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近
世
歌
謡
流
動
の
一
断
面

―
―

『
松
の
葉
』
飛
騨
組
を
軸
に

木

村

重

利

序

元
隷

一
六
年

（
一
七
〇
三
）
の
序
を
持
つ

『松
の
葉
』
の
本
手
組
の
中
に

「
飛

騨
組
」
な
る
一
曲
が
あ
る
。

１
、
弓
矢
八
幡
寝
は
せ
ね
ど
　
寝
た
と
お
し
や
ら
ば
何
と
せ
う
そ
の

２
、
ひ
と
つ
こ
し
召
せ
た
ぶ
た
ぶ
と
　
殊
に
お
酌
は
忍
び
妻
′
く
ヽ
　
れ
ん
ぼ
れ

れ
つ
の
れ
い
　
し
よ
じ
や
う
に
そ
は
ヽ
　
れ
つ
の
れ

３
、
こ
れ
の
千
代
女
が
髪
わ
げ
は
　
紫
竹
こ
だ
け
に
四
つ
の
櫛
　
加
賀
や
越
前

美
濃
尾
張
　
越
後
京
根
来
粉
河
坂
本
で
所
望
め
さ
れ
た

４
、
あ
す
は
出
よ
ず
も
の
　
船
が
出
よ
ず
も
の
　
思
た
げ
も
な
と
お
寝
る
殿
御

や
　
あ
ゝ
お
寝
る
殿
御
や
　
飛
騨
の
踊
り
を

一
踊
リ
ノ
ヽ

５
、
船
の
中
に
は
何
と
お
寝
る
ぞ
　
苫
を
し
き
寝
に
揖
を
枕
に
　
ひ
ん
だ
の
踊

り
を

一
踊
リ
ノ
ヽ

第

一
歌
は

「
弓
矢
八
幡
に
誓

っ
て
、
あ
の
方
と
寝
た
り
し
て
い
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
人
が

″
寝
た
″
と
い
っ
て
き
か
な
い
も
の
、
信
じ
て
も
ら
え
な
い
な
ら
ど
う

し
よ
う
も
な
い
わ
」
と
、
世
間
の
う
わ
さ
に
対
抗
す
る
近
世
遊
廓
の
世
慣
れ
た
女

の
姿
を
髪
舞
と
さ
せ
る
。
全
体
的
に
は
構
え
た
遊
女
の
強
気
が
出
て
い
て
、
遊
女

と
客
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
戯
れ
歌
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
歌
は
、
多
少
歌
意
に
ま
と
ま
り
の
と
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
謡
い
出
し
の

‥
■
■

・

「
ひ
と
こ
し
召
せ
た
ぶ
た
ぶ
と
」
に
祝
儀
の
勧
酒
歌
ら
し
さ
が
出
て
い
る
。

「
れ

ん
ば
れ
れ
つ
の
れ
い
」
以
下
は

一
節
切
の
譜
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
銘
酎
の

戯
態
を
重
ね
て
表
現
し
、
し
か
も
そ
れ
が
囃
子
詞
風
に
用
い
ら
れ
て
、
全
体
を
酒

席
の
座
興
歌
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
に
し
て
い
る
。
土
佐
踊
歌

「
れ
ん
ぼ
」
や
綾

子
舞
歌

「菊
の
舞
」
に
、
「
こ
と
に
お
酌
は
花
む
す
め
」
「
こ
と
に
お
酌
は
よ
い
姫

子
」
な
ど
と
あ

っ
て
、
酌
取
り
の
女
性
を
讃
美
し
、
勧
酒
の
意
を
謡

っ
た
の
が
、

こ
の
歌
本
来
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

「
忍
び
妻
」
と
な

っ
た
の
は
、
や
は
り
遊
里
を

経
過
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
よ
う
。

第
二
歌
も
歌
意
に
不
明
さ
が
残
る
が
、
女
性
の
櫛
を
男
が
求
め
る
歌
は
古
く
催

馬
楽

「
挿
櫛
」
に
あ

っ
た
が
、
ど
こ
か
に
脈
絡
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
女
性
は
各
地

で
男
心
を
揺
す

っ
た
の
か
。
加
賀

・
越
前

・
美
濃
と
続
く
地
名
の
列
挙
と

「千
代

女
」
と
い
う
女
性
名
、
そ
れ
に
謡
い
じ
り
の

「所
望
め
さ
れ
た
」
と
い
う
あ
た
り

に
、
わ
ら
べ
唄
と
の
交
渉
も
窺
わ
れ
る
。

貞
享
二
年

（
一
六
八
五
）
創
刊
の

『
大
幣
』
の

「
ひ
ん
だ
組
」
は
こ
の
第
五
歌

は
含
ま
な
い
が
、

『松
の
葉
』
の
場
合
、
第
四

。
第
五
歌
は
歌
意
が
連
続
し
て
い

て
組
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
、
明
日
は
船
に
乗
る
男
の
身
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
。
そ

し
て
実
は
こ
の
二
首
に
よ
っ
て

「
飛
騨
組
」
の
命
名
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
味
線
組
と
踊
歌
の
関
係
の
深
さ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
「飛

騨
組
」
の
第
四

。
第
五
歌
が

「
飛
騨
踊
」
な
る
踊
歌
と
し
て
の
前
身
を
持
つ
こ
と

は
、
謡
い
じ
め
の

「
飛
騨
踊
を

一
踊
リ
ノ
ヽ
」
の
踊
り
囃
子
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。

こ
こ
で
飛
騨
踊
な
る
踊
歌
に
焦
点
が
移
行
す
る
。
そ
の
前
に
、
飛
騨
組
、
飛
騨

踊
の

「
ひ
だ

（
ひ
ん
だ
）」
が
果
し
て
地
名
の

「
飛
騨
」
か
と
い
う
素
朴
な
疑
間
に

ぶ
つ
か
る
。
ご
く
素
直
に
は
、
飛
騨
地
方
を
発
生
の
地
と
し
て
栄
え
た
踊
り

「
飛

―
‐
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騨
踊
」
な
る
も
の
が
あ

っ
て
、
そ
の
盛
行
に
よ
る
流
行
の
結
果
、
三
味
線
組
歌
の

成
立
に
も
関
与
し
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。

三
味
線
組
歌
の
成
立
時
期
は
、
詞
章
面
で
の
創
造
精
神
よ
り
も
、
三
味
線
と
い

う
新
楽
器
へ
の
関
心
に
よ
る
新
奇
さ
が
前
面
に
押
出
さ
れ
、
そ
の
技
能
修
得
に
専

念
し
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
従

っ
て
、
詞
章
面
で
歌
謡
史
上
に
三
味
線

組
歌
を
位
置
付
け
れ
ば
、
後
期
小
歌
時
代

・
踊
歌
時
代
の
中
に
こ
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
三
味
線
組
歌

（本
手
組
）
中
、

「
忍
組
」

「
浮
世
組
」
と
と
も
に
踊
歌
名

を
そ
の
ま
ま
組
歌
名
に
し
て
い
る
の
が
、

「
飛
騨
組
」
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

「
ひ
ん
だ
踊
」
と
い
う
の
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
踊
り
流
行
期

に
、
伊
勢
踊
や
木
曾
踊
な
ど
と
並
ん
で
盛
行
し
た
ら
し
い
。
そ
の
伊
勢
踊

。
木
曾

踊
と
並
べ
て
み
る
と
、

「
ひ
ん
だ
」
即

「
飛
騨
」
と
、
や
は
り
地
名
に
由
来
す
る

と
理
解
し
て
お
く
の
が
穏
当
の
よ
う
だ
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
伊
勢
踊

・
木
曾

踊
が
必
ず
し
も
伊
勢
国

。
木
曾
地
方
を
発
生
地
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
同
様
、

飛
騨
踊
と
い
っ
て
も
そ
の
発
生
を
飛
騨
国
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
伊
勢
や
木
曾

に
取
材
し
、
そ
の
語
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
充
分
伊
勢
踊

・
木
曾
踊
と
な
れ
る
の

で
あ
る
。

「
ひ
ん
だ
踊
」
も

「
ひ
ん
だ
」
の
語
を
持
つ
歌
を
抱
え
て
の
踊
歌
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
各
地
の
風
流
踊
資
料
な
ど
で
、
こ
の
踊
歌
の
詞
章
を
検
討
し
て

み
る
と
、

「
ひ
ん
だ
」
即

「
飛
騨
」
と
す
る
に
は
多
少
の
疑
間
も
生
じ
る
。
さ
ら

に
は

「
飛
騨
組
」
の
由
来
と
な

っ
た
二
首
を
考
え
て
も
、
踊
り
囃
子
を
持
つ
以
外

は
、
詞
章
上
全
く

「
飛
騨
」
と
結
付
く
必
然
性
を
持
た
な
い
。
す
る
と
そ
の
二
首

と
て
も
飛
騨
踊
の
詞
章
と
し
て
本
来
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
思

わ
れ

て
く

る
。
な
ら
ば
、
飛
騨
踊
の
元
歌
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ

た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿

っ
て
三
味
線
組
歌
の

「
飛
騨
組
」
に
到

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
辺
の
流
動
の
相
を
垣
間
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
、
狂
言

「
靭
猿
」
の
ひ
ん
だ
踊

狂
言

「
靭
猿
」
に
ひ
ん
だ
踊
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
「靭
猿
」
は
狩
り
に
行
く
途
中

の
大
名
が
猿
曳
き
に
出
逢
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
大
名
は
、
日
頃
願

っ
て
い
た
靭

に
か
け
る
適
当
な
皮
を
猿
曳
き
の
連
れ
た
猿
に
求
め
る
。
強
引
な
大
名
に
、
覚
悟

を
決
め
た
猿
曳
き
で
あ

っ
た
が
、
最
後
ま
で

「
お
の
れ
の
命
の
失
す
る
こ
と
を
ば

存
ぜ
い
で
」
、
芸
の
一
つ
で
あ
る
舟
漕
ぐ
真
似
を
す
る
猿
の
哀
れ
さ
を
訴
え
て
許
し

て
も
ら
う
。
そ
の
礼
に
猿
に
芸
を
さ
せ
、
そ
こ
に
ひ
ん
だ
踊
の
歌
が
謡
わ
れ
る
。

大
名
を
言
寿
ぐ
長
歌
形
式
の
祝
言
歌
が
あ

っ
て
、
以
下
短
歌
形
式
の
流
行
小
歌

風
の
も
の
が
続
く
。
い
ず
れ
も
七
五
七
五
を
基
調
と
し
た
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭

の
流
行
歌
で
、
ま
と
め
て

「
ひ
ん
だ
お
ど
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
今
、
大
蔵
流

の
山
本
東
書
写
本
に
よ
っ
て
、
そ
の
詞
章

（猿
歌
）
を
挙
げ
る
。

○
猿
が
参
り
て
　
こ
な
た
の
御
知
行
ま
つ
さ
る
め
で
た
き
能
仕
る
　
踊
る
が
手

も
と
た
ち
み
ま
や
に
　
牧
お
ろ
し
の
春
の
駒
が
鼻
を
揃
え
申
せ
ば
　
真
如
の

さ
え
ず
り
音
楽
の
声
　
諸
法
実
相
と
ひ
び
き
渡
れ
ば
　
地
よ
り
泉
が
相
生
し

て
　
天
よ
り
宝
が
降
り
下
る

○
興
が
り
き
よ
く
し
ゅ
ん
た
り
　
こ
な
た
の
お
庭
を
け
さ
見
た
れ
　
こ
が
ね
ま

す
に
て
米
は
か
る
　
米
は
か
る

○
あ
す
は
出
よ
ず
も
の
　
舟
が
出
う
ず
も
の
　
お
も
た
げ
も
な
く
　
お
よ
る
殿

御
よ
　
お
よ
る
殿
御
は

○
夜
さ
の
泊
り
は
ど
こ
が
泊
り
ぞ
　
那
波
か
坂
越
か
室
が
泊
り
よ
　
室
が
泊
り

よ
○
舟
の
中
に
は
何
と
お
よ
る
ぞ
　
舟
の
中
に
は
何
と
お
よ
る
ぞ
　
苫
を
敷
き
寝

の
梶
枕
　
梶
枕

○
木
幡
山
路
に
行
き
暮
れ
て
　
月
を
伏
見
の
草
枕
草
枕

ト
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○
こ
れ
か
ら
在
所
ま
じ
や
日
が
暮
り
よ
う
か

