

3″ y2+α 4″
4+β

4″
2y2+δ

4ノ
4

そ して境界条件は

∂0
∂″

∂0
∂y

方程式m,10,側)を〔9に 代入すると

%(γ +1)(1_α 12)+′2{(γ +1)― (r-1)}α 12=0        0。
-8(r+1)α

l 
α
22ん

2_8(r-1)α
l 
α
2ん′2カ +6(γ +1)(1-%2)α

8ん
2

1+2鳥 ん2〔 (r+1)_(r_1)α12}=0            0
-8(γ +1)α

23ん
3_8(γ -1)嘔ん2′2ん 十{-12(r-1)-2(r-1)一η}α192ん %ん

2

-12(r-1)α
l 
α
3ん

2β
2ん
_8(r-1)α

l 
α
2ん′らん2+12(r+1)(1_α 12)α4ん

3

+2{(r+1)― (γ-1)α12)4ん
3=0               0

-4(r+1)α
l 
α
2ん鳥ん2_4(γ+3)α 14ん鳥ん2+2(γ+1)(1_α12)4ん

3

+12{(r+1)― (r-1)α∫}δ 4ん
3_3(r-1)α

2ん″メー8(r+1)″ん3=判l  ②
2δ4ん

3=_ぇ ん                   の

_ん ん+(+_1)4ん3=:2α
2ん             餞)

るん2= _三二_
2_R_1
ん  ^

α3==(1~午 )名

方程式(20,的,0及び②からえ ん' 
α3が ,ス ん2,4ん 3及びδ

4ん
3の値が %ん とα

lの項

を含む式で表わされる。これらの式を方程式のに代入すると, %ん がαlを 含む式で与えられ

る。%ん を方程式②に代入するとα
lに 対する方程式が得られる。

此等の方程式をπ=R′ん=3,4及び5について解くと,表 2に示すような値が得られる。表

2に示す値を方程式②に代入すると,表 1に示すようにα
l・

…・…・δ4ん の値の4グループが生

じる。

表 l  αl～ δ
4ん

Sの符号の組み合わせ

α
l

α,ん β2ん
α
3ん

2 βnん
2 α

`ん

3 えん3 δ4ん
3

○ + + + 十 deter-

mined

later

+ 十

◎ + + 十 十

◎ + + +

① +
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渦な し流においては,qは ポテンシャル0で表わされるから

q=grad O                                       (9)

従 って方程式(8)は

繹十号 =一÷(響 ≒+号考)    10
となる。

断熱変化の条件は

Pρ
~r=Po 

ρ
「

r                            i〕

但 しPは ガスの圧力,rは比熱の比である。

ベルヌーイの方程式は

=‐

q2:=― /‐
手

+(9                   。2

運動方程式は

9幾 =―
芸 幾                 10

10式 を微分 し,ta式 を移項 してから組み合わせる。そして澱点の値に添字0をつけて示すこと

にすると

1

92=デT(α 02_α
2)         t」

但しαは音速を示す。

υ及びαlをそれぞれ自由流の速度及び自由流中における音速を示すものとすると,

92_{″ =デT(αr_α
2)        〔励

αl≒ υと考 え,9/υ =θ  と書 くことにすると

1_=(γ _1)(θ2_1)=(‐■_)r~1          10

但 し, ρ,ρ∞は自由流中の密度である。

方程式ωに10を掛けると

{2-(r-1)(θ 2_1)}(ギ +サ)=等等+考号 1っ
座標及び速度の尺度を,流れの速度が音速に等 しくなるように選ぶ ことにすると

-39-



第 1篇

4ス ロー ト部 の輪郭

スロートの輪郭と流れの音速線及び等速線及び面との間の関係は少なくとも三種の場合につい

て研究されなければならない。即ちRイん=3,4,5の 場合である。但しRは 曲率半径 ,λ はスロート

断面の半径である。輪郭の方程式は(1}に 示され第5図に示される

通りである。

y=ん 十
孫        (1}

無次元の式にすると

″
2

+=1+ち筈|―
          (2,

カ

(2)を書きかえると

Ω=1+器           3

但 し R=ッん ,X=o4,R生 R/ん

第 4図から

り
ヽ

ヽ

ヽ

１

１

一
ズ

tan χ==
sin″

√
~=百

「

T

x3

2R′
3

X=X/R′ と書くと

x3+2X-2 tan χ:=0               (6)

R`あ =3,4及び 5叉 χ=3°～ 30°に対す る輪郭の線を計算 した結

果は第 5図に示す通 りである。

5遷 音速領域における流れ

流れを定常流で,粘性なく,圧縮性と仮定すると,

連続方程式は

q grad ρ+ρ div q==o      (7)
但 し,qは流れの場の内の任意の点における速度ベ

ク トルであ り, ρは密度である。

0 二次元流に対しては

u″発十uy券+ρ (1艶f+tt予 )=0

但し, u″ , uyは qの ″, y成分である。

(8)
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超音速軸対称ノズルに関する理論的研究

山  中    茂

1.ド ップラー効果

非常に速 く進む音源の前方では波長が短 くなる。音速より速 く進む音源の後方にはマ ッハ波の

円錐状の現象が出来る」 ドップラー効果の応用的研究について,青山学院大学理工学部教授岡本

哲史博士に相談 したところ, ドップラー効果の応用として, ノズルを通る流れの研究テーマを与

えられた。

第 1図 音源前方の波 第 2図 超音速音源後方の波

ガスがベル形ノズルを通過するとき,ス ロート部 (一番狭くなった部分 )の近くで音速を持つ

点の面が出来,ス ロートのすぐ後方に定速の面が出来る。筆者は先ずこれらの面の計算を行った。

ノズル内においてガスが高速で動くと,波源の後方に円錐状が出来る。この円錐状の母線は非

線形関数の特性曲線である。筆者はこの特性曲線を二つの部分に分けて計算した。

2輪   郭

此の論文はロケットノズルの設計資料を得んがために,三種類のベル形ノズルを通る流れを取

り扱った。こ でゝスロート部近くの超音速領域における速度一定の線を決定した。即ち種々の曲

率半径をもつスロート部を流れる二次元流及び軸対称流の場合について研究がなされた。

a今 迄 の研 究

超音速スロート部を通る流れの計算を簡単にするために, ノズル内部領域を二つの部分,即ち

スロー ト部近くの遷音速領域とノズル部の超音速領域とに分けた。G.I.Taylor(19∞)2は ,二

次元ノズルを通過する流れの音速線を研究 した。 SG.Hooker(1931)3は 軸対称ノズルを通過す

る流れの同様の面を,Dlllaway(1957)4は このノズルを通過する流れの定速線を観察 した。筆

者 (1964～ 1971)5は 三種の輪郭をもつノズルを通過するポテンシャル流の音遠面と等速面の計

算を行 った。
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(注11) H.Httert,op.cit.,p.244～ 247

Hubertはアイルランドには多くの従属部族が存在 し,non ga61iqueでぁったとなしている。

有名なフィン伝説の主人公フィンも従属部族の出身であった。

(注12) P.Dixon:The lberians Of spain.p.2～ 3

(注13)Pokornyは Zeitschrift fむ celtische Phi1010gieの 16,17,18巻 で論 じているが,こ れ

らは入手不能である。 しかしその要約と思われるものが,雑誌 “Sprache''の 論文 (1949年 )

“ Zum niChundOgermaniSChen SubStrat im lnSelkeltiSChen。 ''の 中 で 述 べ ら れ て い る 。

POkOrnyは次のように結論づけている。

Im Keltischen und iBerberischen, zunl 'rell auch im iBaskischen, finden sich nebenein_

ander der drei RelatiVZeiChen a,d,n, die nicht nur in der :Form, sondern auch in der

Funktion ibereinstinllnen, was kaum ein Zufall sein wird.

Ausgepragte Gruppenflexlon findet iin Keltischen, Baskischen und Westkaukasischen,

nicht aber im Berberischen.

POkOrny:The Pre‐ CeltiC InhabitantS Of lreland・ (CeltiCa V。 1・ V)も 多ヽ照

(注 14) The Prehistoric Peoples of Scotland,(Edited by S.PiggOt)p.122

● 結   び

吾々はピクト人がケル ト族到来以前の先住民の系統をひく民族であることを立証しようとして若千の

考察を行 って来たが,振 り返ると,余 りにも貧しく,余 りにも不消化の跡の目立つ論考であった。 ピク

ト人についての文献学的な研究は材料が不充分なこともあ り,大きな進歩は望めないように思 う。考古

学 。人類学の研究の進捗によリピクトの種族決定に大きな寄与がなされることを望むものであるが,そ
の場合イギリスの一辺境地帯の問題 として見るのではなく,全 ヨーロッパ的――更には全ユウラシア大

陸的な視野に立って論ずべきであろう。近年 H.G.Mukarovskyは ァフリカ諸語とバスク語 との関係

についての考察を著わしている (注 1)。 その説の是非は別 としてかかる傾向が真に学問的に正 しい軌道に

乗ることを望んで止まない。あらゆる民族・ 国民は結局の所もとを正せば hybridで ある。 ピクト人の

種族について考察することも,こ うい う点を考えると若干の意義があるのではなかろうか。

(注 1) H.G.ヽ江ukarovsky:Die Grundlagen des Full und das Ⅳ【auretanische.

N. Lahovary : Dravidian (Drigins and the west.

Addendum(前 節の注10に関連 して。)

最近入手した Peoples of Roman Britain叢 書中の M.Todd:The COritaniは ローマ時代のプリ

リタニア東北部の部族である COritani族を扱ったものであるが,こ の名称が (注10)に述べた語根

COrt―に極めて類似 していることは一見して明らかである。その居住地域はハンパー川以南でピクト人

居住地域 とはかな り離れているが,一考を要する問題であろう。
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(注 2) ディヴリル・ リンベリ文化は後期青銅器文化に属するが,HaWkeSは次のように述べてい

る。
′
rheir inethods Of life 、″ere cOnsiderably influenced by the central iEuropean lllyric

strain in their ancestry, most significantly in a very great increase in the inlportance of

agriculture. 
′
rhis renewed emphasis on the raising of cereal crops was an event of deep

and lasting inlpOrtance in iBritish history. p. 111～ 112

(注 3) ``Lebor Gabala Erenn''に は次のような名称が列挙されている。

Cessair,Parth010n,Nemled,Fir B01g,Tuatha:D6Danann

この中で最初に出て来る CeSSairは旧約と結びつけられ ノアの娘となっているが,大洪水以

前にアイルランドに来たことになっている。 1日 約との結合は後世の付会で,多分 万`物の創造者

である原始女性、を示していると思 う。そうだとすると,こ こにも母系制が反映しているといえ

よう。

(注 4) G.Devoto:Origini lndeuropee.p.170

(注 5) Caesar,De Bello Gallico: Uxores habent deni duodenique inter se communes,et

maXime fratreS CuFn fratribuS parenteSque Cum liberiS・  V・  14

DiO Cassiusは Kaledonioi即 ち PiCt人につき次のように記述 している。

diaitOntai en skenais gylnnoi kal anypodё toi, tais gynaiksin epikoinois chrOmenoi kal

ta gennёrnena panta ektrephontes

(注 6) J.PrZyluSki:La Grand D6esse.p・ 37

11 senlble qu 
′avant les invasiOns celtiques, 1'Irlande ait 6t6 sounlise a des tribus qui

cOnstruisirent des mOnuments n16galithiques et qui adOraient une d6esse nlё re, 6ponyFne,

nOFn■16e I)anu.

(注 7)輪 廻観は多くの民族に見 られるが,その概観については Encyclopaedia of Religion and

E■ics中の ``Transmigration'' の項参照。ケル ト族の輪廻観に関 しては K.Meyer編の,

The Voyage of Bran.附属の A.Nuttの ``An Essay upon the lrish Vision of the happy

otherwOrld and the Celtic Doc"he of Rebirth.''に 詳 しい。

(注 8) H.Lewis and H.Pedersen:A.cOncise COmparative Celtic Grammar.p.192

(注 9) ケル ト系でない印欧語族の居住していたことは河川名より知ることが出来る。

(注 10)COrt‐  とい う語根を持つ地名がイベリア語・ リグリア語 (リ グリア人はイベリア人と同

じく古ヨーロッパ民族で北イタリアを中心に広範囲に分布していたらしく,非印欧語系とされる

7‐ asCaと い う語尾の地名を各地に遺している。)の行われた地域に見 られる。アクィタニア地

方のCOrterate,ス ペインの CortOna,エ トルリアの COrtOnaな ど。若千似ているが Caledonia

(ス コットランドの古名)は純然たるケル ト語である。

o.schrader u.Ao Nehring,Op.cit.,``Kelten''の 項参照。
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deux lles egaleコnent, 1l y avait eu des colons ib6riques.

Iberia人がイベリア半島の住民であったことはその名称より明らかであるが, そもそもの原住地は

北アフリカと考えられている。イベリア人の言語は不明であ り,イ ベリア人の子孫 とされているのが ,

今日ピレー山中に居住しているパスク人であるが,パスク語は全 く周辺諸言語より孤立している言語で

あ り,様々な言語との関連が考えられたが,未だ成功していない。パスク人をイベリア人の子孫と考え

る説はフンポル ト以来有力であるが反対説も強 く現状では未解決の問題である。イベリア人が北アフリ

カよリヨーロ ツパに移動 したものとすると,北 アメリカのハム語族との関係が考えられる。 Dixonは

スペインのイベリア人居住地域の地名と北アフリカの地名の類似性を述べ,イ ベリア語と北アフリカの

ベルベル語とを関連づける可能性があるとしている(注12)o

ヶル ト学の第一人者である POkOrnyは InSelkeltitChに おける非印欧系要素を研究 し,ケル ト語 と

ベルベル語の相似について言及している(注13)oいづれにせよ現段階において可能性を指摘することはで

きても断定を下す ことは無理であろう。しかし地中海地域を原住地とする民族がプリテンの島に渡来し

たことは歴史的事実と考えられ, 通説に従い イベリア語を使用する民族であった とする可能性が大で

あるといえよう。 しかしピクト人を イベリア系と見倣す ことは 現段階では全 く断定 しがたく Jackson

はこれを否定 している。前述せる如 く,先史時代におけるイギ リスと地中海地域 との関係は甚だ密接な

ものがあるが,先史時代のイギリスに至るルー トはイベリア半島方面からだけでないこととは前述せる

PeterbOrOugh‐ f01k Cultureよ りも明らかである。

スコ ツトランドには円塔 (BrOCh)と 呼ばれる遺跡があるが, これは一種の要塞の遺跡で,こ の種の

遺跡は500を越えるが,ピ クト人の主住地であったスコツトランド東南部には 6遺跡があるのみである。

これに対しピクト人の主住地で見られる遺跡として,BrOChと 同様に要塞の機能を果たしたと思われる

陶化堡塁 (Vitrified Fort)と いうものが存在する。 北部スコツトランドにその遺跡が集中している

BrOChを建設した種族と Vitrified Fortを 建造したと思われるピクト人と同一の種族であろうか。

Powell によると Vitrified Fortは プリテンの鉄器時代の丘陵堡塁 (Hill Fort)に 極めて類似し,

さかのぼると HanStatt文化につながっているという(注 14)。 さすれば Vitrified Fort形式を導入した

のはケルト族ということになり,先住の非印欧語系の住民の征服者 ?と いうことになろうか。

吾々は歴史時代のピクト人をケル ト人と征服された先住民 ?の融合体と考えるのが公当であると思う

がその場合の被征服民たる非印欧語系の住民は BrOChの建造者と同一であろうか。吾々はこれらの疑

間に対して推測する以外,確実な根拠を持ち合わせない。 PigOttが Pre‐ PiCtiShと 呼んだ先住民も

単一の種族でなく hybrid raCeで ある可能性も否定出来ない。しかし大きな可能性として地中海系が

dominantで あったとはぼ確言できるのではないか。

(注 1)上 述の記述は以下の文献によったものである。

クラーク・ ピゴット「先史時代の社会」「世界考古学大系 o12・ ヨーロッパ・ アフリカ I」 ,

c.and J.IIawkes: PrehistOric Britain,S.PiggOt: Ancient Europe., N.Ko Chadwick

and Others:The Heritage of Early Britain,J. Geipel: The Europeans.
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ている父系制 。単婚制 。天上神信仰 。幽界信仰 。十進法に対し,イ ンド地中海系の特徴として母権制 。