「
与
十
郎
」

片
割
れ
月
は
ィ
ョ

脊
の
程
よ
の
　
杏
の
程
よ
の

○
松
の
葉
ご
し
に
月
見
れ
ば
松
の
葉
ご
し
に
月
見
れ
ば

「
つ
っ
と
出
て
月
を
見

ょ
月
を
見
よ
　
取
り
直
い
て
見
よ
取
り
直
い
て
見
よ
」
　

し
ば
し
曇
り
て
ま

た
さ
ゆ
る
　
ま
た
さ
ゆ
る

○
い
と
し
殿
御
の
ご
ざ
る
や
ら
　
犬
が
ほ
え
候
四
辻
で
　
四
辻
で

○
と
ど
ろ
と
ど
ろ
と
鳴
る
神
も
　
こ
こ
は
桑
原
よ
も
落
ち
じ
　
よ
も
落
ち
じ

○
あ
ず
ま
下
り
の
殿
は
持
た
ね
ど
　
風
吹
け
と
は
さ
ら
に
思
は
ず
　
さ
ら
に
思

は
ず

○
汲
ん
だ
る
清
水
で
影
見
れ
ば
　
わ
が
身
な
が
ら
も
よ
い
殿
御
　
よ
い
殿
御

○
ひ
ん
だ
の
横
田
の
若
苗
を
　
ひ
ん
だ
の
横
田
の
若
首
を
し
ょ
ぼ
り
し
ょ
ん
ぼ

り
と
植
え
た
も
の
　
今
来
る
嫁
が
刈
ろ
う
ず
よ
の
　
腹
立
ち
や

〇
四
角
柱
ゃ
角
柱
　
角
の
な
い
こ
そ
添
い
よ
け
れ
　
添
い
け
れ
　
ひ
ん
だ
の
踊

は
こ
れ
ま
で
ぞ
　
こ
れ
ま
で
ぞ

流
派
や
伝
書
に
よ
っ
て
若
干
の
詞
章
的
相
違
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
に
出

入
り
も
あ
っ
て
、
歌
数
も
区
々
で
あ
る
。
例
え
ば
天
正
本
は
全
く
こ
の
芸
尽
し
の

部
分
を
欠
い
て
い
る
し
、
虎
明
本
は
三
首
の
み
の
記
載
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

虎
明
本
割
注
に
は

「
な
か
く
は
い
く
つ
も
ひ
ん
た
の
こ
う
た
を
う
た
ふ
べ
し
」
と

あ

っ
て
、
記
載
の
歌
数
の
み
し
か
謡

っ
て
い
な
い
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
上

演
時
の
状
況
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
も
増
減
可
能
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
加
え
て
同
じ

虎
明
本
の
本
文
歌
謡
列
挙
の
後
に
、

「
ひ
ん
だ
の
踊
は
こ
れ
ま
で
」
と
あ
る
こ
と

に
よ
れ
ば
、
ひ
ん
だ
の
小
歌
な
り
ひ
ん
だ
の
踊
は
あ
る

一
群
の
歌
謡

。
踊
り
の
総

称
名
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

既
述
の
も
の
以
外
の

「靭
猿
」
の
歌
謡
を
あ
げ
‐び
。

○
猿
は
山
王
　
真
猿
目
出
た
い
　
先
ず
着
下
し
の
春
の
駒
が
　
鼻
を
連
べ
て
参

り
た
る
ぞ
や
　
白
金
黄
金
知
行
増
る
目
出
た
き
ま
し
よ
　
飛
騨
の
踊
は
一
踊

一
踊

（刊
本
）

○
筑
紫
下
り
の
西
国
船
　
舶
に
八
丁
瞳
に
八
丁
　
十
六
丁
の
櫓
揖
を
立
て
て

し
も
に
ん
／
ヽ
の
宝
の
中
に
　
火
取
る
玉
　
水
取
る
玉
　
飛
騨
の
踊
は
面
白

や
／
ヽ

（和
泉
流
）

○
イ
ヤ
髪
に
寝
よ
う
か
　
さ
て
菜
の
中
に
　
い
と
ど
名
の
立
つ
菜
の
中
に
′
ヽ

（名
著
文
庫
鷺
流
）

〇
三
日
月
形
の
鎌
欲
し
や
　
妻
諸
共
に
草
刈
ら
う
ノ
ヽ

（刊
本
）

○
松
が
原
と
て
梅
は
こ
そ
　
山
に
小
松
は
絶
え
や
ら
ぬ

（
日
本
歌
謡
集
成
）

○
イ
ヤ
釣
瓶
は
九
つ
身
は

一
つ
ノ
ヽ
　
釣

瓶
を
枕
に
桶
を
小
蔭

に
ノ
ヽ

エ
イ

（鷺
流
）

〇

一
の
幣
立
て
二
の
幣
立
て
　
一二
の
黒
駒
信
濃
と
れ

（
大
蔵
流
）

○
船
頭
殿
こ
そ
勇
建
な
れ
　
泊
リ
ノ
ヽ
を
眺
め
つ
つ

（鷺
流
）

○
か
の
又
獅
子
と
申
す
に
は
　
百
済
国
よ
り
普
賢
文
珠
の
召
さ
れ
た
る
　
猿
と

獅
子
と
は
御
使
者
の
も
の
　
猶
千
秋
や
萬
歳
と
　
俵
重
ね
て
面
々
に
　
俵
を

重
ね
て
面
々
に
　
楽
し
う
な
る
こ
そ
目
出
た
け
れ

（鷺
流
）

前
述
の
も
の
と
含
め
て
二
十
四
首
の
猿
歌
に
は
、

『
閑
吟
集
』
あ
た
り
の
中
世
小

歌
か
ら
近
世
初
期
に
流
行
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。　
一
括
し
て
ひ
ん
だ
の
小

歌
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
猿
歌
の
隆
盛
時
の
状
況
を
そ
こ
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

猿
歌
の
中
に

「
飛
騨
組
」
の
歌
謡
と
重
な
る
も
の
が
拾
え
る
の
は
当
然
と
し
て

も
、
両
者
間
に
直
接
の
因
果
関
係
を
求
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
こ
に
介
在

さ
せ
た
い
も
の
に
風
流
踊
と
し
て
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

「
ひ
ん
だ
踊
」
が
あ

-3-



る
が
、
そ
の
検
討
は
次
節
に
譲

っ
て
、
し
ば
ら
く

「靭
猿
」
の
猿
歌
の
吟
味
を
し

て
み
た
い
。

ま
ず

「靭
猿
」
の
狂
言
と
し
て
の

「
笑
い
」
が
ど
こ
に
存
在
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
天
正
本
の
記
載
を
信
じ
れ
ば
猿
歌
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ

ば
、
大
名
が
猿
の
真
似
を
し
て
太
郎
冠
者
に
率
か
れ
て
退
場
す
る
終
幕
部
の
滑
稽

さ
が
本
来
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
猿
歌
の
部
分
は
後
代

的
な
滑
稽
要
素
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
一
方
、
現
在
の
諸
伝
本
か
ら

窺
わ
れ
る
範
囲
で
の
大
勢
的
な
物
言
い
を
す
れ
ば
、

「靭
猿
」
の
見

せ
場

が
猿

の
芸
尽
し
、
つ
ま
り
猿
歌
の
部
分
に
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
天
正
本
に
見
ら
れ
る
通
り
の
上
演
形
態
と
、
も
う

一
端
に
猿
歌
の
部
分

を
山
場
に
据
え
る
上
演
形
態
と
両
様
考
え
ら
れ
て
く
る
。
か
と
い
っ
て
、
前
者
が

本
来
の
も
の
で
、
前
者
か
ら
後
者

へ
と
上
演
形
態
に
変
化
が
あ
っ
た
と
言
い
切
る

わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
た
だ
各
流
派

・
伝
書
に
よ
っ
て
、
猿
歌
に
出
入
り
、
数
の

多
少
が
あ
る
こ
と
、
実
際
の
上
演
に
お
い
て
も
そ
の
時
々
で
歌
謡
の
数
を
増
減
で

き
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
お
そ
ら
く
傾
向
と
し
て
は
徐
々
に
芸
尽
し
の
部
分

を
増
大
さ
せ
て
い
く
方
向
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
天
正
本
に
み
る
よ
う
な
形
態
で

の
上
演
も
あ

っ
た
と
い
ぅ
、
か
な
り
流
動
的
な
処
遇
下
に
あ

っ
た
も
の
と
思
う
。

換
言
す
れ
ば
、
猿
歌
の
部
分
は
そ
の
時
々
の
演
者
の
技
量

・
工
夫
に
ま
か
さ
れ
、

あ
る
程
度
の
自
由
さ
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
さ
が
時
々
の
流
行
歌
の
採

用
と
い
う
形
と
な

っ
て
、

「
靭
猿
」
に
新
鮮
な
興
趣
を
添
え
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

猿
歌
全
体
に
つ
い
て
、
総
体
的
に
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
流
行
歌
と
言
え

る
が
、
そ
の
採
用
事
情
と
い
っ
た
も
の
に
は
、
個
々
の
契
機
と
時
代
的
な
ず
れ
が

存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「
ひ
ん
だ
の
こ
う
た
」
全
体
に
何
ら
統

一
的
主

題
の
な
い
こ
と
と
、
「靭
猿
」
の
筋
立
て
に
直
接
的
な
必
然
性
を
持

っ
て
い
な
い
こ

と
で
明
瞭
で
あ
る
。
猿
歌
が
時
々
の
流
行
歌
謡
を
採
り
入
れ
て
、
そ
こ
に
新
工
夫

を
加
わ
え
て
い
っ
た
形
跡
は
窺
え
て
も
、
そ
れ
ら
の
歌
謡
全
体
を
指
し
て
ひ
ん
だ

踊
の

「
ひ
ん
だ
の
こ
う
た
」
と
し
た
こ
と
、
そ
も
そ
も

「靭
猿
」
と
ひ
ん
だ
踊
が

結
び
つ
く
要
因
が
何
で
あ

っ
た
の
か
が
や
は
り
疑
間
と
し
て
残

っ
て
し
ま
う
。　
一

つ
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
ひ
ん
だ
踊
」
の
踊
り
の
面
白
さ
で
あ
る
。
狂
言
中
の
興
味

は
歌
謡
の
詞
章
そ
の
も
の
よ
り
は
、
踊
り
の
あ
り
、
所
作
の
面
白
さ
に
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
も
猿
が
そ
れ
を
や
る
と
な
れ
ば

一
層
で
あ
る
。
猿
曳
き
芸

の
吟
味
と
そ
の
変
遷
を
迪
る
中
で
、
狂
言

「靭
猿
」
と
の
交
渉
を
見
た
上
で
な
け

れ
ば
、
断
定
的
な
物
言
い
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ご
く
自
然
な
見
方
と
し

て
は
当
時
の
状
況
と
し
て

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
盛
行
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
猿
に
も
や

ら
せ
て
門
付
け
芸
を
す
る
猿
曳
き
が
あ

っ
た
と
想
定
し
て
い

い
の
だ
ろ
う
と
思

＞うノ。猿
歌
中
の
長
歌
形
式
の
祝
言
歌
や
祝
福
的
詞
章
の
若
千
の
も
の
は
、
厩
祝
言
か

ら
出
た
と
い
う
猿
曳
き
芸
の
祝
福
性
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
無
理

難
題
で
あ

っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
猿
を
差
し
出
せ
と
い
う
命
令
を
撤
回
し
て
く

れ
た
大
名

へ
の
祝
福
と
な

っ
て
、
狂
言
の
筋
の
運

び
の
中

に
も
溶

け
込

ん
で
い

る
。
お
そ
ら
く
猿
芸
本

来
の
祝
福
詞
章

と
そ
れ
は
ど
違
わ
な
い
も

の
で
あ

っ
た

と
思
う
。
そ
し
て
祝
言
の
余
興
と
し
て
の
意
味
で
「
ひ
ん
だ
踊
」
を
猿
に
や
ら
せ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
猿
芸
に
沿

っ
て
考
え
れ
ば
、
小
歌
ぶ
り
の
ひ
ん
だ
踊
歌
は

祝
言
を
離
れ
て
、
大
道
芸
と
し
て
の
歩
み
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

た
だ
猿
歌
に
見
る
よ
う
な
磁
大
な
広
が
り
を
見
せ
る
ひ
ん
だ
踊
歌

の
詞
章
に

は
、
か
な
り
長
期
に
渡
る
時
々
の
歌
謡
状
況
に
照
ら

し
て
の
吟
味

が
必
要

と
な

る
。
し
か
し
、

「
ひ
ん
だ
踊
」
を
探
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

成

立
当
初

に
抱
え
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て
い
た
本
来
的
詞
章
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
多
種
多
様
な
ひ
ん
だ

踊
歌
を
含
む
猿
歌
に
は
、
元
歌
と
い
う
べ
き
も
の
と
新
作
物
、
他
の
謡
い
物
か
ら

の
借
用
、
転
用
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
踊
歌
は
同
時
に
他
の
踊
歌
や

謡
い
物
の
中
に
も
迎
え
入
れ
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も

一
方
か
ら
他

方

へ
と
い
う
単
純
な
伝
承
経
路
の
想
定
で
は
す
ま
な
い
複
雑
さ
が
あ
る
。

そ
う
し
た
伝
承
経
路
を
さ
ぐ
る
前
に
、
ま
ず
本
来
の
ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
を
あ
る

程
度
明
確
に
し
な
く
て
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
材
料
と
し
て
、
各
地
に
伝
承

さ
れ
て
き
た
風
流
踊
中
の

「
ひ
ん
だ
踊
」
が
あ
る
。

二
、
風
流
踊
の

「
ひ
ん
だ
踊
」

風
流
踊
と
し
て
の
ひ
ん
だ
踊
の
分
布
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
、
北
は
北
陸
、

南
は
四
国
、
九
州
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

「
全
国
風
流
踊
り
歌

一
覧
」
に
は
次
の

各
県
の
も
の
を
明
示
し
て
い
る
。

新

潟

県

（
一
例
）

福

井

県

（
一
例
）

二

重

県

（
三
例
）

滋

賀

県

（
二
例
）

奈

良

県

（
三
例
）
　

和
歌
山
県

（
一
例
）

京

都

府

（
一
例
）

兵

庫

県

（
三
例
）

徳

島

県

（
二
例
）

愛

媛

県

（
一
例
）

大

分

県

（
二
例
）

む
ろ
ん
こ
れ
に
も
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
伝
承
地
不
明
と
し
て
伝
え

る
歌
本
な
ど
に
よ
る
報
告
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
踊
歌
の
詞
章
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

兵
庫
県
穴
栗
郡
波
賀
町
道
谷
の

「
ざ
ん
ざ
か
踊
」
の
中
の
も
の
な
ど
は
、
こ
の

踊
歌
伝
承
中
で
は
ま
ず
古
い
姿
を
止
め
た
も
の
と
注
目
さ
れ
る
。

○
ひ
ん
だ
の
横
田
の
ゆ
の
せ
き
で
　
ぞ
ん
ぶ
り
ぞ
ん
ぶ
り
と
植
え
た
田
を
　
今

来
る
嫁
に
刈
ら
し
よ
か
な
　
腹
立
や
　
今
来
る
嫁
に
は
美
し
や

○
ひ
ん
だ
の
細
道
も
の
す
ご
や
　
笠
に
本
の
葉
が
降
り
か
か
る
　
散
り
か
か
る

○
ひ
ん
だ
の
横
田
の
加
賀
の
瀬
で
　
汲
ん
だ
る
水
で
か
げ
見
れ
ば
　
よ
い
女
子

我
身
な
が
ら
も
し
は
ら
し
や

（本
田
安
次
氏

『
語
り
物
風
流
』
二
）

含
ん
だ
歌
が
三
首
と
い
う
の
は
、
こ
の
種
の
踊
歌
の
歌
数
と
し
て
は
少

な
い

が
、
と
も
に

「
ひ
ん
だ
」
で
謡
い
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
古
さ
を
感
じ
る
。
同
じ

波
賀
町
戸
倉
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
を
比
較
の
意
味
で
挙
げ
よ
う
。

○
ひ
ん
だ
の
細
道
や
も
の
す
ご
い
　
か
さ
に
木
の
葉
が
散
り
か
か
る

○
ひ
ん
だ
の
横
田
の
若
苗
は
　
し
よ
ん
ぼ
り
植
ゑ
た
る
稲
を

こ
こ
を

は
お
い

て
　
又
く
る
姫
に
刈
ら
し
よ
か
の

○
袴
肩
衣
た
ち
ぬ
い
を
　
装
を
は
お
い
て
　
今
く
る
姫
に
縫
は
し
ょ
か
の

○
釣
瓶
は
九
つ
身
は

一
つ
　
釣
瓶
ま
く
ら
に
お
き
よ
か
い
の

○
汲
み
た
る
清
水
で
影
見
れ
ば
　
わ
が
身
な
が
ら
も
し
は
ら
し
や

○
兵
庫
の
石
切
や
高
や
ぐ
ら
　
さ
い
て
と
り
た
や
姫
づ
ら
を

（
『
続
日
本
歌
謡
集
成
』
）

道
谷
で
伝
え
る
三
首
と
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
第
五
歌
の
「汲
み
た
る
清
水
」
は

「
ひ
ん
だ
の
横
田
の
加
賀
の
瀬
で
」
の
謡
い
出
し
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
踊
歌
の
詞
章
の
入
れ
換
え
の
種
相
と
い
う
も
の
が
浮
き
あ
が

つ
て
く

る
。　
一
つ
は
何
か
の
事
情
で
、
本
来
的
に
含
ん
で
い
た
歌
詞
の
前
半
が
脱
落
し
て

踊
歌
名
と
の
脈
絡
を
失
っ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
く
採
用
す
る
場
合
に
、

全
く
踊
歌
名
を
考
慮
せ
ず
に
流
行
歌
や
新
作
を
入
れ
る

一
段
階
前
に
は
、
何
か

一

つ
の
因
果
関
係
を
持
と
う
と
し
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
戸
倉
の
も
の
で
は
第
二

歌
の

「装
を
は
お
い
て
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
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と
に
か
く
、
波
賀
町
の
二
例
の
ひ
ん
だ
踊
の
歌

詞
を
眺

め
て
み
る
と

「
ひ
ん

だ
」
に

「
飛
騨
」
を
想
定
し
て
も
よ
さ
そ
う
な

部
分
は
あ
る
。
両
者
に
共
通
な

「
ひ
ん
だ
の
細
道
」
は
山
国
の
聯
想
を
伝
え
、

「
木
曾
節
」
と
し

て
広

く

脂

実

し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
本
曾
、
飛
騨
の
山
合
い
の
地
域
で
生
ま
れ
た
詞
章

と
い
う
推
測
を
許
す
。
さ
ら
に
も
う

一
つ
は

「
ひ
ん
だ
の
横
田
の
加
賀
の
瀬
」
が

飛
騨

。
加
賀
と
の
地
理
的
隣
接
に
よ
る
地
名

で
あ

っ
た
可
能

性
も
あ
る
。
そ
の

「
加
賀
」
を

「
石
川
」
と
し
て
伝
え
る
の
が
次
の
例
。

和
歌
山
県
の
雨
乞
踊
の
も
の
。

「
飛
騨
」
の
字
は
宛
て
ず
、

「
ひ
ん
田
」
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
詞
章
に
田
の
意
識
を
強
く
感
じ
て
の
こ
と
か
。

○
釣
瓶
は
九
つ
身
は

一
つ
汲
み
や
れ
　
ひ
ん
田
の
石
川
で
く
ん
だ
る
清
水
で
影

見
れ
ば
吾
身
な
が
ら
も
良
い
御
方

○
ひ
ん
田
の
横
田
の
早
稲
首
を
し
ば
り
し
ぼ
り
と
植
ゑ
置
い
て
今
来
る
嫁
に
刈

ら
し
よ
か
な

○
腹
立
や
ひ
ん
田
の
小
藪
で
殿
御
を
待
て
ば
鶯
の
声
で
呼
ぶ
ひ
ん
田
小
藪
の
鶯

は
妻
に
恋
し
と
鳴
く
な
り

（
『
日
本
歌
謡
集
成
』
十
二
）

戸
倉
の
第
四

・
第
五
歌
を
合
わ
せ
た
も
の
を
最
初
に
据
え
、
や
は
り

「
ひ
ん
田

の
横
田
」
の
詞
章
も
も
っ
て
い
る
。
第
二
歌
は

「
ひ
ん
田
」
は
含
む
が
、
こ
の
踊

歌
中
に
類
歌
は
見
え
な
い
も
の
。

滋
賀
県
草
津
市
上
笠
に
伝
わ
る

「飛
騨
踊
」
、

○
飛
騨
の
横
田
の
赤
早
稲
を
し
よ
ん
ぼ
ら
ノ
ヽ
と
植
た
も
の
今
来
る
嫁
に
刈
さ

り
よ
か

○
飛
騨
の
石
川
汲
め
ど
も
ん
ヽ
水
が
増
　
汲
や
れ
ひ
だ
の
石
川
を

○
釣
瓶
は
九
ツ
身

ハ
ひ
と
つ
く
も
や
れ
飛
騨
の
石
川
を

○
愛
は
明
さ
よ
飛
騨
の
姫
　
あ
け
づ
ば
か
い
ろ
よ
ひ
だ
の
ひ
め
　
指
た
る
刀
に

露
が
い
る

（本
田
安
次
氏

『
語
り
物
風
流
』
二
）

こ
こ
で
も
三
首
ま
で
は
ま
ず
共
通
。
第
四
歌
は

「飛
騨
の
姫
」
と
ひ
だ
を
出
し

て
い
る
が
類
例
を
見
な
い
も
の
。
や
は
り

「飛
騨
の
石
川
」
と
あ
る
こ
と
、
演
唱

で
は

「
ひ
ん
だ
」
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
ひ
だ
踊
」
と
伝
え
る
点
に
注

目
し
た
い
。

次
の
も
の
は

「京
都
府
相
楽
郡
か
伊
賀
」
と
し
て
明
確
な
伝
承
地
は
不
明
で
あ

る
が
、
下
草
踊
な
る
も
の
の
音
頭
本

（
日
本
歌
謡
研
究
、
第
二
号
）
に
載

せ
る

「
ひ
む
田
お
と
り
」
は
五
首
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。

○
ひ
ん
田
の
し
水
て
陰
見
れ

ハ
ノ
ヽ
　
我
み
な
が
ら
も
よ
い
お
な
こ
ノ
ヽ

○
ひ
ん
田
の
よ
こ
田
の
わ
か
苗
を
ノ
ヽ
　
し
よ
ん
は
り
／
ヽ
と
植
た
物
　
今
く

る
嫁
に
か
ら
そ
も
の
　
は
ら
立
や

○
さ
ふ
と
め
ハ
／
ヽ

つ
る
ヘ
ハ
九
ツ
み
ハ
一
ツ

つ
る
べ
を
枕
に
お
け
か
け
に

Ｏ
わ
こ
り
よ
浮
せ
て
飛
田
お
け
を
ゑ
ち
こ
し
な
の
売
廻
る

○
明
日
ハ
し
よ
す
も
の
舟
か
し
よ
す
も
の
　
お
も
と
け
し
お
よ
せ
も
の

や
は
り
前
半
二
首
は
他
所
の
も
の
と
重
な
る
。
た
だ
そ
の
中
の

一
首
に

「
さ
ふ

と
め
ハ
」
と
謡
い
換
え
て
い
る
こ
と
と
、
や
は
り
踊
歌
名
を

「
ひ
ん
（
む
）
田
」
と

伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
踊
歌
と
田
植
歌
な
ど
の
交
渉
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
第

二
歌
の

「
つ
る
べ
を
枕
に
お
け
か
け
に
」
に
続
く
第
四
歌
の

「飛
田
お
け

（桶
）」

の
歌
に
は

「
ゑ
ち
こ
し
な
の
売
廻
る
」
と
あ

っ
て
、
山
国
飛
騨
の
本
地

師

の
行

動
圏
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
第
五
歌
は
多
少
歌
意
に
不
明
瞭
さ
も
残

る
が
、

「靭
猿
」
の
猿
歌
の
中
に
も

「飛
騨
組
」
の
中
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
も

の
。
こ
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
、
豊
後
踊
と
の
関
係
で
後
述
し
た
い
。

下
草
踊
の
も
の
に

「飛
田
お
け
」
と
あ

っ
た
よ
う
に
、
こ
の
踊
歌
名
の
ひ
ん
だ

（
ひ
だ
）
に

「飛
田
」
と
宛
て
て
い
る
の
が
二
重
県
飯
南
郡
松
尾
村
西
野
の
鼓
踊
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の
中
の
も
の
で
あ
る
。

（本
田
安
次
氏

『
語
り
物
風
流
』
二
）

○
飛
田
の
横
田
の
若
苗
を
／
ヽ
／
し
よ
ば
ら
／
ヽ
と
植
た
も
の
ノ
ヽ

に
ウヽヘ

コヽ
ノ
マ
チ
ハ大
ノ
マ
チ
デ
ウ
エ
タ
レ
ド
ン

『ノ
司可
〆ウ
ト
ク
レ
ド
マ
ダ
マ
チ
中
ニ
オ
ル
　
　
ヽ

○
今
来
る
嫁
に
刈
ら
そ
か
よ
ノ
ヽ
／
つ
る
べ
は
九
つ
身
は

一
つ
ノ
ヽ

く
ん
だ
る
清
水
で
か
け
み
れ
ば
ん
ヽ
／
我
が
身
乍
ら
も
羨
め
し
や
ノ
ヽ

○
墨
と
硯
の
そ
ば
に
寝
て
ノ
ヽ
／
身
を
は
染
め
た
よ
墨
染
に
ノ
ヽ

長
い
刀
を
か
ら
で
さ
す
／
ヽ
／
こ
な
な
る
ま
い
か
ら
が
な
つ
ノ
ヽ

○
横
田
川
原
の
川
中
で
ノ
ヽ
／
小
判
く
り
よ
と
さ
さ
や
い
た
ノ
ヽ

四
方
四
面
の
倉
を
立
て
ノ
ヽ
／
あ
れ
が
飛
田
の
名
主
か
よ
ノ
ヽ

「
飛
田
」
と
表
記
し
た
の
は
、
こ
の
踊
歌
の
代
表
歌

（元
歌
）
と
思
わ
れ
る

「横

田
の
若
苗
」
や

「植
え
る
」
「刈
る
」
と
い
っ
た
語
に
田
の
聯
想
を
強
く
し
、
そ
れ

と

「
飛
騨
」
は
結
び
つ
か
な
い
、
不
都
合
だ
と
感
じ
た
結
果
の
書
き
換
え
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
合
理
解
、
新
解
釈
が
あ
る
。
後
半
二
首
は
類
歌