一妻多夫婚 。大地母神信仰・輪廻思想・二十進法が挙げられている。

一妻多夫婚はピクト人の風俗として述べられているものであり,カ エサルもプリトン人につき記述し

ている(注 3)。 大地母神の崇拝は InSelkeltenの間でも盛んであり, Goidel(ァ イルランドのケル ト族)

侵入以前の先住民とされる Tuatha D6 Danannと いう民族は大地母神 Danaの名前をとっているの

である(注6)0

輪廻思想はケル ト族思想の一つの特徴として認められるもので,特にアイルランド文学に於て豊富な

例を発見し得るのである(注 7)。

20進法ついては,古 アイルランド語にその用例が見 られる。tri fiChit fer``60(3× 20)人 ".中

世アイルランド語では20進法が定着し,10進法は廃れたが,こ れは印欧語族固有の10進法が先住民の20

進法にとってかえられたと解することができるであろうか(注8)。

以上述べて来たことによリケル ト族の到来以前の先住民は地中海系のみではないが(注9)地中海系の先

住民が dOminantで あることがほぼ立証し得たと思われる。地中海系民族 としてそれは如何なる民族

であったのか。ピクト人は前述せる如 く,ロ ーマ人の呼称であり,他民族であるアイルランド人よりは

Ctuthni,ウ ェールズ人よりは Pryteinと 呼ばれていた。前 4世紀の後半にブリテンの島を訪れたマ ツ

シリア (マ ルセイユ)の探検家ピュテァス (Pytheas)は この島を Prettanikai nOsoiと 呼んだ。 P_
CeltiCの p音は Q‐ celticで は q(c)と なるからアイルランド語とウェールズ語の呼称は同源より出て

いると解釈できる。SChraderは ケル ト語として *Qrtan銚 なる形を想定 し,語根 COrt‐ とい う形が

イベリア語やリグリア語の行われていた土地の地名に存在していることをあげている(注 10)。

スコ ツトランドの Cruthni(ピ クト人)のほかにアイルランドにも Cruthniな る名称の種族が存在 し

たことが記録されている。これは同一の種族をさすものかどうかについては説の分れる所であり,JaCk_

SOnは アイルランドの Cruthniは 単にブリタニアよりの移住民をさすものであり,ピ クト人とは関係

がないとしている。 Hubertは これに対して,両者を同一視するが,いずれが正しいかの判定は困難で

ある。しかしアイルランドの Cruthniが 北部を中心としているが分散して各地に居住 していた事は ,

ケル ト人の侵入により中心勢力は北部に圧迫されたが,謂わば山間僻地に小集団が残存 したとも考えら

れるのではないか。一つの可能性として挙げ得ると思 う。

Hubertは アイルランドをさす古名,Eriu(属格 Erenn)の原形は *Iuerionで
あり,こ れは Erainn

とい う名称で呼ばれた部族と関係があるとする。プ トレマイオスはアイルランド西南部に I¨rnoi と

い う種族が居住していることを記録 しているが,こ れはアイルランドの記録で Erainnと 呼ばれた従属

部族であったとする(注 11)0

Hubertは Erainnを非ケル ト族 と見倣し,Erainnと い う名称は anCetre 6pOnymeで あり,自 か

らは Iarと 称し,古ケル ト語 *IuerOsに つながる。そして Iueriと  Iberi[は 殆んど同一である

(peSuqe identiques)と 結論するのである。かれは次のように総括する。

Ainsi la pOpulatiOn ne。 lithique avait laiss6 des  restes dans les deux lles et, dans les
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ある。

いわゆる亘石建造民 (Meganthic People)は プリテン西部よリアイルランドにかけて見られ,E石
建造物の起源がイベリア半島に求められることより示される如く,人種的に地中海系と考えられる。今

日でも地中海人種的な人々がプリテン西部に多く,ケル ト語使用者の特徴のように考えられるが,元来

.の ケル ト族は,かかる地中海人種とは異なる体質であったと思われる。

前 2千年期にブリテンに登場するのが,鐘形杯文化人 (Bell Beaker folk)で あり,頑丈な体躯の種

族であったが,イ ギリスに冶金術をもたらしたのが,こ の人々であり,ブ リテンのみならずその文化は

広大な地域に拡散して行った。この文化の起源地は中央ヨーロッパ起源という説も唱えられたが,イ ベ

リア半島に起源地を求める説が有力である。

広範な地域に拡がった鐘形杯文化人が単一の種族でなかったことは勿論であり,かれ等の中には印欧

系言語を使用した人々も存在したと考えられている。鐘形杯文化人が中部ヨーロッパで闘斧人 (Battle

_Axe People)と混合したが,こ の闘斧人は人種的には北方人種 (Nordic)で あり,言語は印欧系であ

ったと考える説がある。ブリテンの島における種族の混合により食器文化 (Food_vessel Culture)が

生れ,アイルランド・南西部スコットランド・西北部ブリタニアに見られた。それは牧主農副の文化で

あった。大陸より渡来した人々によリウェセックス文化 (WesseX Culture)が 持ち込まれ,先住の鐘

形杯人は征服された。この文化も牧畜に重点が置かれ農耕は褥耕の段階であった(注 1)。

ブリテンに梨耕農業を持ち込んだのがケル ト人であり,かれ等による文化がディヴリル・ リンベリ文

化 (Deverel Rimbury)と 呼ばれるもので,イ ギリスのケル ト化が本格的に開始されることになるo(注2)

上述せる如く, InSelkeltenの 渡来以前に,こ の島国には数種の民族が渡来していることは考古学上

より見ても明らかである。考古学は遺物により生活形態をある程度明らかにするがかれ等の使用してい

た言語について教える所がないし,民族の呼称も判明しない。しかしブリテンに渡来した民族が地中海

方面,特にイベリア半島と深いつながりのあった事は考古学の示す通 りである。

アイルランド伝説にアイルランドに渡来した諸民族が語られているが,かれ等の中の若千の民族はス

ペインが起源の土地とされている(注 3)。  これはイベリア半島より崚来したという朧気な記憶を示してい

るのかも知れない。

Devotoは Pisaniの 言葉を引用し次のように極めて注目すべき記述をしている。

Uin tentativo organico che itrae tutte le cOnsequenze pOssibili,cOsl sul terrenO linguisticO

come su quello storico‐ culturle, 6 dovuto a V. :Pisani, che parla di lュ na≪ unita culturale indO_

■lediterranea anteriOre all′ avventO di Semiti e lndieurOpeil≫>。

In questa visione l′ ambiente indeurOpeO viene contrappOstO cOn il suO patriarcatO, n10noga_

nlia, divinita celesti, dilnOra 01treterrena dei n10rti, sisterna nunlericO decimale, al n10ndo

indOmediterraneO, CarratteriZZatO da matriarcato, poliaridria, nozione  della ′
rerra madre,

―metempSiC° Si, SiStema numeriCO VigeSi=nale・
(注4)

インド地中海文化なる呼称が適切であるかどうかは検討を要するが,印欧語族の特徴として挙げられ
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herOineで ある女王の Meadhbh,悲 劇の女主人公 Deirdreな ど。D.Hydeは女戦士や女武芸

者はケル ト族の間では珍 らしくなかったと述べ,ロ ーマに対し反抗 したプリトン人の女王 Boa_

diCeaに言及している。なぉ Moreauが性的自由 といっているのは次 のような場面をさすので

あろう。

She went to her mother and told her of the beauty of the rnan who had newly come.

``That inan has pleased you'',said her nlother. ``He shall conle to my couch,'' answered

the girl,'' and l shall sleep at his side this night.'' ``thy intention displeases me not,''

said her mother.(DOuglas Hyde:A literary history of lreland,p.297)

(注27)Studies in Early lrish Law.中 の D.A.Binchy``Legal Capacity of Women.p.213

～214

(注28)0.Schrader u.A.Nehring,op.cit.,の ``Name''の項参照

(注29)H.Hubert:Les Celtes et l'expansion celtique.p.252～ る3

J.De Vries:Keltische Religion,Vriesは ケル ト族の豊饒の女神を通説に反 し前ケル ト系

先住民のものと認めず,印欧語族の系譜より来ていると見枚す。

(注3o)Radcliffe‐ BrOwnはアフリカのある母系制部族の例をあげ,母方の伯父と甥の関係を次の

ように述べている。(1)甥 は生涯伯父より面倒を見 られる。(2)病気の場合伯父はかれのために犠牲

となる。③甥は伯父のもとで自由に振舞 う。④伯父の遺産の継承権がある。(5)伯父が祖先に犠牲

を捧げた場合に盗むことができる。

Radcliffe‐ Brown,p.16

母系制社会において,子 と母 (ひいては母の兄弟)と のつなが りが強大であることを示すもので

ある。

● Inselkeltenと 先住民族

ケル ト民族大移動の一環として海を渡り,ブ リタニアの島, ヒベルニアの島に渡ったケル ト族の大陸

からの移動については,確定した定説が未だ見られない現状であり,いかなる部族が,いつ,いかなる

経路を通 り移動して行ったかの細目については不明の点が多い。ただ数回の波状的なケル ト族の大陸よ

りの移動が行われたものと考えられ,一度かぎりの嵐のような移動ではなかったことは確かである。ケ

ル ト族の到来以前にイギリスに先住民の居住していたことは考古学の教える所により明らかであるが,

本論考は詳細な検討は避け,簡単な素描を試みることにする。1日石器時代はさておき,イ ギリスの新石

器時代は前 4千年期に始まるとされる。大陸より移住して来た長頭の地中海人種に属す人々により始め

て農耕が開始された。この文化の遺跡が有名なウィンドミル・ ヒル (Windmill Hlll)遺 跡であり,女

子が土掘 り俸などを用い褥耕を行い,小麦・ エンメル麦を栽培していたが,男子は牧畜に従事し,キ・

豚 。大などを飼育していた。

北海方面からの移住も見られ,考古学者がピーターバラー人 (PeterbOrOugh f01k)と 呼んでいる土

器を所有しているが,生業は狩猟・漁榜による住民も東部に居住し,農耕民との接触はなかったようで
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している。かれによると CrOSS‐ COuSin婚の行われる場合にかかる結果を産むと考え,印欧語族

における｀
母方の伯父、の持つ意義を述べている。詳しくは上掲書参照。CrOss‐ COusin婚 につ

い
｀
て は B,arneS :rrhree StyleS in the Study Of kinShip 多 照ヽ 。

(注10)0。 SChrader:SpraChVergleiChung und UrgesChiChte.s.309

(注11)ギ リシャ人と先住民との関係については膨大な研究が各分野でなされている。 特に地名研

究より発した Kretschmerの業績は大きい。これについては松本克己 エ`ーゲ海域におけるギ

リシァ語前の言語層の研究、 (金沢大学法文学部論集)に詳しい。宗教分野では松村武雄
｀
古代

希臓における宗教的葛藤、が邦文としては大部のものである。

(注 12)J.De Vries:Altgermanische Religionsgeschichte.Band II s.208‐ 214.但 し Vries

は否定的。

(注13) 風間 Op. cit., p. 80

(,主 14)0.Schrader(Hrsgo v.A.Nehring) :Reallexikon do indogermaischen Altertums‐

kunde,の ``Ackerbau''の 項参照。

(注15)Urheimatは 大別しヨーロッパに求める説とアジアに求める説がある。 W.Schmidt:
Rassen und Vdker.Band IIに 学説史的展望が見 られる。最近は言語学的アプローチより,考

古学的アプローチが盛んなようである。 ヨーロッパ東南部の考古学的研究の進捗による。

Marila Gimbutasは ドニェプル下流よリヴォルガ下流にかけ前 5千年期より発展した Kurgan

文化の担い手を原印欧人と考え,言語学上の解釈とも合致するとなす。詳しくは Indo‐ European

and lndo‐ Europeans中 の IM.Gimbutas:Proto‐ Indo‐ European Culture参照。

(注16)V.G.Childe:The Aryans.p.85

(注17)Die Ldogermanen und Germanenfrage中 の Brandenstein: Die Lebensformen der

lndogermanen。 なお BrandenSteinの論考は Die Erste lndogermanische wanderung.を 参照。

(注18)農耕の起源について小冊子で平易な内容のものであるが,中尾佐助
｀
栽培植 物と農 耕の起

源、飯沼二郎 風`土と歴史、 は示唆に富む良著。コーロッパにおける農耕を扱ったものとして

S.StrueVer編 の PrehiStOriC Agriculture.中 のTemperate Europeを 参照。

(注 19)W.BrandenStein tt Studien zur indogermanischen Grundsprache.中 の F.IMargit:

ISt idg・  *pelekuS ein akkadiSCheS WOrt? 1参 照

(注20)松本信広「印度支那の民族と文化」p.312～313,柳 田国男他編「稲の日本史」上 201～232

(注21)ヴ ェル ト (藪内 。飯沼訳)「農業文化の起源」p.108

(注22)S.Piggot:Ancient EurOpe.p.80～ 81

(注23) P.Bosch‐ Giinpera:Les lndo‐ Europ6ens.p.242

(注 24) J.Fllip:Die keltische Zivilisation und ihr Erbe.s。 95

(注25)J.Moreau:Die Welt der Kelteno s.59

(注26)アイルランドの Sagaには屋々特異な活動をする女性が登場する。T`in b6 Cuailnge.の
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ヵレドニァ人 とはピクト人を意味するから,す くなくとも3世紀前半においてピクト人間において父称