を
も
た
な
い
も

の
。
特
に
第
二
歌
は

「
通
う
細
道
に
粟
き
び
植
え
て
逢
わ
ず
戻
れ
ば
気
味
悪
い
」

式
の
信
仰
と
は
無
縁
の
戯
歌
的
系
譜
に
立
つ
も
の
で
、
そ
の
辺
か
ら
も
、
ひ
ん
だ

踊
の
詞
章
と
し
て
は
か
な
り
伝
承
的
に
崩
れ
た
姿
と
見
得
る
。
そ
う
し
た
中
で
第

一
歌
、
第
二
歌
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
詞
章
と
ひ
ん
だ
踊
の

因
縁
深
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。

西
野
の
場
合
、

「
飛
田
」
が

「
ひ
ん
だ
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能

性
も
あ
る
。
二
重
県

一
志
郡
阿
坂
村
の
鼓
踊
の
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
の
書
写

年
号
を
持
つ

『
鼓
踊
押
』

（本
田
安
次
氏

『
語
り
物
風
流
』
二
）
で
は
踊
歌
十
七

番
を
書
き
取
っ
た
、
そ
の
最
後
に

「
と
ん
た
お
と
り
」
と
明
記
し
て
次
の
歌
を
伝

え
て
い
る
。

○
飛
田
の
前
田
の
青
苗
を
さ
ら
リ
ノ
ヽ
と
植
え
さ
し
て
早
来
る
秋
に
刈
ら
し
よ

や
れ

○
飛
田
の
前
田
の
花
ざ
か
り
今
を
盛
り
と
見
事
や
れ

○
飛
田
の
前
田
の
秋
日
和
い
つ
よ
り
静
か
で
目
出
度
か
れ

○
飛
田
の
前
田
の
稲
刈
は
さ
て
も
揃
た
り
よ
い
男
刈
り
も
刈
り
た
る
四
十
五
東

○
飛
田
の
前
田
の
桝
つ
き
は
桝
は
さ
て
を
き
箕
で
量
る

此
処
に
寝
ら
り
よ
か
刈
田
の
中
で
稲
を
敷
寝
に
畦
枕

す
べ
て

「飛
田
の
前
田
」
の
謡
い
出
し
を
持
ち
、
苗
の
植

付

け

か
ら
、
刈
取

り
、
倉
納
め
ま
で
を
謡

っ
て
厳
然
た
る
統

一
を
見
せ
て
い
る
。
ま
さ
に
収
穫
感
謝

の
豊
年
踊
の
詞
章
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「
ひ
ん
だ
」
か

「
と
ん
た
」
か
、
そ
こ
に
は

伝
承
歌
謡
の
、
表
記
に
よ
る
伝
承
に
な

っ
た
が
故
の
混
乱
が
あ
る
。
そ
の
混
乱
の

糸
を
正
す
に
、
「
ひ
ん
た
」
が

「飛
田
」
と
記
さ
れ
、
や
が
て

「
と
ん
た
」
と
な

っ

た
と
い
う
道
筋
と

「
と
ん
た
」
か
ら

「飛
田
」
、
そ
し
て

「
ひ
だ
」

「
ひ
ん
だ
」
　

一

か
ら

「
飛
騨
」
へ
と
い
う
変
北
の
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

『鼓
踊
押
』
の
場
　

一

合
、
こ
の
類
の
歌
本
が
明
治

。
大
正
期
の
も
の
が
多
い
中
で
、
比
較
的
そ
の
書
写

年
時
が
古
い
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
踊
り
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
中
世
末
な

り
近
世
初
期
の
も
の
で
な
い
こ
と
と
、
他
の
ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
と
比
較
し
て
あ
ま

り
に
も
整
い
過
ぎ
、
類
似
の
伝
承
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
え

つ
て
後
代
的
な

整
理
整
頓
が
加
え
ら
れ
た
と
み
て
、　
一
応
前
者
の
経
路
で
捕
え
て
お
く
の
が
安
当

の
よ
う
で
あ
る
。

三
、
ひ
ん
だ
踊
の
元
歌

ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
の
は
、

「
ひ
ん
だ
の
よ
こ
た
の
若
苗
」

や

「
汲
ん
だ
る
清
水
で
影
見
れ
ば
」
に

「釣
瓶
は
九
つ
身
は

一
つ
」
の
入
り
組
ん

だ
詞
章
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三

つ
を
仮

り
に

「
ひ
ん
だ
歌
」
と
し



て
、
も
う
少
し
こ
の
踊
歌
の
追
跡
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

徳
島
県
名
東
郡
佐
那
河
内
村
の
神
踊
で
は
「貧
田
」
踊
と
し
て
い
る

（檜
瑛
司
氏

報
告
　
民
俗
芸
能
、
四
八
号
）
。「飛
田
」
が
飛
び
地
の
田
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
稲
の

よ
く
稔
ら
な
い
貧
弱
な
田
、
や
せ
地
の
田
と

い
う
よ
う
な
合
理
解
で
あ
ろ
う
か
。

○
貧
田
の
横
田
の
植
田
早
苗
し
ん
ぼ
り
／
ヽ
と
植
た
早
苗
　
イ
ヤ
後
と
る
嫁
に

刈
す
も
の
／
ヽ
　
腹
立
ち
や
ノ
ヽ

○
貧
田
の
清
水
水
つ
る
に
　
つ
る
べ
は
九
つ
身
わ

一
つ
ノ
ヽ
　
釣
瓶
を
枕
に
手

を
懸
て
ぞ
ノ
ヽ

○
ヤ
釣
た
る
清
水
で
児
見
れ
ば
　
我
見
れ
ば
我
身
な
が
ら
も
よ
い
女
子
／
ヽ

○
ヤ
明
日
は
出
ず
も
の
舟
は
出
ず
も
の
　
お
も
影
も
な
ゐ
及
ぶ
と
こ
ろ
や
／
ヽ

○
ヤ
よ
さ
の
泊
り
わ
何
処
が
泊
り
ぞ
あ
さ
ま
し
や
　
室
が
泊
り
か
や
扱
て
わ
尾

上
か
高
砂
か
／
ヽ

多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
ま
ず
前
半
は

「
ひ
ん
だ
歌
」
三
首
が
並
ぶ
。
後
半
も

ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
と
し
て
、
猿
歌
か
ら
三
味
線
組
歌

へ
と
辿
れ
る
も
の
。
前
掲
の

下
草
踊
の

「
と
ん
田
踊
」
中
に
も
含
ま
れ
て
い
た

「
明
日
は
出
よ
ず
も
の
」
も
ひ

ん
だ
踊
歌
と
し
て
根
強
い
も
の
ら
し
い
。
た
だ
こ
の
海
歌
的
聯
想
の
強
い
も
の
と

田
歌
ら
し
き
前
半
の
歌
と
は
異
質
す
ぎ
る
。
当
初
か
ら
両
者
の
組
合
せ
で
あ

っ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。

同
じ
く
徳
島
付
近
と
想
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
明
確
な
伝
承
地
を
伝
え
て
い
な
い

『
神
踊
本
』
に
も

「
ひ
ん
田
踊
」
が
あ
る
。

「慶
応
三
年
丁
卵
八
月
吉
日
」
の
年

月
日
を
持

っ
て
い
る
。

「
八
月
吉
日
」
は
こ
の
踊
り
の
行
な
わ
れ
る
時
期
と
重
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
刈
入
れ
を
終
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
時
期
で
あ
る
。
豊
年
予

祝
踊
り
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
、
す
べ
て
が

「
ひ

ん
だ
歌
」
で
あ
る
。
海
歌
的
な
詞
句
の
混
入
は
な
い
。
も
う

一
つ
は
同
じ
四
国
は

愛
媛
県
川
之
江
市
金
生
町
山
田
井
の
雨
乞
踊
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た

「
ひ
ん
だ

お
ど
り
」
も
ひ
ん
だ
歌
三
首
の
う
ち

「
ひ
ん
だ

の
よ
こ
だ
の
わ
か
な

い
を
」
と

「
つ
る
べ
は
九
つ
身
は
一
つ
」
の
二
首
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
福
井
県
敦
賀
市

池
河
内
の
太
鼓
踊
の

「
ひ
ん
だ
」
踊
の
詞
章
も
同
様
に

「
ひ
ん
だ
の
横
田
の
横
町

を
」

「
ひ
ん
だ
の
清
水
で
か
げ
見
れ
ば
」
と
三
首
中
の
二
首
を
伝
え
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
北
限
か
と
思
わ
れ
る
新
潟
県
佐
渡
郡
河
崎
村

久
知
の
八
幡
宮
祭
共
に
踊
ら
れ
る
花
笠
踊
の

「
飛
騨
踊
」
の
詞
章
、

○
こ
の
世
は
弓
矢
を
守
る
神
イ
ヤ
イ
ヤ
本
地
は
衆
生
を
す
く
ふ
阿
弥
陀
仏
あ
り

が
た
や
あ
り
が
た
や

〇
八
幡
の
社
頭
や
お
わ
と
し
ま
さ
リ
イ
ヤ
イ
ヤ
三
河
内
ゑ
ち
ゑ
ん
神
は
い
よ
ま

す
　
氏
子
繁
昌
に
国
土
平
ら
か
に

○
飛
田
の
横
田
の
あ
さ
苗
を
イ
ヤ
イ
ヤ
し
ょ
ん
ぼ
り
し
ょ
ぼ
り
植
ゑ
つ
け
て
イ

ャ
今
こ
の
秋
に
刈
ら
う
ず
嬉
し
や
う
れ
し
や

○
釣
瓶
九
つ
身
は
一
つ
イ
ヤ
イ
ャ
釣
瓶
を
枕
に
お
け
こ
う
か
げ
に
お
け
こ
う
か

げ
に

四
首
の
内
、
後
半
の
二
首
は
ひ
ん
だ
歌
。
前
半
の
二
首
は
八
幡
宮
の
祭
礼
歌
と
し

て
の
独
自
の
創
作
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
他
に
類
例
を
見
出
せ
な
い
。
詞
章

的
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
古
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
三
味
線
組
歌
の

「
飛
騨
組
」

の
第

一
歌

「
弓
矢
八
幡
寝
は
せ
ね
ど
」
の
歌
と
何
ら
か
の
脈
絡
が
あ
り
そ
う
で
捨

て
き
れ
な
い
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
八
幡
宮
の
神
徳
を
た
た
え
た
祭
礼
歌
と

し
て
の
詞
章
が
近
世
遊
里
歌
の
刺
激
を
受
け
施
さ
れ
て
、
三
味
線
曲
的
改

作
が

「飛
騨
組
」
の
第

一
歌
と
な

っ
て
、
そ
の
残
骸
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
も
す
る
。
さ
ら
に
は
、
ひ
ん
だ
踊
の
成
立
に
は
八
幡
信
仰
が
影
を
落
と

し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
資
料
的
な
証
明
は
今
後
の
問
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
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得
な
い
が
、
こ
の
歌
の
伝
播
に
は
八
幡
信
仰
を
持
ち
歩
く
修
験
者
の
力
が
介
在
し

て
は
い
ま
い
か
、
そ
し
て
こ
の
踊
歌
の
田
植
歌
的
詞
章
は
八
幡
社
に
伝
わ
る
御
田

（
注

一
四
）

植
神
事
な
ど
に
母
体
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
か
く
、
ひ
ん
だ
踊
な
る
も
の
が
や
は
り

「
ひ
ん
だ
」
云
々
で
始
ま
る

（あ

る
い
は
そ
の
語
を
含
む
）
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
故
の
踊
歌
名
で
あ

っ
た

こ
と
は
動
か
な
い
。

「
ひ
ん
だ
の
横
田
の
若
苗
を
」
の
詞
章
が
そ
の
代
表
で
、
そ

れ
に
続
い
て
は

「
く
ん
だ
る
清
水
で
影
見
れ
ば
」

「
つ
る
べ
は
九
つ
身
は

一
つ
」

の
詞
章
が
元
歌
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
踊
歌
は

一
大
流
行
し
た
ら
し
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
北
陸

・
近
畿

・
四
国

。
九
州
に
広
が

っ
て
い
る
一
方
、
都
の
芸
能
と
も
作
用
し
合

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
業
平
躍
十
六
番
」
は
ま
さ
に

「
ひ
ん
だ
歌
」
三
首
を
含
み
、
ま
た
宇
治
加
賀
稼

の

『
竹
子
集
』

「花
山
院
千
世
松
ば
ん
ぜ
い
ら
く
の
ま
ひ
」
、
近
松
の

「兼
好
法

師
物
見
車
」
な
ど
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
三
味
線
組
歌
の

「飛
騨
組
」
な
ど
も

こ
う
し
た
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

「
ひ
ん
だ
歌
」
が

一
首
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「飛
騨
組
」
に
ひ
ん
だ
歌
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、

「
ひ
ん
だ
横
田
」

一
連

の
詞
章
が
持
つ
田
や
水
の
信
仰
的
要
素
が
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
ら
し
い
。
三
味
線

歌
謡
に
、
田
や
水
の
農
耕
的
、
信
仰
的
要
素
は
無
縁
で
あ
る
。
従

っ
て
、
ひ
ん
だ

踊
の
本
来
的
詞
章
で
あ
る

「
ひ
ん
だ
の
横
田
」
の
歌
詞
な
ど
が
捨
象
さ
れ
て
、
第

二
次

・
第
二
次
的
詞
章
と
も
い
え
る
も
の
が
組
み
込
ま
れ
て

「飛
騨
組
」
が
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
体
、

「
ひ
ん
だ
」
は
果
し
て

「飛
騨
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
各
地

の
風
流
踊
歌
名
に
国
名
を
付
け
た
も
の
は
多
い
。
例
え
ば
常
陸

。
相
馬

。
相
模

・

駿
河

。
信
濃

・
越
後

。
加
賀

・
美
濃

・
尾
張

・
越
前

。
若
狭

。
三
河

・
豊
後

ｏ
日

向
な
ど
国
名
を
冠
し
た
踊
名
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
し
て
み
れ
ば

「
飛
騨
踊
」

が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、

「
ひ
ん
だ
」
を
即

「
飛
騨
」
の
国
と
置
換
え
る

こ
と
が
本
来
的
な
も
の
に
叶
う
の
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

四
、

「
ひ
ん
だ
」
の
意
味

三
味
線
組
歌
の

「
飛
騨
組
」
ば
か
り
で
な
く
、
風
流
踊
歌
の

「
ひ
ん
だ
踊
」
も

多
く
は

「
飛
騨

（
弾
）
踊
」
と
明
記
し
て
、
そ
の
意
識
で
伝
承
し
て
い
る
か
ら
、

「
飛
騨
」
と
受
け
止
め
て
か
ら
の
伝
承
も
久
し
い
よ
う
だ
。
実
際
、
す
で
に
検
討

し
た
よ
う
に
山
国
飛
騨
を
聯
想
さ
せ
る
詞
章
も
あ

っ
た
し
、
地
理
的
に
隣
接
の
加

賀
や
越
前
と
の
交
流
が
生
ん
だ
よ
う
な
語
句

（地
名
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が

一
方
で
は
、　
一
概
に

「
ひ
ん
だ
」
即

「
飛
騨
」
と
は
言
え
な
い
部
分

も
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
何
よ
り
も
元
歌
か
と
想
定
し
た

「
ひ
ん
だ
歌
」
二
首
が

山
国
飛
騨
に
結
付
か
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
国
名
を
踊
歌
名
と
す
る
も
の

が
名
所
踊
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
詞
章
を
全
く
含
ん
で
い

な
い
。

そ
し
て

「
ひ
ん
だ
」
の
表
記
上
の
問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん

「
飛
騨

（弾
）
」
と

明
記
し
た
も
の
が
多
い
が
、

「
ひ
ん
だ
」
の
仮
名
書
き
は
別
に
し
て

「
飛
田
」
を

「
と
ん
だ
」
と
読
ま
せ
る
外
、

「
ひ
ん
田
」

「
貧
田
」
の
表
記
も
あ

っ
た
。
し
て

み
る
と
、
や
は
り

「飛
騨
」
を
あ
て
る
の
は
後
の
こ
と
で
、

「
ひ
ん
だ
」
は
何
か

田
に
関
連
し
て
の
呼
称
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
他

に
も
国

名

を
伝

え
た
踊

歌
が
あ
る
こ
と
か
ら

「
飛
暉
」
と
解
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
も
考

え
得
る
。
た
だ

「
ひ
ん
だ
」
が
飛
騨
国
で
な
く
と
も

「横
田
」
と
並
ん
で
小
地
域

を
指
す
地
名
の
よ
う
で
も
あ
る
。
も

っ
と
も

「
横
田
」
は
横
の
田
、
横
に
あ
る
田

の
意
味
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
ひ
ん
だ
の
前
田

一
と
あ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
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前
の
田
、
前
に
あ
る
田
と
並
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
ひ
ん
だ
」
を
基
準
に

し
て
の
横
田

。
前
田
な
の
で
あ
る
。

ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
が
田
植
歌
系
統
の
詞
章
と
何
ら
か
の
交
渉
を
持
つ
で
あ
ろ
う

と
は
、
予
想
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
。
二
重
県

一
志
郡

阿
坂
村
の

「
と
む

た
お
ど

り
」
は
、
豊
か
に
収
穫
を
予
祝
し
て
の
主
題
的
統

一
を
見
せ
、
体
裁
的
に
も
整
然

た
る
組
歌
と
な

っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
信
仰
的
要
素

（予
祝
性
）
が
厳
然
と
し
て

い
る
。　
一
体
に
、
雨
乞
踊
に
し
ろ
豊
年
踊
に
し
ろ
各
地
に
伝
承
さ
れ
た
風
流
踊
は

農
耕
習
俗
、
稲
作

へ
の
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
の
で
、
詞
章
上
に

そ
れ
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
稲
を
謡
い
、
水
を
謡
う
の

は
そ
の
根
本
で
あ
る
。

実
際
に
田
植
歌
中
に
、
こ
の

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
詞
章
と
交
渉
の
あ
り
そ
う
な
も

の
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

『
但
謡
集
』
に
載
る
島
根
県
の
苗
取
歌
の

「
お
い

な
り
様
の
汲
ん
だ
る
清
水
で
か
げ
見
れ
ば
さ
も
や
つ
れ
た
わ
が
み
」
を
挙
げ
る
ま

で
も
な
く
、
田
植
歌
の
一
つ
の
主
題
は

「水
」

「水
鏡
」
で
あ
る
。
苗
代
ゃ
植
え

田
の
水
に
姿
を
映
し
て
見
る
こ
と
は
、
田
植
え
に
臨
み
、
田
に
降
り
立
つ
晴
れ
姿

の
仕
上
げ
で
あ
る
。
田
植
歌
に
謡
い
込
ま
れ
る

「
早
乙
女
の
化
粧
」
歌
と

一
つ
な

が
り
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
ひ
ん
だ
の
横
田
」
は

「若

苗
」

「植

え

た
」
と
あ

っ

て
、
田
植
え
そ
の
も
の
を
謡

っ
て
い
る
。

田
植
ぇ
は

一
つ
の
神
事
で
あ
り
、
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
習
俗
を
み
る
と
、
舞
田

や
車
田
、
三
角
田
、
花
田
な
ど
の
特
別
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
田
が
あ

っ
て
、　
一
般

の
田
の
植
え
作
業
の
前
に
、
特
別
の
行
事

（神
事
）
が
そ
の
田
で
行
な
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
特
別
な
田
の
一
つ
に

「
ひ
だ
」
な
り

「
ひ
ん
だ
」
が
あ
り
は
し
な
い
か

と
思

っ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
行
き
当

っ
て
い
な
い
。
今
の
と
こ
ろ

「
ひ
ん
だ
」
の

意
味
を
割
り
出
す
決
め
手
を
見
失

っ
た
恰
好
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
風
流
踊
の
中

で
ひ
ん
だ
歌
伝
承
の
種
相
を
追

っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
踊
歌
と
密
接
な
関

連
を
持

つ
と
思
わ
れ
な
が
ら
、
他
の
踊
歌
名
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

書
写
年
時

・
伝
承
地
と
も
不
明
の
唄
本
で
あ
る
が

『
寧
謡
』
な
る
も

の
が
あ

る

（
日
本
歌
謡
研
究
六
）
。
そ
の
中
に

「
雨
の
踊
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

○
雨
か
ふ
り
は
し
だ
り
／
ヽ
と
い
さ
ぬ
れ

ハ
　
戻́
る
我
宿

○
比
田
の
横
田
の
若
苗
を
し
ょ
ば
り
た
ヽ
と
植
置
て
　
又
く
る
嫁
に
か
ら
し
や

し
ゃ
ふ

○
今
程
め
て
た
い
よ
の
中
に
い
さ
よ
ろ
こ
ひ
に
ま
た
踊

雨
降
り
を
謡

っ
て
、
雨
乞
踊
の
詞
章
と
し
て
は
全
く
ふ
さ
わ
し
い
第

一
歌
と
雨

を
賜
わ

っ
て
喜
び
た
い
と
い
う
予
祝
を
込
め
た
め
で
た
い
第
二
歌
に
は
さ
ま

っ
て

ひ
ん
だ
歌
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
比
田
」
と
あ
る
。
「
し
よ
ば
リ

ノ
ヽ
」
が

雨

降

り
、
雨
に
ぬ
れ
た
様
を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
雨
の
踊
」
に

組
み
込
ま
れ
た
と
早
急
に
は
結
論
し
得
な
い
。
「
ひ
ん
だ
横
田
」
の
歌
は

「
し
よ
ぼ

り
／
ヽ
」
の

一
語
が
欲
し
い
た
め
の
詞
章
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「水
」
や

「
つ
る
べ
」
を
謡
う
他
の
ひ
ん
だ
歌
に
し
て
も
、
雨
乞
踊
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
。

雨
乞
踊
は
行
な
わ
れ
る
時
期
的
重
な
り
も
あ

っ
て
、
豊
年
踊
の
意
味
も
持

つ
。

さ
ら
に
牛
馬
の
供
養
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
中
国
地
方
の
供
養
田
植
を
あ
げ
る

ま
で
も
な
く
、
田
植
の
神
事
と
も
目
的
の
点
で
軌
軸
は

一
つ
で
あ
る
。
水
や
稲
を

謡
う
の
は
共
に
共
通
の
嘱
目
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

次
に
は

「
平
野
踊
」

「
平
ら
踊
」
と
あ

っ
て
、
ひ
ん
だ
踊
を
伝
え
て
い
る
例
。

徳
島
県
阿
南
市
桑
野
町
の
神
勇
踊

「
平
野
踊
」
の
詞
章

（
日
本
歌
謡
研
究
八
）
は

○
け
さ
の
出
き
船
は
ど
こ
が
と
ま
り
ぞ
　
あ
ま
が
崎
か
よ
む
ろ
が
と
ま
り
か

さ
て
わ
は
り
ま
の
高
砂
か
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○
平
の
習
か
を
も
し
ろ
や
　
い
く
さ
見
懸
て
矢
は
ゞ
殿
立

○
平
の
横
田
の
若
苗
を
し
ょ
ん
ぼ
り
た
ヽ
と
植
た
物
　
今
入
嫁
が
苅
ず
物
は
ら

立
や

○
つ
る
べ
は
九
つ
身
ハ
壱
ツ
　
た
す
き
取
間
も
な
い
ぞ
や
つ
ら
や
の

○
平
の
し
水
で
か
げ
見
れ
パ
　
我
身
乍
も
や
つ
れ
は
て
た
の

後
半
二
首
は
ひ
ん
だ
歌
。
第

一
歌
は
船
歌
的
聯
想
を
持
つ
第
二
次
ひ
ん
だ
歌
と
も

呼
べ
る
も
の
。
第
二
歌
の
み
が
こ
れ
ま
で
に
類
歌
の
な
か
っ
た
も
の
。
同
系
統
の

も
の
と
し
て
、
同
じ
く
徳
島
県
に
伝
え
ら
れ
た
踊
歌
と
思
わ
れ
る

『
阿
波
踊
』
中

の

「
ひ
ん
ら
踊
」
を
挙
げ
得
る
。
収
録
順
序
に
相
違
が
あ
る
が
、
前
掲
の
も
の
と

同
じ
五
首
が
並
ぶ

（
日
本
歌
謡
研
究
六
）
。

他
に

『神
踊
歌
本
』
に
も

「
拾
壱
番
平
野
踊
」
と
あ

っ
て
若
千
の
相
違
は
あ
る

も
の
の
同
じ
五
首
を
伝
え
て
い
る

（
日
本
歌
謡
研
究
二
）
。
ま
た
大
阪
府
岸
和
田
市

塔
原
の
太
鼓
踊
の
中
に
も

「
平
野
踊
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
ひ
ら
の
」

「
ひ
ん
ら
」

「
ひ
ん
だ
」
と
並
べ
て
み
る
と
、　
一
方
か
ら
他
方

へ

と
、
伝
承
の
間
に
踊
名
ま
で
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
少
な
く