ではなく伯父 (母 の兄弟)の名前により名乗って いる例が見られ るのである。 これは母 系制の遺制であ

り,恐 らく先住民の影響によるものであろう(注わ o

吾々はピクト人の母系制の源を尋ねて,印欧制族の Urheimat時代にも,本来のケル ト族にも母系

制が存在せず父系制のみであったことをはぼ立証し得たように思 う。しかるに Inselkeltenに は母系制

の痕跡 とおぼしいものが上述のごとく散見される。父系制社会より母系制社会に転換することが在来の

研究からするとあ り得ぬこととされる以上 Inselkeltenに おける母系制の痕跡は,かれ等の征服した

先住民の母系制の影響と考えざるを得ない。吾々は次にブリタニアとヒベルニアの島における先住民族

につき若干の考察をして見よう。

(注 1)H.Zimmer:FeStsChrift der Savigny‐ Stiftung ftir Rechtsgeschichte XV,Otto Schra_

derの Reallexikon der lndogermanischen Altertumswissenschaftの ``Mutterrecht''の 項参照。

(注 2)0'Rahiny:op cit.,p.353

(注 3)石 川栄吉 :「原始共同体」の第二章 。第四章参照。シュミット・ コッパース「民族と文化」

上下の母権制に関する項参照,なお江守五夫「母権と父権」はエンゲルスの立場に立つと称 して

いるがさすがに母系制を人類全体に普遍的に存在 したとは考えない。

(注 4)農 耕民が中央アジアにおいて遊牧民に転化したという説は極めて重要である。 詳しくは角

田文衛「古代北方文明研究」の第一章
｀
遊牧的社会構成の成立、参照。

かってロス トウッエフは「古代の南ロシア」においてギリシアの古記録に出る母系制のサウロ

マタイ人と後世のサルマティア人を絶対に混同してはならないと述べたが,そ の論拠の一つとし

てサウロマタイが母系制であるに対し,サルマティア人が父系制であったことを挙げている。 し

かしこれは上 述する農 耕民より遊 牧民への転換とそれに伴 う母系制社会より父系制社会への変

化ということで説明できよう。最近のサルマティア研究者はサウロマタイ人とサルマティア人を

同一視しているようである。To Sulimirski:The Sarmatians参 照,なお Harmatta:Studies

in the histOry and language Of the Sarmatians lま 懐疑的。

(注 5)有 名な例としてサハラ沙漠の遊牧民である トゥアレーグ族は 母系制的社会を構成している

という。シュミット Op.Citり 上巻 367

(注 6) A.R.Radcliffe‐ Brown:Structure and Function in Priinitive sOCiety.p.32

(注 7)印 欧語族の Urheimatにつき扱ったものとしては,A.Scherer編 の Die Urheimat der

lndogermanenが ある。邦文文献としては服部四郎編の 「言語の系統と歴史」 中の風間喜代三

印`欧諸語の関係とその故郷、参照。

(注 8)``Die lndogermanen‐ und Germanenfrage hrsg.v.W.Koppers,中 の A.Nehring:

Studien zur indogerinanischen Kultur and 【Jrheilnat s. 167 以下

(注 9)E.Benveniste:Le vocabulaire des institutiOns indOeurOp6enneS.TOme l.p.205‐ 2,2

BenVeniSteは 何故に aVus｀ 祖父、の縮小語である aVunculusが母方の伯父となったかを考察
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Messom cundrada cuir ban. Air ni tualaing ben rOria ni sech oen a cenn: adagair a athair

a Cetmuinter imbi be Cetmuintere;adagai“ ta mme(1)CC imbi be clainne;adagair fine imbi

be fine; adagair eclais imbi be eclise.Ni tualain(g)reicce na cuir na creice na cundrunda

sech oen a cenn, acllt tabairt beS techta d'oen a cenn cOcur cen dichill.

(大意)｀取引の最悪のものは女子の契約である。何故なら女子は主人の 〔許可〕なしには何物をも売

却・ 談渡し能はないからである。女子は未婚の場合は父が監督 し,一家の主人の妻である場合は主人が

監督 し,子供をもうけた場合は息子達が監督 し,親族の間で生活している場合は (父・夫・息子などとい

う監督者のいない状態)親属が監督する。教会の一員の場合は教会が監督する。女子は 〔上述の〕監督

者なしに売却 。購入 。契約をなす能わず。 但 し監督者に対し, その同意のもとに贈物をなす場合は除

くoヽ (注27)

儒教道徳に見られる三従の教よりも甚だしい女性蔑視の内容とい うべきであ り,ロ ーマ法の perpetua

mulierum tutelaを 思いおこさせるものである。上例により吾々は InSelkeltenの 一部であるアイルラ

ンド人社会が基本的には父系制社会であることを知 り得る。しかしアイルランド法には Binchyが鋭 く

反対しているが,母系制の痕跡を示す と考え得る法律が散見されるのである。

子供は原則として父方の家族に属するが,母方の親属にも若干の権利が保留されている。特に注目す

べきは wergild(贖罪金)で,殺人者は殺されたものの父方親属に 7 cumalを 支払 うことになってい

たが,更にその 手 を母方の親属にも支払わねばならないのである。 Inselkeltenに は母系制の sub

stratumと 解 し得るものが他にも若干存在する。最も注目すべきものは H.Hubertが 指摘 しているが ,

命名法である。印欧語族の命名法は普通 Zeus KroniOn(ク ロノスの子ゼウス)の如 く父称を使用する

か又は地名によって人名を表示していた。SChraderは 次のように言及している。

E)ieser reichen iPatrOnyFnikabildung der idg.  SpraChen gegen● ber fehlen Metronymika fast

durchaus, ein urnstand, der allein schon gegen die Annahine spricht, da die idg.Vё lker in der

altesten zeit unter Mutterrecht gelebt h`itten・ (注お)

Schraderは 例外として Kos島には母または祖母の名にちなんだ命名法があったことを述べている

が, これは先住民の影響と考えている。

ケル ト語の命名法で Kos島 のものと類似 しているものに以下のような例を Hubertは挙げている。

いづれも Inselkeltenに 見られるが,神々や英雄達は ｀
母の子、とい う形式で呼ばれ印欧語族の父称と

は異なる。Lugは Ethneの 息子と呼ばれ,無双の英雄 Cuchulainnは Deぬtireの息子と呼ばれる。

Ethneも Dechtire も共に母親の名前である。ウエールズでも Gwydion神 は DOnの息子と呼ばれ

る(注
")。

223年から235年 の間に刻まれたと思われるカレドニァ人の碑文に次のような文句が見える。

Donum Lossio Veda De Svo

Posvit Nepos V・ epogeni Caledo

こ`の贈与は UepOgenuSの 甥である

ヵレドニア人 Lossio Uedaの費用によりなされた。、
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囲の移動が開展された。

Bosch‐ Gimperaは現在のフランスからスペインのカタロニア地方に前 900年頃にケル ト族がハルシ

ュタツトB期の文化をたずさえて移動したと述べているがく注
"),ケ

ル ト族の移動の主たるものは後期に

属すと考えられる。前 4世紀から前 3世紀にかけてがケル ト族の活動が最も活渡であった時期で,文献

資料にもケル ト族がたびたび登場して来る。前 390年にケル ト族の一派はローマ市を占領し荒掠したが,

これはローマ社会に甚大な影響を及ぼした。北イタリアにはケル ト族が幡鋸し,ロ ーマ人は北イタリア

を Gania Cisalpinaと 称した。前 3世紀の前半には小アジアに侵入し,こ の地にガラティア王国を建

設するに至った。かくてケル ト族の分布地域はイギリス・フランス・スペイン・スイス 。南 ドイツ・オ

ーストリー・ハンガリア・モラヴィア・ボヘミアよリパルカン半島 0小 アジアにまで拡散されたのであ

る。かくも広大な地域に分布したケル ト族の社会に於て共通の文化的特色を認めることは出来るが,地

方差が現れるのは当然であろう。後期に行われたゲルマン人の移動より類推すれば,部族または部族連

合による移動は人口的に見てあまり多い数ではなく,ケ ル ト族の占拠した地方の原住民の方が多数であ

った場合が多いと思われる。従ってそれぞれの地における被征服原住民の影響が大であったと思われる

のである。スペインにおいては先住イベリア族と混血しケルティベリア族なる融合種族が生れている。

しかし,こ でゝは地方差を越えた共通のケル ト族社会につき考察してみよう。

ケル ト族の社会は部族制社会であり,部族はガリアではラテン語でpagusと 記載され,ア イルランド

では tuathと 呼ばれた。共通の社先より出たとされる血縁共同体であるが,ア イルランドの tuathが

人`民、という原意を有していたが,後に地域的な意味を有して来たことから判るように地縁共同体に

変化して行ったと思われる。かゝる部族は多数存在したが,Filipに よるとガリアの Lugdunum(今 日

のリコン)の碑文には60の部族名が記載されているという(注2)。 この部族の首長が王 (ア イルランド語

ri.)で古くは選挙王制であったと思われる。Caesarはガリア人に見られる身分につき記述し,druides,

equites,plebSと 呼んでいる。祭司・貴族 。平民の三身分が存在していたわけで,特に興味が持たれる

のが祭司であるドルイドだが,こ でゝはこの問題に立ち入らないことにする。

ケル ト族社会では家父長権は無制限に強大なもので, CaeSarに よると家父長は家族に対して生殺与

奪の権 (pOteStaS Vitae“ CiSque)を 有していた。一夫多妻制も見られたが,正妻 (ア イルランドでは

Cetmuinter)の ほかは女奴隷的存在であった。J.Moreauは次のように断言している。

B.ei den Galliern fehlen die nlutterrechtliche ]Einrichtungen ganzlich.  1)eshalb kann die

Vermutung ausgesprochen werden, daβ  das Mutterrecht nicht ursprunglich keltisch war,

SOndern daβ die lnSelkelten eS VOn der einheilniSChen BeVё lkerung ubernOminen haben・
(主主:あ)

MOreauに よると InSelkeltenに 見られる女性の自由な性生活は特殊なものでケル ト族全般にわたる

ものではないという(注%)。

Inselkeltenに 於ても基本的には厳しい父系制社会であったことは,BinChyの引用している女性の法

的地位を示す諸法律からも明らかである。次の一例を見ると家父長権の下でのアイルランド女性の極め

て低い位置をうかがい知ることが出来る。
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主に小家畜を飼育していたとなす。 (牛 0馬 も存在したが数は少数であ り,豚はいなかった。両輪のあ

る車を知っていた。)かれはまた原始印欧語族が低級農耕を行っていたと考え,い くつかの共通基語を

挙げているが,管見する所では確実な語として *iewOs 穀`物 (蕎麦 7)、 ほか一,二にとどまるよ

うである。 BrandenSteinの いう第二文化段階で西方に移動した後期印欧語族が高度に発展した農耕文

化と接触して梨耕を行 うに至ったとされる。 この段階で語の意味の変化も見られ,*agrOSは ｀
草地 ,

牧場、の意味から 耕`地、の意味となり,その他の語彙にも意味の変遷が見られたとする(注 1つ o

Bran“nsteinの 説は SChraderに 比較すると緻密になり,イ ンド・イラン語派における農業関係語

彙の欠落を巧妙に説明し得るが,これも一つの仮説であり,かれのいうキルギス草原地帯の Urheimat

における褥耕の存在は疑わしいものである。しかしかれは砂くとも梨耕段階に関しては他の民族の文化

との接触により梨耕を知るに至ったとの見解を示し,印欧語族社会における独自の梨耕開発を否定して

いる。農耕の起源は大きな問題であり(注18),世界最古の農耕がオリエントの丘陵地帯ではじまったことは

確実のようであるが,農耕の起源地はオリエントのみならず,世界各地に求められている。かっての文化

伝播説に見られた一元論は否定され多元論が唱えられている現状である。しかしオリエントより北西の

地域(即ちヨーロッパ)に はオリエント起源の農耕が伝播して来たというのが通説である。前6千年期には

東ヨーロッパや南ヨーロッパで農耕が始まり,中央ヨーロッパの最初の農耕文化であるドナウ文化は前

5千年期から4千年期のものとされる。印欧語族の農耕が源をオリエントにもつことはほぼ確かであり,

かれ等が褥耕の段階を経ずに梨耕を受け入れた可能性が大きいと思われる。オリエントとの関係を示す

語彙として 戦`斧、を意味する言葉があげられたことがあるが現在は否定的見解が有力である(注19)o農

耕関係の語彙はオリエントとは直接に結びつかないようであるが Brandensteinはそのいくつかは借用

語と考えている。 (東南アジアを原産地とする稲は,ヴ ェトナム語 n′6p,チ ャム語 ni6p, セダン語

hian,古朝鮮語 ni一, 日本語 ineに見られるように東南アジアより朝鮮を経由して日本に渡来したこ

とを示す言語的証拠が見られる(注か。)

ヴェル トは「鍬農耕に対する梨農耕の重要なる特徴は,穀物栽培である。」と断言しているが(池1)言

語学的に見ても印欧語族の Urheimatにおける農耕は梨耕であった。前述せる如 く褥耕段階では母系

制社会が発展することが多い。しかしすでに見て来た如く Urheimatに おける顕著な家父長権力の存

在,梨耕の存在は母系制が原始印欧族で全 く欠除していたものと考えて充分であろう。

Urheimatの 文化を考古学上のどの文化に比定するかということは未解決の問題であるが,中央ヨー

ロッパの初期農耕文化であるドナウ文化と関係づける見解が PigOttに より提出されているo(注物

そしてドナウ文化の拡散した地域の一部にケル ト人の原住地が求められるのである。

● ケル ト族と母系制について

中部ヨーロッパで前 1千年期の初期より繁栄したハルシュタット文化の担い手は未だ充分に解明され

ていないようであるが,東部のものはイリュリア人,西部はケル ト人に帰されているようである。ハル

シュタ ツト文化に続くラ 。テーヌ文化の時期における文化の担い手がケル ト人であったことは明自であ

る。ラ・テーヌ文化は前500年頃より前 1世紀の末ごろまで続いたが,こ の文化を有したケル ト族の広範
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語 WOgniS

大麦 :ギ リシ ァ語 kri,krithё,ラ テン語 hOrdeum,古 高地 ドイツ語 gёrSta

小麦 :ギ リシァ語 pyrOs,リ トアニア語 piral

亜麻 :ギ リシ ァ語 linOn,liti,lita,ラ テン語 linum,linteum,ア イルランド語 lin,古高地 ドイツ

語 1ln, リトアニア語 linOs,古 ススヴ語 linu

上述のものは僅かな例を示 したものであ り, SChraderは このほかに馬鍬・刈鎌・飾,な どの農具名 ,

｀
播種する ｀ 刈`取る、 ｀

穀物を挽 く、などの農耕関係の動詞,種・穂 。茎 。畝溝・苗床 。体耕地など

の農業関係語,燕麦・黍・豆 。かぶらなどの栽培植物名などを列挙 している。印欧語族に属す諸言語が

すべて上述の語彙に対応する形の語を有 しているわけでなく,特に注意されるのはインド・イラン語派

に農業関係の語彙が欠けていることが多いことである。 (穀物,大麦 :サ ンスクリット語 yaVa― ,古

代ペルシ ァ語 yaVa― ,ギ リシァ語 Ze a, リトアニア語 iaWai,ア イルランド語 e Ornaな どの例はあ

るが。(注14))

SChraderは 要約 して Urheimatにおける農耕の特徴として次の項目をあげている。

① 土地に対する私有権の欠除 ② 粗放な穀草農耕 (Feldgrasswirtschaft)③  鋤の使用 ④ 牧

畜に対 して農耕の比重が軽 く,男子は農耕に従事することを潔 しとしていない。⑤ 果樹・野菜の栽培

は知 られていない。 ⑥ 後代に比 し定住性が稀薄。

SChraderの挙げている特徴を見ると,吾々は Caesarや TaCituSの述べている原始ゲルマン人の生

活形態を想い起さざるを得ない。これらの特徴を細部にわた り綿密に検討すれば異論の出し得る余地が

あると思 うが,こ ゝではこの問題に深入 りすることを避け Urheimatにおける農耕の概要を得 られれば

充分であろう。Urheimatにおける農耕がいかなる経過で発展 して来たかについては,比較言語学は教

える所が乏しい。Urheimatにおける印欧語族の原居住跡の発掘でもされれば問題の解明に寄与する所

大であろうが,Urheimatの位置が諸説紛々として定まらない現状である(注15)o

共通基語として金属を示す語彙は二,三の仮説はあるが,(例えば金・銀をすでに知っていたとぃぅ

説)そ の存在は疑わ しいものとされる。 Childeは 金属もしくは若千の金属器を知っていたが輸入され

たものであると見政してお り,冶金術は知 られていなかったと考える(注10)o

従ってUrheimatにおける印欧語族の状態はいまだ金属器時代に入る以前の新石器段階と考えてよぃ

であろう。農耕関係の共通基語より見て褥耕段階ではなく梨耕段階を示しているようである。母系制と

の関連で考察 して見ると次のような問題が提起されよう。即ち農耕がどこか他処の土地より伝播 して来

たものか ?,或いは印欧語族の社会が独自に農耕を発展せ しめたものなのかとい うことである。

BrandenSteinは 印欧語族の社会を考察するに当って三段階を設定 して検討 している。 三段階とは古

い狩猟→牧畜→農耕をさし,そ の点では着想が Out Of dateに なっているともいえるが,かれの説に

よると,原始印欧語族を前期と後期に分け,そ もそもの Urheimatを キルギス草原地帯 と見餃し,西

方に移動 したヨーロッパ語群の人々がヨーロッパで梨耕を行 うに至ったと解釈するのである。 Bran_

denSteinの 考ではそもそもの Urheimatにおいて原始印欧語族は狩猟採集の段階にはなく牧畜を行い ,
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扱っているが,印欧語族において家父長権が強大であったことを強調している。彼によると,ラ テン語

paterの形容詞として patriuSと いう語があるが materには *matriusな る語は存在 しない。これは

paterと materが 平等な立場になかったことを示し,pOteStaSは paterの みに存在 していたと見るの

である(詢 )。

印欧共通語には ｀
母の兄弟、を表わす語が欠けており,こ れは 父`の兄弟、を表わす語が存在してい

ることに対して一つの特徴をなす。 (｀ 父の兄弟、サンスクリット語 pitryaギ リシァ語 p`trOS,ラ

テン語 patruuS,古 高地 ドイツ語 fatureO)い くつかの語派では後に独自な ｀
母の兄弟、を示す語を作

った。例えばラテン語やパル ト語派では祖父を表わす語より作られた。(ラ テン語 aVmCulus← avus)

母系制では母方の伯父が重んぜられるから,こ れは印欧語族に母系制の存在 しなかった一つの例証とな

ろう(注 10)。  SChraderは これにつけ加えて 嫁`ミを意味する語は存在 したが 婿`、を意味する語は存在

しなかったと述べている。

上述せる如 く比較言語学の教える所では印欧語族の Urheimatに おける強大な家父長権の存在が注意

され,Kor“ mannが地中海地域に侵入 した印欧語族について 馬`と家父長権、を導入 したと喝破した

ことは至言であるといえよう。 しかし,個々の印欧語の使用された地域で母系制の遺制と思われるもの

が存在することは否定できない。すでに BaChOfenが 古代ギ リシァにおける母系制の遺制につき述べて

いるが,かかる遺制は印欧語族であるギ リシァ人に本来見 られるものでなく,ギ リシァ人の征服 した先

住民の母系制によるものと思われる(注11)o

個々の印欧語族に見 られる母系制の遺制について二つの解釈が可能である。一つは父系制の印欧語族

が母系制の原住民を征服 し,被征服民の母系制の影響を受けたという解釈である。後世の印欧語を使用

する語族が一つの純粋な民族である筈がなく,多 くの非印欧語族が印欧語族化されたことは明らかなこ

とである。ゲルマン人においても先住民の SubStratumが神話に反映 し,ヴ ァナ神族とアサ神族の対立

という形で現れているといえるのである(注12)o後述するごとくケル ト族の場合も同様な解釈が可能であ

る。

しかしもう一つの解釈として考えられることは Urheimatに おける印欧語族が確かに父系制であっ

たとしても,その前段階として母系制社会であ り,母系制の遺制を有 していたと解釈することである。

印欧語族が牧畜を中心とした生活様式を営んでいたことは,共通語において,犬 。馬 0牛・羊・豚な

どの家畜の名称は極めて確実な共通基語形が成 りたつが魚名,金属名などはすべてこの語派に共通な基

語形は仲々再建 しがたいとされることからも明らかであろう(注 13)。 しかし,かれ等が純粋の遊牧民では

決 してなく Urheimatにおいて農耕の行われていたことは次の例よりも明らかである。

耕地 :ギ リシァ語 agrOs,ラ テン語 ager,ゴ ート語 akrs(サ ンスクリット語
`iraは

草原という意

味になる。)

鋤| :ギ リシァ語 arOtrOn,ラ テン語 aratrum,古 アイルランド語 arathar, アルメニア語 araur,

古スラヴ語 Ora10, リトアニア語
`rklas

鋤の刃 (梨頭):ギ リシァ語 Ophnis,ラ テン語 VOmiS,古高地 ドイツ語 WaganSO, 古プロイセン
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であろう。一般的に説かれていることは男子が狩猟を放棄 し,女子にかわ り農耕の主役を演ずる梨耕の

段階に入ると母系制社会より父系制社会に転ずるとされる。生産力の発展の結果と男子の経済的役割の

重要化に母系制から父系制への転換の原因を求めるのである。モルガンやエンゲルスの見解がそ うであ

った。これに反 しグレープナーやシュミットなどは転化の原因を内的発展に求めるのでなく父系制社会

との接触に求めている。当然のことながらこの説は母系制が父系制に先立って普遍的に存在するもので

あるとの立場を否定 している。マードックは婚姻居住様式の変化 (妻方居住制→夫方居住制に)に原因

を求めている。その際に居住様式を変化させる原因は雑多と考えるようである。

いずれにしろ,こ の問題は一元的に考えるべきではないであろう。母系制から父系制への転化は多元

的な条件に由来 していると考えるべきであろう。筆者は低級農耕より高級農耕への発展の結果という説

が多くの場合に公当性があると思 うが,他説の可能性も否定 し得ないと思 う。 しかし一つ確かなことは

母系制より父系制に転化 した社会が過去に存在 したことは多くの例証があるし,現在の未開人社会の中

でも見 られる現象である。 しかし逆に父系制より母系制に転換 した例は皆無であるとい うことである。

(旧石器時代より新石器時代にかかる転換があったかも知れないが,実証 しがたい。)従って印欧語族

の Urheimatにおいて母系制が存在 していたのかどうかを検討すると,ピ クト人の系統についても手

がか りを得 られることになる。次に印欧語族における母系制の存在の可否について考察 して見よう。

● 印欧語族 と母系制

印欧語族に属する諸言語は広大な地域に拡散し,東 トルキスタンよリアイルランドに至るまで認めら

れるが,その Urheimatの 位置は未だに解決 し得ぬ問題である(注つ。考古学的に Urheimatの 文化を所

謂 SChnurkeramik文 化と見る見解が有力であるが,すべての研究者の同意を得ているわけではない。

文献資料はもとより存在 していないので,Urheimatに おける社会の状態は,比較言語学が再建した共

通基語の語彙により想定する他ない。

A.Nehringは 印欧語族における女子の地位は極めて低 く奴隷と殆んど異なる所がなかったと述べ
,

印欧共通基語
*pOtiS(Herr=Ehemann)は

無制限の patria pOtestas(家 父長権)を有す父であっ

たとなしている。比較するものとしてヘブライ人の家族をあげ,男子の意味の ba'alは Herrを さし,

女子の意味の be° `ulahは die BeherrsChte,das Eigentumを さしているとなしている(注8)。

更に Nehringは 次のように述べている。

E)iese IIeimfuhrung war ein ganz wesentliche 
′
reil des indogernlanischen IIochzeitrituals, der

daher auch einzelsprachlichen iBezeichnungen der  Hochzeit und der :Ehe zugrunde liegt, lZ.B.

ai・  υαλαιι,, er fthrt Sein Weib heim'', υαんα′%‐,,IIOChZeit'', gr.glァ タ2α′力α α

`rι

s′ んαグ, lat.

%χ Oグι
"τ

(フ

`″

θθグ′und nOch nhd. ein Weib heimf出 ren. p. 172

Nehringは 印欧語族 とフィノ・ ゥグル語族ならびにアルタイ語族の関係を論 じているのであるが,吾

人にとり興味があるのは,婚姻が夫方居住制を示 しているという事実である。これは父系制を意味して

いる場合が多いと解 し得るから,印欧語族の社会が父系制であったという一つの例証と考えられる。

印欧語の語彙研究を精力的に展開 しているフランスの E.Benvenisteは 親属関係を示す語彙も取 り
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1110giCalであろうか。 ここで母系制について若千の考察をなし, ついで印欧語族における母系制につ

き調べて見たい。

● 母系制について

Bachofenが その著 ``Mutterrecht'':において古典作家に見られる記録の中より古代における母権

制社会を想定したことは偉大な業績であり学説史的に見て現在に於ても大きな意義を有している。しか

し後世の男性支配の社会に反し,古代に女性支配が存在したという彼の説は現今では否定されている。

BaChOfenに次いでアメリカ合衆国の Morganが 有名な ``Ancient Society''を 著わし,現存せるイ

ンディアン社会の観察より BaChOfenが 古典研究により想定した母権制の存在を実証し,乱婚,血縁

家族,プナルァ家族 (集団婚の時代),母権的対偶家族・家父長的家族,一夫一妻家族というプロセス

を経て発展したという進化主義的学説を唱えたので あった。 周知のようにこの学説を援用して ``Die

Urspnmg der Familie,des Privateigentums,des Staats''を 著わしたのが Engelsであり, Bebel

の ``Die Frau''も 基本的には Morgan説に立っているのである。しかし lMorganの説は多くの人

類学者,民族学者により反駁され今日では ObSOleteに なってしまったといってよいであろう。かって

考えられた素朴な狩猟生活より牧畜生活に,牧畜生活より農耕生活に発展したという発展段階説が今日

では全く省みられないように,母系制が父系制に先行して普遍的に存在したという説は畢党するに19世

紀的進化主義の産物であり,一部のマルキストを除き現在では信奉者を失っている(湘 )。 しかし母系制が

過去に存在したし,現在でも未開人の間に存在していることは,ま ぎれもない事実である。問題は母系

制社会がいかなる環境において発生し,いかなる状態で父系制社会に転化したかということである。現

在の人類学はこの問題を完全に解決したとは云い得ぬようである。

前述せるごとく,狩猟→牧畜→農耕という発展段階説は破産してしまい,1日石器時代のすべての人類

が狩猟採集生活をしていた段階より新石器時代に入 りそれぞれの居住環境に応 じて狩猟生活,遊牧生活

農耕生活に分化したという説は常識であるが(温),父系制と母系制の社会が狩猟・牧畜・農耕という三つ

の生活様式に図式的に適合すれば (例えば狩猟と牧畜社会は父系制で,農耕社会は母系制であるという

風に。)甚だ都合がよいが,事実は必らずしも図式的ではない(注5)o

しかし母系制社会が初期農耕段階の社会―
いわゆる褥緋を行っている社会で通常は男子がいまだ狩

猟を行い農耕は女子が行 う。一
に極めて多く見られることは諸家の容認する所である。これは農耕の

開始が女子によりなされたという定説と矛盾することがないのである。原始的な狩猟段階では財産とい

う観念,さ らに遺産相続という風習がほとんど存在しないことは Radcliffe_Brownが述べている通り

である(濁)。 従って農耕を女性が行うようになり,女性の管理する土地を中心とした所有権,ま たは占取

権についての観念が発展して行ったものであろう。

母系制社会においては女子の社会経済上の地位が高く,血統は母方の系譜により数え,地位・財産は

母方の系譜により継承されるのが特徴である。母系制社会 においては妻方居住 制が行われ ることが多

いが,常にそうであるわけでなく夫方居住制も見られる。しかし総体的に母系制社会といっても母系制

をとる種族の発展段階はそれぞれ僅かでも異っている筈であり,夫方居住制は後期の段階と考えてよい
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(注 5) イリュリア人が HaHstatt文化と関係のあった事は明 らかであ り,広範囲に拡散したとい

う説が有力である。詳しくは H.Kraheの Die Sprache der lnyrier参 照

(注 6)JaCkson,op.Cit.p.135～ 136, なお Watsan,op.cit.の ``River Names''の 章参照

● ピク ト人の母系制について。

ピクト人の間で行われていた母系制につき言及したのは Bedaであ り,次のように述べている。

In primuS autenl haeC inSula BrettOneS SOluFn a quibuS nOmen aCCepit, inCOlaS habuit, qui de

tractu Arn10riCanO, ut fertur,  Brittaniam adVeCti, auStraleS Sibi parteS illius vindicarunt. Et

cunl plurinarn insulae partem, incipientes ab austrO, pOssedissent, cOntigit gentenl :PictOrum de

Scythia, ut perhibent, longis navibus inon multis Oceanum ingressam circumagente flatu ventO_

rum, extra fines Onlnes iBrittaniae Hibernicanl pervenisse, eiusque septentrionales oras intrasse,

atque inventa ibi gente  Scottorurn, sibi quoque in partibus illius sedes petisse, nec inpetrare

potuisse. E,st autem IIibernia insula oninium post iBrittanianl maxllna, ad Occidentem quidenl

Brittaniae sifa; sed sicut contra aquilonem ea breviOr, ita in ineridienl se trans illlus plurinlum

prOteindens, usque cOntra  IIispaniae septentriOnalia, quamvis magno aequore interiocente, per‐

venit.  Ad hanc ergo usque pervenientes navigio lPicti, ut dixinlus pertierunt in ea sibi quOque

sedes et habitationenl donari.  Respondebant Scotti, quia llon ambOs eas caperet insula: ``Sed

possurnus,``inquiunt,'' Salbre VObiS(dare COnSilium quid agere 、′aleatis. Novinlus insulam aliarn

esse nOn prOcul a nOstra, contra orturn solis, quanl saepe lucidiOribus diebus de 10nge aspicere

s。lemus.