と
も
徳
島
県
辺
で
は

「
ひ
ん
だ
」
で
は
な
く

「
ひ
ん
ら
」
「
ひ
ら
の
」
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
同
じ
四
国
の
高
知
県
安
芸
郡
安
田
町
の

「
土
佐

踊
」
（
『巷
謡
編
』
上
）
で
は

「
み
づ
く
み
」
と
し
て
ひ
ん
だ
歌
を
伝
え
て
い
る
．

○
く
ん
だ
清
水
で
か
げ
見
れ
ば
　
わ
が
み
な
が
ら
も
よ
い
を
な
ご

○
つ
る
べ
九
ツ
身
は
ひ
と
つ
　
つ
る
べ
こ
き
あ
げ
て
つ
ま
を
し
き
ね
に

○
い
と
し
と
の
ご
の
水
を
く
む
に
は
桶
も
よ
い
を
け
よ

い
ひ
し
や
く

し
み
づ

ノ
ヽ
の
う
は
ず
み
を

○
に
く
い
や
ど
の
水
を
く
む
に
は
を
け
も
や
ぶ
れ
桶
や
ぶ
れ
び
し
や
く
駒
の
蹴

上
げ
の
た
ま
り
水

○
鮎
は
瀬
に
住
む
鳥
は
木
に
棲
む
人
の
情
の
か
げ
に
す
む

近
世
以
来
の
流
行
歌
の
詞
章
を
最
後
に
据
え
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
は
二
首
の
ひ

ん
だ
歌
も
含
め
て

「水
汲
み
」
の
主
題
に
か
な

っ
た
詞
章
を
並
べ
て
い
る
。

広
島
県
尾
道
市
原
田
町
の

「花
お
ど
り
」
で
は

「
つ
る
べ
踊
」
と
し
て
伝
え
て

い
る
。

（
『
広
島
県
の
民
謡
』
）

○
釣
瓶
九
つ
身
は
一
つ
　
よ
も
や
れ
豊
後
の
石
川
で
　
汲
ん
だ
る
清
水
で
影
見

れ
ば
　
わ
が
身
な
が
ら
も
し
お
ら
し
や

○
豊
後
の
横
田
の
早
生
の
稲
　
し
よ
ん
ぼ
り
し
よ
ん
ぼ
り
植
ゑ
お
い
て
　
植
ゑ

た
ば
か
り
で
葛
か
づ
ら
　
か
づ
ら
ば
や
し
で
夜
が
明
け
た

瀬
戸
内
海
を
扶
む
地
域
で
は

「
ひ
ん
だ
踊
」
で
は
な
く
、
他
の
名
で
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
、
次
の
も
の
は
伝
承
地
不
明
の
も
の
で
あ
る
が
、
慶
応
三

年
の
書
写
年
号
を
も
つ

『
雨
請
踊
り
本
』

（
日
本
歌
謡
研
究
三
）
で
は

「
九
ツ
を

ど
り
」
と
し
て
伝
え
て
い
る
。

つ
る
　
ハ
九
ツ
身
は
ひ
と
つ
　
く
も
れ
や
ひ
ん
だ
の
い
し
よ
川
を
　
ひ
ん
だ

の
よ
こ
だ
の
わ
さ
わ
せ
を
し
よ
ん
ぼ
り
し
よ
ば
り
と
う
へ
を
ひ
て
　
あ
と
く

る
よ
め
に
か
ら
し
よ
も
の
ノ
ヽ

「
み
づ
く
み
踊
」

「
つ
る
べ
踊
」

「
九
ツ
踊
」
と
、
と
も
に
ひ
ん
だ
歌
中
の
印
象

深
い
詞
句
を
取

っ
て
の
命
名
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。

そ
し
て
尾
道
市
原
田
町
の

「
つ
る
べ
踊
」
で
は
ひ
ん
だ
歌
が

「
豊
後
の
石
川
」

「
豊
後
の
横
田
」
と
謡
い
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
。
そ
れ
は
猿

歌
の

「
飛
暉
踊
」
の
歌
や

「
飛
騨
組
」
に
見
え
、
風
流
踊

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
い
く

つ
か
に
も
見
え
た

「
明
日
は
出
よ
ず
も
の
」
が

一
方
で
は

「
豊
後
踊
」
と
し
て
伝

え
ら
れ
る

一
首
で
あ
る
こ
と
も
合
せ
て

「
ひ
ん
だ
踊
」
と

「
豊
後
踊
」
な
る
も
の

の
交
渉
の
浅
か
ら
ぬ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
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五
、

「
ひ
ん
だ
踊
」
と

「
豊
後
踊
」

「
ひ
ん
だ
」
が
山
国

「
飛
騨
」
で
あ
る
と
す
る
と
な
お
さ
ら
、
そ
う
で
な
く
と

も

「
田
」
の
聯
想
を
深
く
伝
え
る

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
中
に
海
や
船
が
謡
わ
れ
る
の

は
不
釣
合
い
で
あ
る
。
「
ひ
ん
だ
踊
」
本
来
の
歌
詞
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ひ
ん
だ
踊
歌
中
、
船
や
海
の
聯
想
を
伝
え
る
も
の
の
代
表
が

「
明
日
は
出
よ
ず

も
の
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て

「
飛
駆
組
」
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
三
味
線
組
歌

「
腰
組
」
に
も
、

「
一
夜
ふ
た
夜
と
馴
れ
染
め
て
明
日
は
力
づ
る
何
と
せ
う
ぞ
の

う
ら
め
し
や
」
と
な

っ
て
入

っ
て
い
る
。
こ
の

「
一
夜
二
夜
」
は
か
な
り
流
行
し

た
も
の
ら
し
く
謡
曲

「
和
国
」
に
も
と
ら
れ
て
い
る
が
、
早
く
は
隆
達
小
歌
に
、

○
豊
後
や
薩
摩
の
殿
達
に
ノ
ヽ

一
夜
二
夜
と
よ
馴
れ
そ
め
て
明
日
は
舟
づ
る
な

と
せ
う
ぞ
の
恨
め
し
や

と
あ

っ
て
、
実
は
こ
れ
が

一
つ
の
鍵
を
提
出
し
て
く
れ
る
。

「
明
日
は
出
よ
ず
も

の
」
の
歌
が
隆
達
小
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
豊
後
や
薩
摩
の
殿
達
に
」
と
い
う

謡
い
出
し
を
持
つ
こ
と
が
、
本
来
の
歌
詞
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

「
豊
後
踊
」
の

そ
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。
た
だ
し
各
地
の
風
流
踊
の

「
豊
後
踊
」
の

中
で

「
明
日
は
出
よ
ず
も
の
」
を
見
て
み
る
と
冠
頭
に
持

っ
て
い
た
ら
し
い

「
豊

後
や
薩
摩
の
殿
達
に
」
は
捨
て
た
も
の
ば
か
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他

に

「
豊
後
」
を
入
れ
た
詞
句
で
豊
後
踊
の
第

一
首
を
組
織
し
た

こ
と

と
、
「明
日

は
出
よ
ず
も
の
」
の
部
分
に
こ
の
歌
の
感
慨
を
強
く
受
け
止
め
た

か
ら

で
あ

ろ

ンつノ。こ
こ
で
、
二
、
三
の
豊
後
踊
の
歌
詞
を
眺
め
て
み
よ
う
。

「踊
唱
歌
」

（日
本

歌
謡
集
成
六
）
の
中
の
豊
後
踊
を
ま
ず
挙
げ
よ
う
。

○
豊
後
習
ひ
か
し
と
う
る
は
う
を
の
情
は
そ
は
な
い
も
の
ノ
ヽ

〇
あ
す
は
出
よ
ず
も
の
船
が
出
よ
ず
も
の
今
宵
ば
か
り
の
お
手
ま
く
ら
ノ
ヽ

○
船
は
出
て
行
く
身
は
こ
こ
に
　
せ
め
て
見
戻
せ
や
は
の
櫂
／
ヽ

〇
豊
後
の
国
を
今
朝
た
ち
て
今
の
明
石
の
浦
へ
つ
く
／
ヽ

○
晩
の
泊
は
ど
こ
が
泊
り
ぢ
や
灘
や
薬
師
や
室
が
と
ま
り
ぢ
や

「豊
後
」
の
謡
い
出
し
を
持
つ
歌
を
第

一
歌
に
据
え
て
、
第
二
歌
に

「
明
日
は
出

よ
ず
も
の
」
が
あ
る
は
か
、
す
べ
て
海
や
船
に
関
連
し
た
歌
が
並
ん
で
い
る
。

ひ
ん
だ
踊
と
の
関
係
で
あ
げ
た

「
平
ら
踊
」
を
含
ん
で
い
る

『
阿
波
踊
』
の
中

に
も
豊
後
踊
が
あ
る
。

○
ぶ
ん
ご
く
だ
り
と
の
は
も
た
ね
ど
　
さ
つ
ま
く
だ
り
の
女
郎
は
持
た
ね
と
今

ハ
ふ
ん
こ
と
も
ゑ

つ
く
ノ
ヽ

○
ふ
こ
の
と
も
を
も
た
し
だ
か
ら
今
は
し
は
く
の
う
ら
へ
つ
く
／
ヽ

○
し
は
く
の
浦
を
も
だ
し
て
か
ら
今
は
は
り
ま
の
浦

へ
つ
く
／
ヽ
　
　
　
　
　
　
２一

〇
浜
こ
の
浦
を
も
だ
し
て
か
ら
今

ハ
堺
の
浜

へ
つ
く
／
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

〇
あ
ら
見
事
な
浦
浜
や
こ
こ
て
よ
ろ
つ
の
あ
き
な
い
し
や
よ
／
ヽ

○
宿
の
お
た
ま
二
め
か
つ
い
て
お
か
ミ
の
事
ハ
さ
ら
に
お
も
は
ん
／
ヽ

○
た
か
す
小
女
郎
が
お
て
ま
ね
く
し
や
れ
／
ヽ
卜
ま
ね
け
と
も
は
あ
し
な
ら
ね

ば
よ
そ

二
き
く
／
ヽ

や
は
り
海
辺
の
聯
想
を
伝
え
て
い
る
。
明
確
な
ひ
ん
だ
踊
と
の
関
係
は
持
た
な
い

よ
う
だ
が
、
第

一
歌
は
隆
達
小
歌
の

「
豊
後
や
薩
摩
の
殿
達
に
」
と
脈
絡
が
あ
り

そ
う
だ
。
こ
こ
で
の
特
徴
と
し
て
は
、
全
体
の
歌
詞
に
連
続
性
が
あ
り
、
叙
事
的

で
す
ら
あ
る
。

次
の
も
の
は
、
す
べ
て

「豊
後
小
浜
」
と
謡
い
出
し
、
し
か
も
同
発
想
の
歌
を

並
べ
て
い
る
。
前
掲
の

『
一
子
謡
』
の
中
の
豊
後
踊
で
あ
る
。

○
豊
後
小
浜

へ
松
植
て
／
ヽ
　
何
に
付
て
も
待
恋
し



○
豊
後
小
浜

へ
竹
植
て
／
ヽ
　
何

二
付
て
も
竹
恋
し

○
豊
後
小
浜

へ
菊
植
て
／
ヽ
　
何

二
付
て
も
菊
恋
し

「
豊
後
小
浜
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
い
く
ら
か
海
辺
の
聯
想
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ

れ
よ
り
も
松

・
竹

・
菊
を
並
べ
、
祝
意
を
盛

っ
た
あ
た
り
は
か
な
り
意
図
的
で
後

代
的
色
彩
が
強
い
。
あ
る
い
は
松

。
竹

・
菊
は
恋
し
い
女
性
の
名
を
か
け
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
豊
後
踊
の
詞
章
と
し
て
は
特
異
な
も
の
と
言