IIanc adire si vultis, habitalilem vObis facere v01etis:vel si qui restiterit, nObis auxlliariis

utimini''. Itaque petentes :Britaniam iPicti habitare per septentriOnales insulae partes cOeperunt,

nam austrina Brettones occupaverant. Cumque uxores Picti non habentes pe terent a Scottis,

ea solum conditione dare consenserunt, ut ubi res in dubiurn, s de feminae

de masculina sibi e hodie Pictos constat

esse servatum

ピクト人間で王位継承が母系になった理由として Bedaの挙げている話はアイルランドの記録によっ

たものであ り,伝説的なものと解すべきであろう。しかしピク ト人における継承法が異民族より好奇の対

象となっていたことを推測せしめる。この母系制に注目してピクト人を非印欧系と断 じたのは H.Zim_

merであつた(注1)o Zimmerは Mutterrechtの 存在より非印欧説を唱えたが,こ れを論駁したのが著

名なケル ト学者である W.Stokesで ,次のようにいっている(注2)。

The lScottisl■  :Picts had, as everyOne kno、 vs, a lmatriarchal systenl.

lBut tO argue, aS haS been dOne, that therefOre they were not lndo‐ European is nOt Only

ignorant but i1logical.(:Eriu ili, 18)

果たして StOkeSが述べているように母系制であるが 故に 非印欧系と断ずるのは ignorantであ り
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成っていると思われるからである。Watsonの解釈では混合語として説明がつくとされるが,問題のあ

る所であろう。JaCksOnの 結論に従うと, ピクト人の使用した言語は P‐Celticに 属し,地名・人名な

どでQ‐Celticに 属するものは 5世紀以降に Q‐ CeltiCに 属す Gaelicを 使用する民族との接触による

とする。

There iWere at leaSt tW0 1anguageS Current in nOrthern SCOtland befOre the COFning Of the

lrish Gaels in the fifth century。 ()ne of thein was a Gallo‐ Brittonic dialect not identical with

the lBritish spoken south of the Antonine Wall, thOugh related tO it. ′
rhe other was not

C)eltic at all, nor apparently even lndo‐ European, but was presumably the speech Of sOme

very early set of inhabitans of ScOtland.

前 2千年期の前半の青銅器時代に非印欧系語族が北部スコットランドに居住するようにな り,長らく

平和な生活を営んでいたが,前一世紀前後に新たなケル ト語を使用する民族が出現し,先住民と融合す

るに至った。言語的には先住民の言語が後世まで残存し,二言語併用時代が続いたと思われる。支配民

族で戦士階級を構成していたとも考えられるケル ト族はノルマン征服後のイギ リスにおけるフランス語

を使用していたアングロ 。ノルマン人に比較出来るかも知れない。それに対し原住民はサクソン人に比

較出来よう。以上述べた如 く言語的な考察は非印欧系の原住民の存在を肯定するものであると考えるこ

とが出来る。次いで吾々はピクト人の母系制について考察してみることにしよう。

(注 1) Ammianus MarcelHnusは 次のように述べている。

11lud tarnen sufficiet dici,  quOd eO tenlpOre  lPicti in duas gentes divisi,  I)icalydOnas et

Verturiones, itidenlque AttacOti, bellicOsa hOmillum natiO, et ScOtti, per diversa vagantes,

■lulta poptllabantur.  :X:XXI1 8‐ 5

ピクト人の部族名が記載されているが, Dicalydonasは CaledOnas(ヵ ンドニア人)を さす ことは

先ず間違いないが,VerturiOnesについては解釈が分かれる。Encyc10paedia ReligiOn and Ethics

の ``Pict''の 項参照

(注 2) W.J.Watson:The History of the Celtic Place‐ Names Of ScOtland.p.11

(注 3) PiCtと はラテン語の Picti“ 色 どられた人々 ''の 意味でピク ト人間で行われた文身の風習

より来ているとされる。しかし文身はピク ト人のみでなくブリトン人にも見 られたもので あ るか ら

(Caesar, De BeHo Galico V。 14)文身の風習からだけでは説明がつかない。ローマ人は土着の名

に似て,かつ文身の風習を示す PiCtiな る語を用いたものであろう。

サクソン語 Peohtas,ゥ ェールズ語 PeithWyr,古 代ノル ド語 Pettaな どはいづれもピクト人をさ

す言葉である。語根 PeCt一 が抽出される。 WatSOn,op.Cit.P.67～86.た だし JacksOnは否定

する。

(注 4) ケル ト語は Q‐Celtic(ア イルランド語・ スコットランド語 0マ ン島語)と P‐Celtic(ゥ ェ

ールズ語 。コンゥォール語 。ブルターニュ語)に 分かれる。印欧共通基語の labiO_velaresの *KW

を Pに変えたのが P‐Celticで ある。大陸ヶル ト語 (ガ リア語・ ガラテア語)は P‐Celticで あった。
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う説に分かれる。)と非ヶル ト系印欧語説に分かれる。 JaCkSOnは極 く僅か言及しているに過 ぎないが ,

非ケル ト系印欧語説を或る観点では無視 し得ぬとしている。かれは次のように述べている。

1ヽTevertheless One shOuld nOt 10se sight Of the general possibility that some place‐ nanles in

Britain which have an lndo‐ European look but are not clearly either Celtic or Germanic nlay

be due to non‐ Celtic lndo‐ European elenlents ainong the prehistOriC ilnrnigrants to these islands.

P.132

ピクト人を非ケル ト系印欧語であるイリュリア語を使用する種族と考えたのは ドイツのケル ト学者 J.

POkOrnyで あり, これは一世を風靡 したイリュリア人の全 ヨーロッパ的な拡散という学説の影響があ

ると思われる(注 5)。

JaCksOnは地名と人名を検討 し次のように結論する。Adamnanゃ Bedaが言及しているピクト人と

思われる人名はヶル ト語で解釈し得るし,それ より以前に 3世紀に Dlo Cassiusの 記録の中に登場す

る CaledOnia人の首長である ArgentOCOXOsの 名もケル ト語で解明し得る。 しかし Pictish chronicle

の中に出て来る人名の中で Talog.Tarain,Onuist, Drostan(こ れは WelShの Trystanに当たる。

有名な トリスタンとイズー物語のヒーローの名である。)な どはケル ト系であるが, Bredei,Derelei,

BargOitな どという人名はケル ト語では全 く解釈不能の前ケル ト名とされる。地名について Jackson

はギリシァの地理学者 Ptolemaiosの 挙げている部族名・都市名 。河川名・湾名・ 岬名などを検討 し,

その42%は ケル ト系であるが,他はヶル ト系でないとしている。そして著者が正しく指摘 しているよう

に河川名のごとき自然現象を示すものは部族名・都市名などよりも先住民の名称が残 りやすいとして,

河川名などは僅に35%が ケル ト系であるとしている(注6)o

ほとんどがオガム文字で書かれたピクト人の碑文は現在 2ダースばか り各地に残っているが, 8世紀

から9世紀のものとされる。碑文は極めて判読 し難ぃが Gaelic で解釈 し得る語が散見する。例えば

crroscc(Gachcで ``cross''の 意)meqq(Gaelicで maqq“ son"の 意, 属格であろうとされる。)

しかし Gaelicで全 く解釈 し得ず,ヶル ト系でない,明 らかに非印欧系の語が見 られるのである。Tan‐

nasting碑文は完全に判読 し得るが Nehtonと ぃう人名を除いて他は全 く意味が判らない。

ettocuhetts ahehttannn hccvvevv nehhtons

St.Ninians碑文。besmeqqnanammovveZ.も し meqqが「息子」という意味なら besと nanamm‐

O VeZは 人名である可能性が強いとされる。

JaCkSOnは次《)よ うンこいっ
‐てヽ るヽ。 It would take superhuman ingenuity to shOw that that is

(1)eltic or lndo‐ European at all. :P. 141

人名・碑文などによリピクト人の言語に非印欧的要素が認められるわけであるが,ピ クト人は全体的

に見てヶル ト語を使用していたと認められるのである。その場合ヶル ト語学者にとり問題となるのはピ

クト人が P‐ Celticに属するか,Q‐Celticに 属するかということである。Bedaの記録しているピクト

の地名である Peanfa詭 1(ア ントニヌスの城壁の末端に近い場所)は論争の中心となった。なぜならこ

の地名は P‐Celticの penn``end''と Q‐ Celticに 属す Gaelicの f41``wall''(属格は fail)よ り
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の言語について触れていない(注1)。 ローマ軍のプリタニア撤退,ゲルマン系諸族 (ア ングル人,サ クソン

人,ユート人)の プリタニア侵入という民族大移動時代においてピクト人社会も大きな影響を受けたと

思われるが同時代人の記録は存在 しない。後世のGlldas,Nennius,Adamnan,Bedaな どの記述とア

イルランドの諸年代記 (中でも Annals Of Ulsterは 信憑性が高いという。)に出て来る記述によリピ

クト人につき多少知り得るが,その歴史の詳細は不明である。所謂 PiCtish ChrOniCleな るものが存在

するが,これは歴代のピクト人の王名表であり通常いう意味での ChrOniCleで はない。ピクト人の言語

についての考察は諸記録の断片的な記述・地名 0人名,それに前述せる若千の碑文により研究せねばな

らないという制約があり従って諸家により諸説が展開されたのも止むを得ない。古記録の中でピクト人

の言語について触れているものは Adamnanの  ``Vita Columbae''の 中で聖コロンバがピクト人と

会話をするのに通訳を必要としたという記事である。Adamnanは 7世紀の終り頃にその著書を書いた

が聖コロンバは約一世紀ばか り過去の人物であるので, 6世紀のピクト人は明らかに Gaelicと 異なる

言語を使用していたことになる。なぜなら聖コロンパは GaeHCの 使用されている Donegal地方の出

身者なのでピクト語が GaeliCの一種ならば通訳を必要としないからである。ピクト語を Gaelicと 解

釈する J.Frazerは方言の差で説明し得ると考えたが,これは無理な解釈であろう。

Bedaはその HistOria eCClesiastica gentis Ang10rum.の 中で次のように述べている。

C)mneS natiOneS et prOVinCiaS iBrittaniae,quae in quatuOr linguaS,id eSt BretOnuFn,PiCtOnum,

Scottorum,et Ang10rum divisae sunt.9世紀の Nenniusは Historia BritOnum。 の中ではぼ同様

な記述をなしている。

In ea prius habitabant quatOr et gentes, Scoti Picti, atque SaxOnes, BritOnes.

NenniuSの 記述は Bedaに準拠 したものとも考えられるが,17世紀の古物研究家である Duald mac

Firbisが 引用 した占詩に次のようなものが見 られる(2)。

Fairenn Alban cO muir nlcht

Gaoidhil, Cruithnig, Salx, SaxO‐ Brit.

``'I｀he populatiOn Of Alba tO the sea Of lcht(the English Channel)consists of Gael,

Crulthnlgh, SaxOns, and SaxO_BritOns.''

Cruithnighと はピクト人をさすものであ り,1九来ピクト (PiCti)と はラテン式の呼称であり,ピ クト

人の自称でないのは勿論,ヶル ト系の隣人達 よりの呼称でもなかったものである(出)。

上述の例証により四種類の種族がイギ リスに居住 していたことが判明する。そしてピクト人の言語を

除いて他の三種類の言語は現在 もイギリスで使用されていることは周知の通 りである。即ち, Welsh,

Gaehc,そ れに勿論 EngliShで ある。Welshと Gaelicは ヶル ト系,Englishはゲルマン系であるが ,

さて PiCtiShは いかなる系統に属する言語であったろうか。Jacksonは在来の諸説を検討 しているが ,

非印欧語説として J.Phys,H.Zimmer,MaceNeillの ものをあげている。非印欧語説は言語学的な

視点よりも寧ろ民族学的な視点に立つものであ り後述する「母系制」との関連で論ぜらるべきであろ う。

次に印欧語説の立場に立つ ものとして,大別 してケル ト語説 (これはP‐CeltiCか Q‐ CeltiC(注4)か とい
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ピク ト人 の 起 源 に つ い て

大 久 間  慶 四 郎

● 序 説

ピクト人は嘗ってスコツトランドに居住していた民族で,通常の歴史概説書の中では,帝政末期のロ

ーマ帝国支配下にあったプリタニア (Britannia)に 対しスコット人と共に屋々侵入し土着のプリトン

人を荒掠した民族という程度のことしか記載されていないが (注1), このピクト人については所謂「 ピク

ト人問題」(PiCtish QuestiOn)な るものが古くより論ぜられており,そ の種族はいかなるものであった

かが論考されて来たのである。ピクト入自体は9世紀に種族としての独立性を失い結局は周辺民族の中

に融合されてしまったが,かれらについて記載された記録,かれらの遺した若千の碑文などにより周辺

諸民族と異なる異質の種族であったことは, 大方の賛同を得ている(注2)。 多くの論者はピクト人を 目し

て,ヶ ル ト化された非印欧系民族 (Non_Indo EurOpean, Or Pre_Aryan)と 考えるが,そ の論拠は

ピクト人の言語がヶル ト化されているが非印欧系の潜在層 (Substratum)の 存在を強 く示していること

と,記録に伝えられているピクト人間に行われていた「母系制」 (Matrihneal system)が 非印欧語族

の制度であるという二点よりもたらされたものである。ピクト人の言語については,比較的最近,ケル

ト語 の大 家 で あ る K.H.Jacksonが E.T.Wainwright編 纂 の ``The PrOblem Of the PiCts''の

中で ``The Pictish Lanま age''な る一項を執筆してピクト語について在来の研究を総括 した eXhaus‐

tiveな研究を展開してお り,ピ クト人の言語について現在 もっとも権威あるものと認められてお り(出),

筆者には言語学的にピクト語の性格を解明する能力はもとよりないので Jacksonそ のflLの論者の説を

紹介する程度にとどめておき,ピ クト人に見 られる母系制について多少考察 して見たい。ただこの論考

は筆者の不勉強なことが第一の原因であるが,更に文献の入手が困難なことと短時間に蒼性としてまと

めあげられたものであり,そのために極めて不備なものであり,あ まりにも多くの誤 りがあるのではな

いかということを恐れるものであるが,識者の御教示を得 らるれば幸である。

注(1)例 えば最も代表的といってもよい尾鍋輝彦の「西洋史概説」P,326,P,408

注(2)ピ クト人の言語を SCotlandの Highland地 方で今もなお一部で話される Gaehcと 同一視

する見解が W.F.Skene(Celtic ScOtland.)以 来根強 く続いている。しかし通常 Gaencは

アイルランド人の移民によって Highland地 方にもたらされたものとされる。詳 しくは Wain‐

wright op. cit., :P.131～132,

T.F.C)'Rahilly :Early lrish IIistory and Mythologyの P.378～384を参照。

注(3)I.Henderson:The Picts.P.29～ 30

● ピクト人の言語について

ピクト人についての記録は 3世紀末にローマ人 Eumeniusの 称讃演説の中に始めて登場 して来るが

ローマ帝国の衰退,防禦能力の低下による異民族の帝国侵入の激化とともに,次第にその名称が頻繁に

記録に登場するようになる。Ammianus Marceninusは Pictiの部族名を二つ挙げているが,かれ ら
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G・ グ ラ ス と 不 条 理 劇

遠 山 義 孝

ギュンター・グラス (19η年ダンチッヒ生まれ)の劇作家としての知名度は,小説家,詩人としてのそ

れに比してかなり低いものではあるが,1950年代,彼にはかなり精力的に劇作に取り組んだ時期があっ

た。ここに取りあげた二作品「パッファローまであと10分」と「おじさん,お じさん」も, この時期に

書かれたものである。ヒルデス′、イマーと並んで,彼は ドイツに,不条理劇を移し入れた作家の一人に

数えられているが,は たしてこれらの作品が本当に不条理なのか,ま たヒルデスハイマーの言う「不条理

笑劇」として位置ずけることが可能か,本稿では,こ の点を中心に論究する。不条理劇の作品は,外面

はどれも同じように見えるが,その内容・形式は,千差万別である。 今日では,不条理劇理論に関する

パイブルとなった「エアラングン講演」の中で, ヒルデスハイマーは,我々日本人に興味のあるエピソ

ー ドで, この点を指摘している。日本の初代駐独大使が,ベルリンに着任してから暫らくして,本国へ

の召還を外務省に願い出たそうである。理由は「ヨーロッパ人は皆同じ顔をしているから」であった。

彼はこの話をもって,イ オネスコとベケットが,一般には同一線上で,即ち同じ顔をした人間として論

じられているものの,実は二人の間に共通のものは少ないと言いたかったのである。従って不条理劇と

は何かは一律には定めがたく,解釈する場合も,個々の作品にあたってどの程度まで,「不条理」という

概念と相入れあうかを調べ,共通のものをとり出して帰納して行く以外,方法が無いと思う。

筆者は「パッファローまであと10分」を解釈してゆく過程で, 不条理劇と言うものが, 禅仏教の影

響を受けているのではないかとの感にとらわれた。最初,唐突とも思えたこの臆測もイオネスコが,実

際に不条理劇と禅の共通点,殊に方法の上での,を見出していることを知り,かなり現実感をおびたも

のとなった。仏教の本質が,不可思議にして言語道断のものであり,言語表現の世界に存しないもので

あることを思えば,人間存在の背後にひそむ形而上的真理の世界に触れようとする不条理劇もまた,宗

教的なものの領域に足を踏み入れているのであり,そ こに共有点が,でてくるのは奇とするに足らない

だろう。不条理劇と禅仏教との関係は,別に章を設けて論述した (Exkurs)。「ぉじさん,お じさん」

については,不条理性の要素よりも BurleSke(滑稽なる劇)の要素がはるかに強く,前衛劇と言うよ

りは,ア リストテンスの演劇作法の伝統上にあると言った方が良いと思われる。その点,時期的に遅く

書かれた「パッファロー」の方には,グ ラスが不条理劇の Dramaturgieを 意識的に駆使したあとが

見える。
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Zirkel, nämlich am Ende beginnt wieder der Anfang. Esslin sagt: ,, Viele Stücke des 

Theaters des Absurden haben einen kreisförmigen Ablauf; sie enden genau dort, wo 

sie angefangen haben. " 35> Hildesheimer: ,, Jede Erwähnung der Vergangenheit im 

absurden Stück meint eine kollektive absurde Vergangenheit, und jede Erwähnung der 

Zukunft tritt als Frage auf. Und im Ende steckt auch wieder der Anfang." 3•> Dieses 

formale Verfahren erinnert mich an das RINNE des Zen-Buddhismus. Seine wörtliche 

Bedeutung ist die kreisförmige Wiederkehr. Das RINNE ist die Lehre, daß jeder Mensch 

wieder und wieder auf die Welt kommen muß, die Folgen seines Tuns zu ernten, oder 

vielmehr, daß der Mensch durch sein Tun in diesem Leben eine neue Persönlichkeit für 

sich erschafft, damit die Folgen seines Tuns in einem künftigen Leben sich auswirken 

können. Bei der Lehre vom RINNE steckt auch „ im Ende wieder der Anfang". 

Bezüglich der Technik des Spiels: 

Krudewil und Pempelfort mimen große Geschwindigkeit. Sie halten sich im Fahrtwind. 

Rittlings auf der Lok. Sie mimen ein Ruderboot. In solchen Szenen wurde der Stil der 

japanischen No-Spiele als Pantomime verwendet. Das NO-Spiel ist nicht auf das Wort, 

sondern auf das Schweigen gegründet, so daß, was darin liegt, nur angedeutet, nicht erzählt 

werden kann. NO-Spiele sind durch den Einfluß des Zen-Buddhismus entstanden. Eine 

der vier wichtigsten Lehren des Zen-Buddhismus ist FURYUMONJI (etwa die Abwertung 

der Sprache und ·schrift). NO wurde durch diese Lehre (FURYUMONJI) beeinflußt. 

Infolgedessen ist der Stil der Pantomime auf der Bühne entstanden. Das absurde Theater 

hat auch in diesem Punkt einen gemeinsamen Grundzug mit dem Zen, denn, wie gesehen, 

durch die Auseinandersetzungen mit dem Absurden entsteht auch eine Abwertung der 

Sprache. Das absurde Theater und die Philosophie des Zen-Buddhismus haben also in

nerlich und äußerlich vieles gemeinsam. In dieser Beziehung könnte man sagen, daß das 

absurde Theater ein philosophisches Theater sei. 

LITERATURVERZEICHNIS 

I) Primärliteratur 

Grass, Günter: Noch zehn Minuten bis Buffalo. Ein Spiel in einem Akt. In: 

Deutsches Theater der Gegenwart. Hrsg. von Karl Heinz Braun. Bd. 1 Frankfurt 

a. M., Suhrkamp 1967 

Grass, Günter: Onkel, Onkel. Ein Spiel in vier Akten. Mit neun Zeichnungen des 

Autors. Berlin, Verlag Klaus Wagenbach (1965). (Quarthefte 4.) 

35) Esslin, Martin: a. a. 0., S. 322 
36) Hildesheimer, Wolfgang: a. a. 0., S. 345 
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Frage z.B. in der Walfisch - Szene auf. Krudewil, Pempelfort und Fregatte scheuchen 

die Kühe im Glauben, es wären Walfische. Was ist eigentlich hier die Wahrheit, die 

Kühe oder die Walfische? Eine klare Antwort ist nicht gegeben, aber man fühlt, daß 

die Wahrheit nur durch den Glauben zu erreichen ist. Die Frage ist auch eine Hauptfrage 

des KO-AN des Zen-Buddhismus. KO-AN ist Gegenstand der Meditation, bedeutet wörtlich 

,,eine öffentliche Urkunde", doch mit der Zeit bezeichnete man damit eine Fragestellung, 

die sich auf Handlungen und Aussprüche berühmter Meister gründete. Es ist ein Problem, 

das keine verstandesmäßige Lösung zuläßt. Die Antwort entbehrt der logischen Verknüp

fung mit der Frage, und die Frage selber ist von solcher Art, daß sie dem Verstand spottet. 

Hier ein Beispiel des KO-AN. SEKI-SHU-ON-JO (Ton einer Hand). Haku-in (1768 gestorben) 

-der bedeutendeste japanische Zen-Meister, auf den im wesentlichen die Methode der 

KO-AN-Meditation zurückgeht-pflegte eine Hand empor zu halten und die Schüler 

aufzufordern, ihren Ton zu hören. Ein Ton entsteht beim Zusammenschlagen zweier 

Hände. Welch ein Ton entsteht beim Zusammenschlagen einer Hand? Mit dem Verstand 

kann man es nicht begreifen. Martin Esslin schreibt folgendes : ,,Daher gründet sich eine 

so durch und durch mystische Philosophie wie die des Zen-Buddhismus auf die Ablehnung 

des begrifflichen Denkens schlechthin. . . . Ionesco soll eine Parallele zwischen den 

Methoden der Zen-Buddhisten und des Theaters des Absurden gezogen haben, und 

tatsächlich erinnern die Lehrmethoden der Zen-Meister, ihre Verwendung von Tritten 

und Schlägen als Antwort auf Fragen nach dem Wesen der Erleuchtung [SATORI] und 

die von ihnen gestellten Nonsens-Probleme [KOAN] stark an manche Verfahrensweisen 

des Theaters des Absurden. " 88
' 

Für Zen liegt das Problem des Lebens darin, über das Entweder-Oder, über den 

Gegensatz von Ja und Nein, welche beide die Wahrheit verdunkeln, hinauszukommen. 

Grass hat ja auch solche Gegensätze, wie bereits festgestellt, dargestellt. Die Summe 

der Darstellungen als ganzes Bild wird zum Analogon des Lebens. Er versucht eine 

absolute, d. i. allgemeingültige Wahrheit des Lebens zu finden. Doch es ist schwer, 

denn „ jede Wahrheit ist für sich wirklich, aber wird fraglich sobald der Blickpunkt 

wechselt. " 3
'' 

Es wurde bemerkt, daß der Handlungsablauf (d. i. die Kausalität der Handlung :der 

Personen) in diesem Einakter fast aufgehoben ist. Daher spielt die Zeitabfolge in den 

einzelnen Szenen eine geringe Rolle, aber im ganzen gesehen gibt es doch einen zeitlichen 

33) Esslin, Martin: a. a. 0., S. 332 

34) Sehnetz, Diemut: a. a. 0., S. 114 
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Ich versuchte in dieser Untersuchung zunächst rein deskriptiv festzustellen, was 

überhaupt vorliegt, und fragte, erst dann nach übergeordneten Gesichtspunkten, um das 

Gefundene in einen größeren Zusammenhang einordnen zu können, wobei ich auch Hildes

heimers Theatertheorie und Esslins Schrift zu Rate zog. 31
l Als Ergebnis kann ich 

folgendes sagen: Im Stück „ Noch zehn Minuten bis Buffalo " wird die absurde Dramatik 

gut realisiert. Hildesheimer hat vollkommen recht, wenn er meint : das Stück sei ein 

Prototyp der absurden Burleske. Dagegen hat das Stück „ Onkel, Onkel " zwar viele 

Elemente der Burleske, aber wenig absurde Dramatik. Nach dem Lesen des Stückes 

„ Noch zehn Minuten bis Buffalo" war es zuerst nur eine Vermutung, daß das absurde 

Theater durch die Philosophie des Zen-Buddhismus beeinflußt wurde. Nachher erfuhr 

ich in Esslins Schrift, daß Ionesco eine Parallele zwischen den Methoden der Zen-Bud

dhisten und des Theaters des Absurden gezogen haben soll. Tatsächlich habe ich beim 

Versuch der Interpretation viel Gemeinsames zwischen beiden gefunden, und ich möchte 

dies gesondert im folgenden Exkurs behandeln. Was das Stück „ Onkel, Onkel" anbe

langt, so muß ich sagen, daß sehr wenig Gemeinsames zu finden war. 

EXKURS 

Als ich zum ersten Mal „ Noch zehn Minuten bis Buffalo " las, fühlte ich mich in 

die religiöse Atmosphäre des Zen versetzt, weil das Daseinsgefühl eines Menschen durch 

metaphysische Intuitionen erweckt wird. Es ist also kein Zufall, wenn Esslin sagt: ,, In 

seiner Beschäftigung mit den elementaren Gegebenheiten des menschlichen Daseins und 

in seinem Bestreben, diese nicht in begrifflich analysierbarer Form darzustellen, son

dern den Zuschauer an der lebendigen Erfahrung metaphysischer Wahrheiten teilhaben 

zu lassen, rührt das Theater des Absurden an die Sphäre des Religiösen " 82
) Das Zen, 

die „ Buddha-Werdung" durch Selbstversenkung, hat im höchstmodernisierten Land, in 

Amerika, längst Eingang gefunden, da dort am meisten Entfremdung des Menschen 

herrscht. In der Welt, in der Unruhe, Angst und Ohnmacht herrschen, versucht man 

danach zu fragen, was absolut oder was wirklich ist. In concreto taucht eine solche 

31) vgl. dazu : Tank, Kurt Lothar : a. a. 0. , S. 45 

Fruchtbarer als der Versuch, das absurde Theater mehr oder weniger umfassend und genau zu 

definieren und Günter Grass auf diese Definition festzulegen, erscheint mir eine Interpretation, 

die von den Voraussetzungen ausgeht, die der Autor für sich selbst als wesentlich ansieht. (S. 45) 

32) Esslin, Martin : a. a. 0., S. 338 
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irgend so ein Ding nich, 

vielleicht inne Tasche. 21> 

Am Schluß des vierten Aktes singen sie es wieder, nachdem sie Bollin erschossen haben. 

Darin liegt eine gewisse Konsequenz. Hier kann man vermuten, daß Grass absichtlich 

das Lied am Ende wieder eingesetzt hat. Motivierung oder Kausalität [findet man nicht 

beim absurden Theater. Der Mordversuch bestimmt die Grundsituation des Stückes. Das 

Ding „Revolver"· wird als Mordgegenstand benutzt und dieses Ding hat eine magische 

Kraft. Wenn man es sieht, möchte man es gleich benutzen, und dieser Revolver ist das 

Symbol des „Gesetzes" des Bollin. Bollin spricht: ,,Das Gesetz der Serie regiert mein 

Leben". 29> Obgleich er sich als Systematiker ausgibt, ist sein Vorgehen bei den Mordan

schlägen nicht systematisch. z. B. Nachdem er durch sein unvorsichtiges Tun den Förster 

Forschbach hat fliehen lassen, bedauert er sich und sagt im Vorspiel des dritten Aktes: 

Bollin: Unabgeschlossene Serien. Dokumentierte Inkonsequenz. 

Nadelbäume-Nie hätte ich mich damit einlassen sollen. Denn so frage [ich heute: 

Was hat Bollin mit der Natur zu tun ?-Bin ein Stadtmensch.29> 

Daher zweifelt das Publikum, ob Bollin seine Mordpläne wirklich ernst meint. In der 

Tat wird das Problem des Mordversuchs in den ersten drei Akten witzig, komisch und 

spaßhaft gespielt. Bollins Plan wird erst im vierten Akt durch die beiden Kinder erfüllt. 

Aber welche Ironie! Der Mörder wird ermordet. Das Problem ist erledigt, weil das Ding 

sich von Bollin löste und von seinem „Gesetz der Serie" unabhängig und autonom wurde. 

Tank meint: ,,Hier, im Schlußakt, erweist sich die Tragfähigkeit des Themas, die mit 

der latenten Spannung der Ausgangssituation gegeben ist, und die am Ende in ihrer 

Unheimlichkeit aufgedeckt und freigesetzt wird". 80> Wir leben jetzt in der Welt, in der 

es Atombomben gibt, und wissen nicht, wann der Atomkrieg ausbricht. Auch ein Irrer 

könnte den Atomkrieg beginnen. Weil die Atomwaffe den Vernichtungsdrang der Men

schen reizt, leben wir in einer unsicheren Situation. Ich meine damit, daß dieses Stück 

als ein Spiegel unserer Welt gesehen werden könnte. Das könnte der Grund dafür sein, 

daß das absurde Theater nach dem zweiten Weltkrieg aktuell wurde. Wir haben die 

Atombombe erlebt und dabei die schreckliche Augst gespürt, und diese Angst wächst 

immer noch. Man könnte annehmen, daß Grass diese ernste Situation der Wirklichkeit 

durch Satire und Groteske in „Onkel, Onkel" verzerrt dargestellt hat. 