え
る
。

も
う

一
つ
、
こ
れ
も
ま
た
系
統
的
に
は
別
の
経
路
を
も

つ
ら
し
い
豊
後
踊
。

『
雨
乞
踊
丹

。
同
女
郎
研
』

（
日
本
歌
謡
研
究
七
）
の
中
の
も
の
。

○
ハ
ア
ー
髪

ハ
山
影
森
の
下
ぞ
　
ハ
ゥ
月
夜
鳥
ハ
い
つ
も
な
く

○
い
そ
べ
の
千
鳥
自
恋
ハ
　
ハ
ア
舟
様
み
れ
は
た
ち
さ
わ
ぐ

○
身
の
ふ
み
に
こ
そ
君
お
も
を
も
ヘ
　
ハ
ア
恋
じ
に
し
て
は
な
と
し
よ
に
よ

ハ
ア
イ
ヤ
お
も
ひ
は
増
と
忘
れ
ハ
し
よ
ま
ゑ
　
ハ
ア
あ
の
君
様
の
お
な
さ

け
を

○
尾
花
ま
ね
く
く
づ
葉

ハ
う
ら
む
　
ハ
ア
八
重
女
郎
花
う
ね
る
な
よ

第

一
歌
は
旅
の
聯
想
を
伝
え
る
が
、
わ
ず
か
に
第
二
歌
あ
た
り
に

「
舟
」
の
語
が

み
え
る
。

豊
後
踊
の
分
布
を
現
在
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
に
限

っ
て
み
て
み
る
と
、
四
国

の
四
県
に
多
く
、
他
は
兵
庫

・
和
歌

山

・
広
島
の
各
県
、
そ
し
て

「筑
後
豊
後

踊
」
の
名
で
二
重
県
に
、
さ
ら
に
九
州
は
長
崎
県
に
一
例
報
告
が
あ
る
。
こ
れ
を

も

っ
て
豊
後
踊
の
発
生
を
四
国
に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
ひ
ん
だ
踊

の
分
布
と
比
較
し
て
は
、
そ
の
伝
承
範
囲
は
狭
い
と
い
え
る
し
、　
一
つ
の
傾
向
が

あ
る
。

そ
れ
に
豊
後
踊
と

「
海
」
な
り

「
船
」
、　
つ
ま
り
海
辺
の
聯
想
は
切
り
離
せ
な

い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
海
歌
的
詞
章
を
持

つ
豊
後
踊
が
ど
の
よ
う
な
契
機
で
ひ
ん

だ
踊
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
ひ
ん
だ
踊
の
伝
承
性
の
強
さ
と
い
う
問

題
に
な
る
。

一
つ
に
は
踊
り
の
所
作
に
起
因
し
て
い
て
、
踊
り
の
面
白
さ

（そ
し
て
流
行
）

が
多
く
の
歌
詞
を
吸
収
し
た
と
も
考
え
得
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
特
に
豊
後
踊
と

濃
い
交
渉
を
持

っ
て
い
る
こ
と
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
ひ
ん
だ
踊
の
機
能
で
あ
る
。
そ
の
発
生
的
基
盤
が
田

植
歌
あ
た
り
と
す
れ
ば
、
田
植
歌
の
祭
式
歌
組
織
の
上
で
「水
」
と
と
も
に

「
舟
」

も
不
可
欠
な
も
の
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
伝
承
的
機
能
面
で
あ
る
雨
乞
歌
の
側
面
か

ら
す
れ
ば
、
水
と
の
関
連
で

「
舟
」
や

「
浜
」
な
ど
の
海
浜
用
語
を
吸
収
す
る
要

因
が
根
本
的
に
存
在
し
た
と
も
言
え
る
。

ひ
ん
だ
踊
の
狂
言

「靭
猿
」
へ
の
採
用
の
契
機
は
こ
の
踊
り
の
流
行
が
下
地
に
　

一

な
っ
て
い
る
以
外
に
、
こ
の
踊
歌
の
海
歌
的
詞

章
と
も
因

果
関
係

を
持
つ
ら
し
　

一．

い
。

「
靭
猿
」
の
歌
謡
中
、
祝
詞
の
も
の
を
除
い
た
猿
歌
の
ひ
ん
だ
踊
歌
現
存
の

も
の
は
、
各
伝
書
刊
本
を
通
じ
て
二
十
余
首
ほ
ど
拾
え
る
が
、
そ
の
内

「
舟
」
に

関
す
る
も
の
が
四
首
を
数
え
る
。
確
か
に
猿
回
し
が

一
般
に
は
厩
祝
言
の
も
の
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
舟
と
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に

「櫓
漕
ぎ
の
芸
」
も
演
じ
ら
れ
る
公
当
性
が
あ

っ
て
、
海

歌
的
ひ
ん
だ
歌
が
供
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
仕
業
と
歌
詞
と
が
結
付
け
ば
、
よ
り

興
趣
の
増
す
の
は
道
理
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
第

一
次
ひ
ん
だ
歌
で
あ
る

「
ひ
ん
だ

の
横
田
の
」
の
場
合
は
、
田
植
と
の
所
作
を
演
じ
た
り
す
る
こ
と
に
も
な

っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

猿
芸
の
中
に

「櫓
漕
ぎ
芸
」
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
直
接
ひ
ん
だ
踊
に
海

歌
的
詞
章
が
採
り
込
ま
れ
た
契
機
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
早
計
に
す
ぎ
る
か
も
し



れ
な
い
。
海
歌
的
詞
章
の
ひ
ん
だ
踊
の
歌
が
先
行
し
て
の

「櫓
漕
ぎ
芸
」
で
あ

っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
海
歌
的
ひ
ん
だ
歌
が
狂
言
に
至

っ
て
採
り
込
ま
れ

た
と
い
う
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

ひ
ん
だ
踊
の
詞
章
と
し
て
は
、
ひ
ん
だ
歌
に
代
表
さ
れ
る
田
歌
的
な
も
の
が
本

来
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
十
分
で
あ
ろ
う
。　
一
方
第
二

次
的
ひ
ん
だ
歌
と
も
呼
び
得
る

「
明
日
は
出
よ
ず
も
の
」
に
代
表
さ
れ
る
海
歌
的

詞
章
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
早
く
に
ひ
ん
だ
踊
入
り
を
済
ま
せ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
も
確
認
済
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
実
は
そ
の
海
歌
的
ひ
ん
だ
歌
は
豊
後
踊
と

し
て
出
発
し
た
の
が
本
来
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
ひ

ん
だ
踊

に
吸
収
さ
れ
た
の
に

は
、
ど
の
よ
う
な
契
機
が
存
在
し
た
の
か
。

こ
こ
に
関
連
し
て
、
も
う

一
つ
持
ち
出
し
て
み
た
い
の
が

「
女
郎
踊
」
な
る
も

で
あ
る
。
女
郎
踊
な
る
も
の
は
、
風
流
踊
の
中
の
小
踊
名
で
は
な
く
、
も

っ
と
総

称
的
な
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
前
節
で
も
引
用
の

「
全
国
風
流
踊
り
歌

一
覧
」

を
み
て
も
、
女
郎
踊
が

「
豊
後
踊
」
や

「
ひ
ん
だ
踊
」
と
同
列
に
は
並
ん
で
い
な

い
。
わ
ず
か
に

「小
女
郎
踊
」
と
か

「
女
郎
御
の
踊
」

「面
白
の
小
金
女
郎
」
と

い
っ
た
も
の
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
述

べ
る
な
ら

ば
、

「
豊
後
踊
」
も
実
は
総
体
的
な
意
味
で
女
郎
踊
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

既
に
い
く
つ
か
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、

豊
後
踊

の
詞
章

は
一
つ
の
系
列
で

捕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
舟
や
海
辺
の
聯
想

を
持
ち
、
さ
ら
に
は
旅
を
謡

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
抒
情
の
面
か
ら
す
れ
ば

「旅

の
哀
歓
」
で
あ
り
、

「
惜
別
の
情
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
代
表
歌
と
も
言

え
る

「
明
日
は
出
よ
ず
も
の
」
な
ど
は
ま
さ
に

「
別
れ
」
を
前
提
に
し
た
女
の
切

無
い
恋
情
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
成
立
背
景
を
支
え
て
い
る
の
は
、

港
々
を
渡
り
歩
く
船
乗
り
と
港
の
女
の
情
感
で
あ
る
。
そ
こ
に
集
約
さ
れ
得
る
も

の
が
つ
ま
り
女
郎
踊
の
詞
章
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
度

『
雨
乞
踊
可

。
同
女
郎
可
』
を
持
ち
出
し
て
み
た
い
。

「安

政
三
辰
七
月
」
の
年
号
を
持
つ
。
解
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
雨
乞
踊
と
女
郎
踊
と

の
相
関
性
に
つ
い
て
は
伝
承
地
と
と
も
に
ス
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
「
い
り
は
、

若
衆
踊

。
お
竹
踊

・
女
郎
踊
い
り
は

・
阿
弥
子
踊

・
豊
後
踊

・
才
可
お
と
り
」
と

い
う
収
録
順
序
に
よ
る
と
、

「
お
竹
踊
」
ま
で
が
雨
乞
踊

。
以
下
が

「
女
郎
踊
」

か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
豊
後
踊
が
阿
弥
子
踊

・
才
腎
お
と
り
と
並
ん
で
女
郎
踊

の
中
の

一
つ
と
数
え
得
る
の
で
あ
る
。
と
も
に
旅
の
聯
想
が
強
く
窺
え
、
恋
情
の

盗
れ
た
も
の
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

し
か
も
船
や
海
浜
も
謡

わ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
女
郎
踊
の
詞
章
と
い
う
の
は
ま
さ
に
女

郎
の
物
言
い
を
仕
立
て
て
の
歌
で
あ
り
、
女
の
哀
し
い
恋
情
は
む
ろ
ん
、
そ
こ
に

「
別
れ
」
が
介
在
す
る
故
に
、
山
路
や
海
路
を
行
く
男

へ
の
情
別
か
ら

「旅
」
の

歌
的
な
要
素
も
色
濃
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
女
郎
踊
が
雨
乞
踊
と
密
接
な
関

係
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
前
記
の
よ
う
な
両
踊
歌
を
並
記
し
た
唄
本
が
率
直
に
語

っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
に

「水
」
へ
の
聯
想
に
つ
な
が
る
詞
章
を
持

つ
と
い

う
点
で
の
流
用
が
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ひ
ん
だ
踊
歌
に
女
郎
踊
の
代
表
歌

と
も
言
え
る
ほ
ど
の
豊
後
踊
歌
が
混
入
し
た
根
底
は
そ
れ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
信

仰
的
詞
章
と
も
言
え
る
ひ
ん
だ
歌
の
あ
と
に
、
余
興
的
、
も
ど
き
的
意
味
で
女
郎

踊
の
歌
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
も
す
で

に
あ
げ
た
阿
波
踊
の
中
の

「
ひ
ん
ら
踊
」
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
明

ら
か
で
あ

る
。「

ひ
ん
ら
踊
」
の
名
の
も
と
に
収
め
ら
れ
た
歌
数
が
十
首
あ
る
が
、
そ
れ
を
子

細
に
検
討
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
こ
の
踊
歌
名
に
統
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
。
第

一
首
が
第
二
次
的
ひ
ん
だ
歌
と
も
呼
べ
る
海
歌
的
な
も
の
で
あ
る
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が
、
そ
の
あ
と
に

「
セ
メ
」
と
し
て
、
太
鼓
の
口
拍
子
を
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
ひ
ん
ら
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
は
第
二
首
目
の

「
ひ
ん
ら
な
ら
い
か
お
も
し
ろ

や
」
に
続
く
四
首
で
あ
り
、
そ
の
内
の
三
首
は
ひ
ん
だ
歌
で
あ
る
。
次
に
、
ひ
ん

だ
歌
の
最
後
の
詞
章
に
続
け
て

「
女
郎
や
踊
入
れ
は
」
と
し
て
、

「
と
の
ご
は
女

郎
や
に
お
さ
か
も
り
」
以
下
の
五
首
を
並
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
五
首

が
す
べ
て
女
郎
歌
的
な
も
の
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
し
、
舟
や
海
と
い
っ
た
も
の

と
の
特
別
な
脈
絡
は
特
に
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

つ
ま
り
女
郎
踊
に
用
い
ら
れ
る

歌
の
範
疇
に
は
置
き
得
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

第

一
歌
の

「
け
さ
の
お
船
は
ど
こ
の
と
ま
り
ぞ
」
が
や
は
り
女
郎
踊
の

「豊
後

踊
」
の
詞
章
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
確
で
、「
ひ
ん
ら
踊
」

（
ひ
ん
だ
踊
）
に
採
り
込

ま
れ
た
時
期
的
早
さ
か
ら
か
、
付
加
的
役
割
が
昇
華
し
た
結
果
、
そ
の
本
来
の
役

割
を
他
の
女
郎
踊
歌
に
譲
り
、
新
し
く
前
座
的
役
割
を
担

っ
て
最
初
に
据
え
ら
れ

た
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て

「
セ
メ
」

（
太
鼓
）
が
あ

っ
て

「
ひ
ん
ら
踊
」
の
演
唱

に
入

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
首
以
下
に

「
ひ
ん
ら
」
の
謡
い
出
し
を
持

つ
詞

章
が
並
ん
で
い
る
こ
と
で
も
明
確
で
あ
る
。

「
ひ
ん
ら
」
か

「
ひ
ん
だ
」
か
、
と
も
か
く
こ
の
踊
り
は
雨
乞
踊
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ま
ハ
リ
う
ち
せ
ん
じ
よ
の
踊
」
と
い
っ
た