27) Grass, Günter: Onkel, Onkel. Ein Spiel in vier Akten. Berlin (1965) (Quarthefte 4.) S. 10 

28) Grass, Günter: a. a. 0., S. 24 

29) Grass, Günter: a. a. 0., S. 55 

30) Tank, Kurt Lothar: a. a. 0., S. 43 
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der Welt."21l 

2. Onkel, Onkel 

Die erste Fassung von Onkel, Onkel entstand in den Jahren 1956/1957 und wurde am 

3. 3. 1958 von den Bühnen der Stadt Köln uraufgeführt. Die Neufassung entstand 1964. 

Das Stück teilt sich in vier Akte (Die Grippe-Der Kuckuck-Die Diva-Onkel, Onkel) 

und jeder Akt hat ein Vorspiel. Hauptfigur ist Bollin, ein Systematiker. Es handelt sich 
um einen jungen Mann, der sich nach dem „Gesetz der Serie" Mordanschläge vornimmt 

und dabei immer scheitert. Das kranke Mädchen Sophie hat keine Angst vor ihm, als er 
unter ihrem Bett hervorkommt. Er muß ihr sogar beim Rätselraten helfen. Der Förster 
Forschbach, den Bollin in einer Fallgrube begraben will, wird durch seine Kenntnisse 

über Botanik gerettet. Die Sopranistin Diva, die von Bollin ermordet zu werden wünscht, 
vertreibt ihn durch ihre Liebesanträge. Am Schluß trifft Bollin wieder die beiden Kinder, 

Sprotte und Jannemann, die ihn „On1rnl" nennen und ununterbrochen um ein „Ding" bit

ten: Uhr, Füller, dann Revolver. Indem sie mit seinem Revolver spielen, schießen sie ihn 
tot. 

Wilpert definiert die Burleske als ein „kleines derbkomisches Lust-oder Possenspiel 

mit karikaturistischer Übertreibung. " 2•> Während das Stück „Noch zehn Minuten bis Buf

falo" wenige Elemente der Burleske, dafür viele Absurditäten hat, ist dieses Verhältnis 

beim Stück „Onkel, Onkel" fast umgekehrt. Alles, was im Stück geschieht, ist zwar 
unwahrscheinlich, aber nicht absurd. Man könnte das Stück eher ein antirealistisches 

Drama nennen, denn das Lied „Onkel, Onkel" ist lyrische Poesie und das Stück als ganzes 

märchenhaft. Dabei gibt es natürlich auch realistische Elemente. Grass sagte, daß seine 
Theaterstücke „genau wie die Lyrik und Prosa phantastische und realistische Elemente in 
sich haben, die sich aneinander reiben und kontrollieren. " 2 6i 

Im Vorspiel des ersten Aktes singen Sprotte und Jannemann ihr Lied „Onkel, Onkel", 
das eine Parodie auf einen Schlager ist. 

Onkel, Onkel, haste nich'n Ding, 

Onkel, nur ein kleines Ding, 

irgend so ein Ding. 

Onkel, Onkel, haste nich, haste nich, 

haste, haste, haste nich, 

24) Hildesheimer, Wolfgang: a. a. 0., S. 339 

25) Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 1954 S. 91 
26) Zitiert nach Tank: a. a. 0., S. 43 
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hat sich dann später die Kuh entwickelt und aus der Kuh das Schachspiel, dann 

wurden die Pyramiden gebaut, später kam der Journalismus und mit ihm die Eisen

bahn, - wer weiß was morgen sein wird. 20> 

Außerdem wird hier etwas sehr Wichtiges gesagt. ,,Wer weiß, was morgen sein 

wird" ist ein Kernproblem des Stückes und ein Ausdruck der Angst und Verweifl.ung 

des Menschen. Es scheint mir kein Zufall zu sein, daß der genaue Ausdruck im 

MUJOKAN (der Lehre über die Vergänglichkeit) des Buddhismus gefunden wird. Man 

merkt „die Sphäre des Religiösen" 21> Diese Sphäre geht durch das ganze Stück. Krudewil 

und Pempelfort fliehen vor dem strengen Dienst bei der Fregatte (d. i. vor der Beunru

higung des Menschenlebens) und fahren in die utopische Stadt Buffalo. Das Publikum 

hat zuerst nur diese Fahrt gesehen, deshalb weiß es nicht, was vorher vor der Eisenbahn

fahrt geschah. Am Schluß kommt blitzartig das vorangegangene Geschehen zurück. 

Krudewil und Pempelfort sind wieder am Anfang. Das ist ein harter Schlag für die 

beiden und für das Publikum, weil , ,die eben gewonnene Tatsächlichkeit auch nur eine 

Täuschung ist. " 22> Die Schlußszene stellt einen Höhepunkt dar. Krudewil, Pempelfort 

und die Fregatte halten die Kühe für Walfische und scheuchen sie. Der Kuhhirt Axel, der 

als der einzige auf der Bühne ein Alltagsleben führt, schaut dabei zu. 

Axel: (er schüttelt langsam den Kopf) Wie die Bremsen sind sie hinter den Kühen 

her. .. Nach Buffalo wollen sie und scheuchen die Kühe. 2•> 

Äußerlich gesehen ist das ein Moment der Burleske, aber keine Sinnlosigkeit. Wenn 

jemand fest an etwas glaubt, so ist sein Verhalten für ihn selbst sinnvoll. Wenn ein 

anderer ihn beobachtet, d. h. wenn der Blickpunkt wechselt, dann kann sein Benehmen 

befremdend (seltsam) wirken. 

Grass fragt in diesem Einakter nach dem Sinn des Lebens und zeigt dem Publikum, 

daß eine absolute Wahrheit des Lebens schwer zu finden sei, mit anderen Worten, er zeigt, 

daß das Leben verschiedene Seiten hat und ohne Zusammenhang ist. Diese Eigenschaft 

des Lebens liegt der heutigen Welt, die unruhig ist, zugrunde. Dann könnten wir sagen: 

Hildesheimers These, daß das absurde Theaterstück eine Parabel des Lebens sei, würde 

hier zutreffen. In der Tat erkennt Hildesheimer in dem winzigen Schnappschuß dieses 

Stückes „eine kleine diabolische Beunruhigung, quasi als Botschaft von der Instabilität 

20) Grass, Günter: a. a. 0., S. 354 

.21) Esslin, Martin: a. a. 0., S. 328 

22) Sehnetz, Diemut: a. a. 0., S. 79 

23) Grass, Günter: a. a. 0., S. 368 
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Tatsache entsteht eine Illusionsbühne, die eine Wunschvorstellung der Deserteure und 

auch des Publikums hervorruft. Der Wunsch und der Traum der beiden geht wegen 

des Eingreifens der Fregatte aber nicht in Erfüllung. Die Gegenüberstellung: Krudewil 

und Pempelfort gegen Fregatte drückt, wie bereits festgestellt, eine nicht nur äußerlich, 

sondern auch innerlich verschiedene Reaktion im Leben aus. Eine ähnliche Feststellung 

wurde auch von Diemut Sehnetz gemacht, wenn er das Stück wie folgt dechiffriert: ,,die 

Lokomotive ist die konkretisierte Selbsttäuschung, Fregatte die konkretisierte Demas

kierung ; da der Fortschritt eine Illusion bedeutet und Krudewil und Pempelfort der 

ersehnten Freiheit nicht näher kommen, werden sie immer wieder von der despotischen 

Fregatte unter das Joch gebracht. " 11
> Günter Grass m j chte mit dem Stück behaupten, 

daß unser Leben beweglich und instabil sei, d. h. die Fragwürdigkeit des Lebens zeigen; 

denn er geht „in den Untergrund der Existenz und baut aus der Unsicherheit eines auf

gewühlten Zeitalters das (höchst fragwürdige) Bild des Menschen auf. " 18> Darum stellt 

er eine zwischen „Selbsttäuschung" und „Demaskierung" wechselnde Grundsituation in 

seinem Stück dar. Vor dieser Grundsituation mußte der Handlungsablauf eine sekundäre 

Rolle spielen. Zum Beispiel daß der Maler Kotschenreuter eine Fregatte malt, während 

er Kühe betrachtet, ist eine Vorbereitung auf das spätere Auftauchen der Fregatte. Das 

Gemälde, das er eben malt, hat aber an sich schon einen Verfremdungseffekt, der das 

Publikum in den Bereich des Absurden bringt.19
> Es ist übrigens interessant, daß ein 

Maler im Stück auftaucht, denn Grass begann auch wie Hildesheimer seine Karriere als 

Maler. Die Zeitabfolge spielt in dem Stück eine geringe Rolle und ist meistens achro

nologisch. Die genaue Zeitangabe „noch zehn Minuten" ist absurd, da die stillstehende 

Lokomotiv die große Geschwindigkeit nur vortäuscht. Diese zehn Minuten sind ewig, da 

sie nicht vorangehen. Grass verspottet die normale zeitliche Entwicklung, die allgemein 

anerkannte Weltordnung und läßt den Maler Kotschenreuter sprechen. 

Kotschenreuter: Das ist ja ein Fehler. Du betrachtest die Dinge zu sehr mit dem 

Intellekt. Einfach bleiben, ganz von vorne anfangen. Zuerst war das Schiff. Daraus 

17) Sehnetz, Diemut : Der moderne Einakter. Eine poetologische Untersuchung. Bern/München: 

Francke Verlag (1967), S. 47 f. 

18) Tank, Kurt Lothar: Günter Grass. Berlin. Colloquim Verlag, 1965, S. 11 

19) vgl. Hildesheimer, Wolfgang: a. a. 0 . , S. 357 Die Kunst des absurden Theaters liegt ... nicht 
darin, dem Publikum ... eine Eselsbrücke von der Wirklichkeit hinüber ins Unwirkliche, Sur
reale, Groteske zu bauen, indem sie die Wirklichkeit behutsam und allmählich abwandelt. Sie 
liegt vielmehr darin, das Publikum sofort gleich bei Aufgang des Vorhangs, im Bereich des 
Absurden anzusiedeln, es dort heimisch werden zu lassen, wo es ja - der Ansicht des Autors 
nach-ohne es zu wissen heimisch ist: In der Fragwürdigkeit des Lebens, das nichts aussagt. (S. 357) 
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der Situation klar sichtbar, und ich kann Esslin zustimmen, wenn er sagt: ,, Absurdes 

Theater ist ein Theater der Situation im Gegensatz zum Theater des Handlungsablaufs." 12> 

In diesem Zusammenhang kann man sagen, daß durch die Auseinandersetzungen mit 

dem Absurden eine Abwertung der Sprache aufkommt. Wittgensteins Sprachphilosophie 

spielt hier eine Rolle; z. ß. Anakoluthe im Stück, Vorzug der Geste vor der Sprache. 

Nach Esslin strebt das Theater des Absurden „nach einer radikalen Abwertung der 

Sprache" und „Die Sprache spielt dabei zwar immer noch eine wichtige Rolle, aber das, 

was auf der Bühne geschieht, sagt mehr aus als die Worte. " 1 3> Die wichtige Rolle der 

Sprache ist z. B. in witzigen oder satirischen Ausdrücken zu finden. 

Kotschenreuter: Bring mir Segelsaft, ich habe Durst. 

Axel: Sie meinen Milch, Herr Professor. u> 

Der Ausdruck wird Zerrbild und ist günstig und witzig für diese Szene und es entsteht 

eine Atmosphäre des Absurden. 

Krudewil: Eine Frau gehört ins Bett oder sitzt im Schaukelstuhl und häkelt einen 

ab. 1•> 

In diesem ironischen Sentenz können wir den Satiriker Grass erkennen. Wenn wir solche 

Ausdrücke hören, erinnern wir uns an das Alltagsleben und zwar gerade auf der Bühne 

des Absurden, ohne uns fremd zu fühlen. Wir empfinden dabei ohne Bewußtsein, daß 

unser Leben zusammenhanglos und fragwürdig sei. 

Betrachten wir nun das Requisit Lokomotive. Die Lokomotive spielt als Bewegungs

gegenstand und zwar als Partner der Deserteure eine große Rolle. Sie drückt Dynamik 

(gegen Statik) im Leben aus. Der Mensch träumt, daß das Leben immer schön gleich

mäßig geradeaus ohne Störungen auf glatten Schienen geht. Die Lokomotive ist im 

Grunde ein Gleichnis des Lebens, erstens weil sie in kein~m Moment am gleichen Ort 

bleibt und auf das Ziel hin fortgeht, falls sie rechtzeitig bunkern kann, zweitens weil 

sie nur durch den richtigen Führer (Gedanken) nicht aus den Schienen kommt, drittens 

weil ihr Gang (Schicksal) aber fast determiniert ist, so spricht Krudewil einerseits: 

,,Dieses Leben, wer kann sich das leisten. Immer hübsch auf Schienen." Andererseits: 

„Als Lokomotivführer ist man sich vollkommen ausgeliefert. " 15> Nur müssen wir uns 

im klaren sein, daß die Lokomotive selbst sich auf der Bühne nicht bewegt. Aus dieser 

12) Esslin, Martin: a. a. 0., S. 312 

13) Esslin, Martin: a. a. 0., S. 16 

14) Grass, Günter: a. a. 0 ., S. 354 

15) Grass, Günter: a. a. 0., S. 357 

16) Grass, Günter: a. a. 0., S. 360 
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Kurs ändern und dein meuterndes Schiffsvolk suchen?! (Zu Krudewil und Pempelfort) 

Kielholen sollte man euch, teeren und federn,den Rest für die Haie !1°' 
Durch diese absurde Verwandlung ist die Fregatte wohl emanzipiert worden. Obgleich 

Krudewil und Pempelfort Buffalo als ihr Ziel haben, können sie es nicht mehr äußern. Sie 

geraten allmählich in den Bann der Fregatte und werden immer nautischer. Auf die 

Frage, wie ihre Lokomotive heiße, antworten 

Pempelfort und Krudewil : Fregatte ! 

Fregatte: Kurs? 

Pempelfort und Krudewil: Südsüdost! 

Fregatte: Womit heizt ihr eure Lokomotive? 

Pempelfort und Krudewil: Mit Wind! 

Fregatte: Wie sehen eure Schwalben aus ? 

Pempelfort und Krudewil : Weiß und leben von Fisch. 

Fregatte : Auf welchen Schienen fahren wir ? 

Pempelfort: Auf den salzigen. 

Fregatte: Kurs ? 

Pempelfort und Krudewil: Südsüdost! 

Fregatte: Und Buffalo ? 

Pempelfort und Krudewil: Was ist das? 

Fregatte: Wo liegt Buffalo? 

Pempelfort und Krudewil : Wissen wir nicht. 

Fregatte: Buffalo ? 

Pempelfort und Krudewil : Unbekannt. 11> 

Die beiden sind sich durch das Auftreten der Fregatte einig geworden. Infolgedessen ist 

der Streit (als Handlungsablauf zwischen Pempelfort und Krudewil) nicht bis zum Ende 

ausgetragen worden. Statt des Handlungsablaufs spielen in diesem Stück Situationen, die 

meistens durch die Pantomime der Spieler entstehen, eine große Rolle. Krudewil und 

Pempelfort blicken in Fahrtrichtung und mimen große Geschwindigkeit. Pempelfort 

sammelt mit einer Schaufel die Kuhfladen und hält sie für Kohle. Die beiden halten sich 

im Fahrtwinde rittling auf der Lokomotive. Krudewil trägt Pempelfort Huckepack und 

Pempelfort hält Ausschau. Sie mimen ein Ruderboot. In solchen Szenen ist das Primat 

10) Grass, Günter: a. a. 0., S. 365 f. 

11) Grass, Günter: a. a. 0., S. 366 f. 
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Pempelfort: ... Aber nicht wieder einfach losfahren und ich muß laufen. Hörst du, 

Krudewil? 

Krudewil : Ich schreibe dir 'ne Karte, wenn's soweit ist. 

Pempelfort: Verspotte mich nur. Eines Tages, wenn ich nicht mehr sein werde, 

dann wirst du begreifen, wen du mißhandelt und gequält hast, dann wird die Reue 

kommen, doch zu spät, Krudewil zu spät. (Pflückt Blumen)8> 

Eine Karte schreiben ist in dieser Situation ein Moment der Burleske und der Absurdität 

gleichzeitig. Der empfindsame Charakter von Pempelfort ist hier sichtbar, welcher das 

Mitleid des Publikums weckt. Aber die Überlegenheit von Krudewil, damit der Gegensatz 

zwischen den beiden, wird aufgehoben, sobald die Fregatte auftritt. Das heißt, ein neuer 

Gegensatz wird sichtbar: Krudewil und Pempelfort einerseits, die Fregatte andererseits, 

Mann kontra Frau, Land kontra See. Wir können annehmen, daß eine Frau als Kapitän 

ein Moment der Burleske, aber gleichzeitig eine Kritik an etablierten Meinungen ist. 

Als Krudewil und Pempelfort die Fregatte gesehen haben, wird der starke Krudewil 

hilflos und erleidet sogar einen Schwächeanfall, der schüchterne Pempelfort bekommt 

Angst, weil die Fregatte ein kräftiges Mannweib ist und Autorität besitzt. Pempelfort 

erhält sogar eine Ohrfeige. 

Pempelfort: Eine übergezogen hat sie mir, und die Blumen, ich wollt sie ihr zur 

Begrüßung geben, aufgefressen hat sie alle, auch die Stiele. 9> 

Die beiden sind ohnmächtig vor der Autorität der Fregatte und ihre vorherigen Meinungs

unterschiede sind ausgelöscht. Eine kräftige Frau mit einer Fregatte als Kopfbedeckung, 

die eine Admiralsuniform anzieht, sitzt im Schneidersitz auf den Schienen inmitten der 

Bühne. Dabei raucht sie abwechselnd drei Zigarren und pfeift auf ihrer Bootsmannspfeife. 

Fregatte: ... (Verschämt) Ich, eine zarte flämische Jungfrau, die immer züchtig am 

Spinnrad saß, die durch die Nase hochziehen mußte, weil beide Hände immer be

schäftigt waren, ich, die erröten konnte, wenn jemand in meiner unmittelbaren Nähe 

„ Schmuckkästchen " sagte, ich wurde in einem Jahrhundert, da das Hexen und 

Verhexen eine Freizeitbeschäftigung war, verhext, in eine hölzerne Galionsfigur 

verwandelt, ward später, nach etlichen Kaperfahrten und Seeschlachten von einem 

springenden Delphin geküßt, erlöst und zum Admiral gemacht: Lepanto, Trafalgar, 

Abukir ! Siegte, ging unter und ward zu jener Seeschlange, die dem zeitungsle

senden Volk die Sauergurkenzeit versüßt ... Ach, Fregatte, wie oft mußt du den 

8) Grass, Günter: a. a. 0., S. 358 f. 

9) Grass, Günter: a. a. 0. S. 364 
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können, und ob sie der Burleske zugerechnet werden können. 

II 

1. Noch zehn Minuten bis Buffalo 

Günter Grass (1927 geboren) schrieb 1958 das Theaterstück „ Noch zehn Minuten bis 

Buffalo", und dieser Einakter wurde 1959 im Schauspielhaus Bochum uraufgeführt. Per

sonen, die in diesem Stück auftreten, sind: Krudewil-ein Lokomotivführer, Pempelfort

Heizer, Axel-ein Kuhhirt, Kotschenreuter-ein Maler und Fregatte-eine Dame. Krudewil 

und Pempelfort sind ein Paar, das gemeinsam desertiert ist und danach strebt, nach 

Buffalo zu fahren. Eine alte verrostete Lokomotive steht still in der Mitte der Bühne. 

Krudewil und Pempelfort täuschen große Geschwindigkeit vor. Aber ihre Reise nach 

Buffalo endet durch das direkte Eingreifen der Fregatte, die auf den Schienen sitzt. Sie 

zwingt die beiden (wie wahrscheinlich schon vor der Bahnfahrt) abermals unter ihr Kom

mando. Zum Schluß steigt der Kuhhirt Axel in die Lokomotive und bringt sie zum 

Fahren in Richtung Buffalo und sie verschwindet in den Kulissen. 

In diesem Stück sind Phantasie und Realität (Alltäglichkeit) wechselseitig aufein

anderbezogen. Daher gibt es keinen kausalen Zusammenhang des Handlungsablaufs. Die 

Lokomotive steht regungslos. Aber die beiden erleben große Geschwindigkeit. Der Maler 

Kotschenreuter malt eine Fregatte auf seinem Bild, während er eine grüne Landschaft 

und Kühe beobachtet. Am Ende scheuchen Krudewil, Pempelfort und Fregatte die Kühe 

im Glauben, es wären Walfische. In bezug auf den Aufbau des Stückes sind viele Gegen

sätze festzustellen, wobei verschiedene Stufen der Gegensätze zu. bemerken sind. Krudewil 

kontra Pempelfort: Der erste ist ein Angebertyp, äußerlich tollkühn und hart, während 

der andere ängstlich, naiv und vorsichtig ist. Bei der gemeinsamen Bahnfahrt streitet sich 

Krudewil mit Pempelfort oft um Kleinigkeiten. 

Pempelfort: Du mußt sparsam fahren, es reicht nicht mehr lange. 

Krudewil: Dann werde ich dich verheizen. 

Pempelfort: Es kann nicht dein Ernst sein. 

Krudewil: Meinst du, ich spaße? Schön klein hacken werde ich dich, an der Luft 

trocknen lassen, dann auf die Schippe nehmen und hinein. (er lacht dröhnend)' ' 

Hier sehen wir die Überlegenheit von Krudewil und die Momente der Absurdität. Ein 

andermal versucht Krudewil, ohne Pempelfort loszufahren, was Pempelfort angst macht. 

7) Grass, Günter: Noch zehn Minuten bis Buffalo. Ein Spiel in einem Akt. In: Deutsches Theater 

der Gegenwart. Hrsg. von Karl Heinz Braun. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1967, S. 354 
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sich selbst, deshalb müssen wir sie befragen. Dazu sagt Camus: ,, Das Absurde entsteht 

aus der Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, mit der Welt, die vernunftwidrig 

schweigt. " 8
' In seinem Werk hat aber Camus das Absurde in einer logischen, rationalen 

Welt dargestellt, um die Absurdität im Kontrast zeigen zu können. Dagegen zeigen die 

Dramatiker des absurden Theaters das Absurde auf einer absurden Bühne (d. i. in einer 

absurden Umwelt), wobei Widersprüche unserer Welt dargestellt werden. Dafür wird 

immer Originalität verlangt, da das absurde Stück vermeiden will, auf konventionelle 

Weise unsere Welt zu betrachten. Infolgedessen spielt das Requisit eine ziemlich große 

Rolle, wie ich an späterer Stelle über die Werke von Grass feststellen möchte, und das 

Requisit hat dabei einen Verfremdungseffekt. Nach Taeni bedeutet absurde Verfremdung, 

,, daß das Thema gewissermaf en in der Form seine Entsprechung findet."'' 

Hildesheimer behauptet, das absurde Theater sei eine Parabel über die Fremdheit des 

Menschen in der Welt. Er sagt : , , Das absurde Stück aber kann nicht ein der Aus

sagelosigkeit und der Fragwürdigkeit des Lebens analoges Geschehen darstellen, denn für 

etwas was fehlt, was also nicht ist, läßt sich schwerlich ein Analogon finden." 5
' Es kann 

dem Publikum nur konkrete Gegebenheiten zeigen und solche konkreten Gegebenheiten 

schildern die Situationen auf der Bühne. Den meisten absurden Dramen fehlen aber 

Handlungen im Sinne des klassischen Dramas. d. i. es gibt fast keinen kausalen Zusammen

hang in dem Handlungsablauf. Daher könnte man sagen, das absurde Theater sei kein 

Drama mehr, obgleich es auf der Bühne gespielt wird. Das Theater des Absurden ist, 

nach Esslin, ,, das letzte Glied einer Entwicklungskette, die mit dem Naturalismus be

gann."•> Ob eine andere Art des Theaters in der Zukunft erscheinen wird, weiß man 

natürlich nicht. Aber in der heutigen Welt, in der Unruhe, Angst, Verzweiflung und 

Ohnmacht herrschen, scheint die Form des absurden Theaters am besten geeignet zu sein, 

das Daseinsgefühl eines Menschen darzustellen. Eine „ absurde Burleske " ist von Hildes

heimer geprägt und sie ist nicht einfach mit einer konventionellen Burleske (nämlich Posse, 

Schwank), welche nur komische Momente beinhaltet, gleichzusetzen, denn in ihr müßte 

die Absurdität immanent vorhanden sein. Ich möchte versuchen festzustellen, ob die 

beiden Stücke von Grass „ Noch zehn Minuten bis Buffalo " und „ Onkel, Onkel " wirklich 

absurd sind, wenn nicht, wie weit sie mit dem Begriff „ absurd " bezeichnet werden 

3) Camus, Albert : Der Mythos von Sisyphus. Reinbek b. Hamburg : Rowohlt Verlag. 1968 (rde 90) 

S. 29. Deutsche Übersetzung von Le Mythe de Sisyphe. Paris 1942 

4) Taeni Rainer: Drama nach Brecht. Möglichkeiten heutiger Dramatik. Basel: Schäuble 1968, S. 15 

5) Hildesheimer, Wolfgang: a. a. 0., S. 339 

6) Esslin, Martin: Das Theater des Absurden. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Verlag 1968, (rde 

234/36) s. 313 
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Die „absurde Burleske". Versuch einer Wesensbestimmung 

Günter Grass' ,,Noch zehn Minuten bis Buffalo" 

und „Onkel, Onkel" 

Yoshitaka Toyama 

I 

Was ist ein absurdes Drama? Diese Frage läßt sich schwer beantworten, denn viele 

Dramatiker verstehen das absurde Drama auf ihre eigene Weise und schreiben es, wie sie 

es verstehen. Es scheint, nach Wolfgang Hildesheimer, ,, so viele Formen des absurden 

Theaters zu geben, wie es Vertreter dieser Gattung gibt . " 1> Worin liegt also die Ge

meinsamkeit des absurden Theaters? Von den Inhalten aller Stücke her kann man nicht 

leicht die Grundzüge abstrahieren. Nur von der Seite des Publikums können zum Bei

spiel das Sinnlose, das Sinnwidrige, das Unlogische, das Groteske oder das Anti-Aristo

telische usw. betrachtet werden. Das Wort „absurd" bedeutet im ursprünglichen Sinne 

(auf lateinisch) ,, mißtönend" oder „disharmonisch" oder „ungereimt" in einer musika

lischen Note. Daher könnten wir vermuten, daß etwas „ Absurdes " im Zusammenhang 

des Menschenlebens unverstehbar, vernunftwidrig, gefühlsmäßig irrational bedeute. Das 

Leben ist absurd und fragwürdig. Dies ist die These der Dramatiker des Absurden. Sie 

zeigen diese These in ihren Stücken und stellen dar, wie das Leben ist, nicht, wie es sein 

soll. d. h. sie stellen das Leben nur so dar, wie es ihnen selber erscheint. Das Publikum 

muß selbst nachdenken und die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens finden. 

Hildesheimer schreibt: ,, Das absurde Stück konfrontiert den Zuschauer mit der Unver

ständlichkeit, der Fragwürdigkeit des Lebens" und weiter „ Das absurde Stück stellt daher 

einen Zustand dar, der, wie immer er auch auf der Bühne enden mag, in der Frage ver

harrt. Und darin liegt einer der wesentlichsten Unterschiede zum aristotelischen und zum 

epischen Theater, die stets die Antwort geben oder zumindest nahelegen." 2> Die Antwort 

wird im Stück nicht gegeben, weil diese avantgardistische Dramenform nicht wie das 

epische Theater behauptet, daß die Welt verstehbar und veränderbar ist. Wenn es so 

wäre, würde sie eine Antwort geben. Eher protestiert sie gegen bürgerliche Scheinsicher

heit und die gegenwärtige Situation des Menschen. Freilich spricht die Welt nicht von 

1) Hildesheimer, Wolfgang: Erlanger Rede über das absurde Theater. Eine Diskussion. Über die 

Verspätung. In: Spectaculum 6. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 1963, S. 338 

2) Hildesheimer, Wolfgang: a. a. 0., S. 340 
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― 編 集 後 記
一

「酒に対すればまさに歌 うべし。人生幾何ぞ,讐 うれば朝露の如く,去る日はなはだ多し。」

と魏の曹操はその楽府「短歌行」の冒頭に歌っている。「去る日はなはだ多し。」省みると独協

中高の紀要を出すことになってより多くの月日が流れ,今 日やっと刊行の運びとなった。執筆者

の予定変更,原稿遅延などの悪条件が重ったが,本来48年度中に刊行される筈のものが,今 日ま

でのびてしまったのは編集者の怠慢と不慣れが最大の理由であり,こ こに深 くお詫びしたい。

しかし,寄せ られた原稿は (編集者のものを除いて)いずれも力作であり,創刊号としては,

まずますの出来栄えではないかと自画自賛している。願わくば,第二号以下のものが予定計画通

り恙なく発刊され,内容がより充実して行くことを祈るのみである。とに角創刊号は難産の末に

弧哄の声をあげることが出来た。曹操も「短歌行」の中で「憂思忘れがたし。何を以って憂いを

解かん。ただ社康有るのみ。」と云っている。「紀要」の前途は険しく,それを思うと憂思忘れ

がたいものがあるが,曹操にならい,創刊号の誕生を祝い,下戸である編集者も祝杯を挙げたい

と思う。諸賢も御唱和されんことを。

末筆ながら,玉稿を寄せられた執筆者各位はもとより,創刊に際しての御言葉を頂戴した理事

長先生,校長先生, レジユメの添削をぉ願いした大津栄一郎先生 (も と本校教諭,現明治学院大

学教授),面倒な注文を引受けてくれた豊島プリンティング,その他快く御協力を賜った多くの

方々に対し心より感謝申し上げます。                   (K.0生 )
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