「
ひ

ん
ら
踊
」
の
説
明
を
み
る
と
、
何
か
祭
場

へ
向
か
う
道
歌
的
役
割
も
感
じ
と
れ
る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
ひ
ん
だ
歌
、
三
首
な
り
、
こ
れ
に
二
、
三
付
け
加
え
ら
る

か
も
し
れ
な
い
本
来
の

「
ひ
ん
だ
」
の
踊
り
の
詞
章
で
は
時
間
的
に
間
に
合
わ
な

い
と
か
、
反
復
的
演
唱
に
飽
き
足
り
な
く
な

っ
た
と
こ
ろ
に
供
さ
れ
た
の
が
、
恋

情
を
謡

っ
て
興
味
あ
る
女
郎
歌
で
あ

っ
た
の
だ
と
思
う
。
た
だ
雨
乞
い

（豊
作
祈

願
）
と
い
う
目
的
に
い
く
ら
か
叶
う
と
い
う
こ
と
で
、
海
や
船
を
謡

っ
て
、
水
と

の
脈
絡
を
求
め
、
さ
ら
に
は
道
歌
と
し
て
の
機
能
に
合
せ
て
は
旅
の
聯
想
を
伝
え

る
豊
後
踊
な
ど
は
、
ま

っ
さ
き
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
詞
章
で
は
な
か

っ
た
か
と
想

像
で
き
る
の
で
あ
る
。

結

　

　

び

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
て
、　
一
応
現
段
階
で
の
結
論
め
い
た
も
の
を
明
示
す
べ
き

な
の
で
あ
る
が
、
結
局
こ
れ
と
い
っ
た
厳
然
た
る
決
め
手
は
持
ち
得
ず
に
し
ま

っ

た
よ
う
で
あ
る
。

「
ひ
ん
だ
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「飛
騨
」
と
す
る
従
来
の
考
え
方
に
い
く
ら
か
疑
念
を
抱
い
て
、
日
値
習
俗
な
ど

と
の
か
か
わ
り
で
切
り
込
ん
で
な
た
が
、
結
局
解
決
が

つ
か
な
か
っ
た
。
確
か
に

「
飛
騨
」
か
ら
離
れ
た
部
分
も
あ

っ
た
が
、
雨
乞
踊
の
詞
章
と
し
て
の
伝
承
を
考

え
た
場
合
、
そ
の
祭
場
は
山
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
雲
を
巻
い
た
　

一

山
は
す
ぐ
に
も
天
か
ら
雨
の
恵
み
を
期
待
で
き
る
聖
地
と
し
て
の
印
象
を
人
々
に
　
．

一．

抱
か
せ
る
。
そ
こ
に
山
国
飛
騨
が
想
定
を
さ
れ
た
と
み
れ
ば
、
飛
騨
説
も
ま
だ
ま

だ
捨
て
切
れ
な
い
。
実
際
伝
承
過
程
で
は

「
飛
騨
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
時
期

も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
猿
歌
の

「
飛
騨
踊
」
や
二
味
線
組
歌
の

「
飛
騨
組
」
は
そ

れ
で
捕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

狂
言
の
猿
歌
の
広
が
り
と
風
流
踊
と
し
て
の
各
地
の
伝
承
歌
の
検
討
で
、

「
ひ

ん
だ
踊
」
の
詞
章
と
し
て
は
、
元
歌
と
も
い
え
る
「
ひ
ん
だ
歌
」
の
系
列
に
属
す
る

も
の
と
、
第
二
次
ひ
ん
だ
歌
と
も
言
え
る
豊
後
踊
歌
の
系
列
に
属
す
る
も
の
、
そ

し
て
も
う

一
つ
他
の
女
郎
踊
歌
の
系
列
の
も
の
が
あ

っ
て
、
狂
言
の
猿
歌
の
飛
騨

踊
で
は
、
そ
の
一
の
系
列
、
二
の
系
列
に
加
え
て
三
の
系
列
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
舞
台
芸
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
か
、
あ
る
い
は
成
立
の
早
さ
を
語

っ
て

か
、
中
世
の
小
歌
時
代
以
来
の
都
歌
的
流
行
歌
と
い
っ
た
系
列
を
含
ん
で
い
る
。



一
方
、
三
味
線
組
歌
「飛
騨
組
」
の
場
合
は
第

一
の
系
列
に
属
す
る
詞
章
は
は
ず

さ
れ
て
、
第
二

・
第
二
の
系
列
に
属
す
る
も
の
ば
か
り
で
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
第
二
の
系
列
と
い
っ
て
も
、
か
な
り
近
世
遊
里
歌
的
色
合
い
の
濃
い
も
の

と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
阿
波
踊
の

「
ひ
ん
ら
踊
」
の
中

に
見

え
た

「
女
郎
や
踊
入
れ
は
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る

「
わ
ご
れ
は
十
九
よ
ナ
お
れ
も
十
九

わ
く
の
糸
よ
な
云
々
」
な
ど
も

『松
の
葉
』
葉
手
組
の

「
待
つ
に
ご
ざ
れ
」
の
一

首

（第
四
歌
）
と
脈
絡
を
持

つ
如
く
、
三
味
線
組
歌
と
女
郎
踊
の
歌
と
い
っ
た
こ

と
も

一
つ
の
課
題
と
し
て
浮
き
あ
が

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
風
流
踊
の
中
に
見
え
る

女
郎
踊
の
詞
章
の
女
郎
歌
と
い
う
の
は
、
中
世
小
歌
か
ら
三
味
線
歌
謡
、
遊
里
歌

さ
ら
に
は
都
ぶ
り
の
芸
謡

へ
の
橋
渡
し
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

「
飛
騨
組
」
と
の
関
係
で
触
れ
残
し
た
の
は
「
ひ
ん
だ
組
よ
り
出
」
て
、

「
正
保
、
慶
安
の
唄
、
飛
騨
節
と
て
世
に
行
は
れ
し
（斎
藤
月
琴

『
声
曲
類
纂
』
）

と
い
う

「
飛
騨
節
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
も
は
や
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
越
え
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

注

一　
鹿
持
雅
澄
編

『巷
謡
編
』

注
二
　
新
潟
県
柏
崎
市
女
谷
に
伝
わ
る
芸
能

注
三
　
志
田
延
義
博
士

「
小
歌

・
踊
歌

。
三
味
線
組
歌
の
位
置
」
（
『
日
本
歌
謡

圏
史
』
）

注
四
　
拙
稿

「松
の
葉
組
歌
の
考
察
」

（国
学
院
雑
誌
七
四
の
七
）

注
五
　
安
政
万
延
文
久
年
間

（
一
八
五
四
―

一
八
六
四
）
頃
の
写
本
。
日
本
古

典
文
学
大
系

『
狂
言
集
』
に
よ
る
。

注
六
　
岩
波
文
庫

『
狂
言
歌
謡
』
に
よ
る
。
明
ら
か
に
上
記
の
も
の
と
同
類
歌

と
思
わ
れ
る
も
の
は
省
略
し
た
。

注
七
　
こ
の
芸
尽
し
が

「靭
猿
」
成
立
当
初
か
ら
あ

っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
、

小
笠
原
恭
子
氏
に
考
察
が
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
語
り
物
の
記
載
で
は
詳
細

な
天
正
本
に
こ
の
芸
尽
し
の
部
分
が
な
く
、
そ
の
終
末
の
大
名
が

「猿
に
な

り
て
た
ら
く
わ
じ
や
に
引
る
」
と
い
っ
た
部
分
に
こ
の
狂
言
の
興
味
が
あ

っ

た
の
が
古
い
か
た
ち
で
、
芸
尽
し
の
部
分
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
踊
歌

流
行
の
刺
激
に
よ
る
結
果
採
り
込
ま
れ
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
（「
狂
言

『
靭
猿
』
猿
歌
そ
の
周
辺
」

『
か
ぶ
き
の
誕
生
』
）

注
八
　
山
路
興
造
氏

「民
俗
芸
能
」
四
三

・
四
四
合
併
号
、
四
五
号
）

注
九
　
一
首
ご
と
に
つ
く

「
ひ
ん
だ
踊
は
一
踊

（
々
々
）
」

（あ
る
い
は
最
終

歌
に
つ
く

「
ひ
ん
だ
の
踊
は
こ
れ
ま
で
」
）
の
踊
り
ば
や
し
は
省
略
し
た
。

以
下
の
踊
歌
引
用
の
場
合
も
同
様
に
こ
の
種
の
は
や
し
は
す
べ
て
省
略
し
て

あ
げ
、
表
記
に
つ
い
て
は
出
典
の
ま
ま
と
す
る
。

注

一
〇
　
一
体
に
伝
承
歌
謡
に
お
い
て
は
字
面
は
何
で
あ
れ
、
音
韻
が
同
じ
で

あ
れ
ば
頓
着
し
な
い
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
季
節
唄
の
中
で
秋
唄
と

し
て

「
安
芸
の
宮
島
回
れ
ば
七
里
、
浦
は
七
浦
七
恵
比
須
」
の
歌
詞
を
伝
え

て
い
る

（宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
）
な
ど
も
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。

注

一
一
　

『
日
本
歌
謡
集
成
』
の
但
謡
編

（
十
二
巻
）
、
長
野
県
の
部
に
次
の

歌
を
収
録
し
て
い
る
。

○
憂
い
よ
辛
い
よ
姐
が
谷
は
笠
に
本
の
葉
が
ま
ひ
か
か
る

（盆
踊
歌
）

○
面
白
い
ぞ
や
木
曾
路
の
道
は
笠
へ
木
の
葉
が
舞
ひ
か
か
る

（追
分
節
）

注

一
一一　
今
日
の
民
謡
に
ま
で
到
る
流
れ
で
あ
る
。

○
松
の
根
元
へ
胡
桃
を
植
ゑ
て
ま
つ
よ
り
来
る
身
は
辛
い
も
の

○
是
の
屋
敷
に
右
荷
や
蕗
み
よ
う
が
め
で
た
や
富
貴
繁
昌

○
広
い
豆
の
葉
に
栗
つ
ぶ
の
せ
て
ま
め
で
ま
ち
や
れ
あ
わ
の
つ
ぶ
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注

〓
二
　
歌
詞
に
不
明
瞭
な
部
分
も
あ
る
が
、
山
本
修
之
助
氏
の

『佐
渡
の
民

謡
』
収
録
の
ま
ま
引
用
し
た
。

注

一
四
　
八
幡
社
の
総
本
社
の
字
佐
八
幡
宮
の
御
田
植
祭
を
伝
え
た
と
い
わ
れ

る
、
国
東
半
島
の
お
田
植
祭
り
は
往
昔
は
十
数
ケ
所

（
現
在
七
ケ
所
）
と
い

わ
れ
、
特
に
安
岐
町
の
諸
田
神
社
の
も
の
は

「
ひ
ん
だ
踊
歌
」
と
の
関
連
で

注
目
す
べ
き
も
の
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
口
碑
に
よ
る
と
、
諸
田
飛
騨
守

な
る
人
の
創
社
に
よ
る
と
あ
る
な
ど
も
気
に
な
る
。

（梅
原
治
夫
氏

『
国
東

半
島
の
歴
史
と
民
俗
』
参
照
）

注

一
五
　
例
え
ば
次
の
歌
、

○
苗
代
の
隅
な
る
水
は
　
ァ
ノ
ど
れ
よ
／
ヽ
　
ど
れ
よ
／
ヽ
思
い
の
殿
御
の

影
を
見
る
鏡
（新
潟
県
佐
渡
の
苗
取
歌
）
こ
の
類
は
田
植
歌
、
苗
取
歌
に
多

注

〓
ハ　
神
聖
田
と
し
て
は
他
に
、
さ
ん
ば
い
田

・
サ
ビ
ラ
キ
田

・
月
輪
田

・

飾
田
と
い
っ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
位
置
な
り
性
状
か
ら

呼
び
名
が
あ
る
。
前
者
に
は
前
田

・
横
田

・
脇
田

・
山
田

。
門
田
と
い
っ
た

も
の
、
後
者
に
は
ジ
ル
ケ
田

・
フ
ケ
田

・
棚
田

・
沼
田

・
堅
田

・
伏
田

。
荒

田

。
わ
く
田
と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
の
追
求
も
押
し
進
め
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
島
根
県
能
義
郡
に
比
田
村
な
る
地
名
も
あ

っ
た
。
さ

ら
に
邑
智
郡
石
見
町
中
野
に
伝
わ
る
田
歌
双
紙
の
一
本
に
「飛
駆
本
」
な
る
も

の
も
あ
る
と
い
う
。
飛
騨
惚
太
郎
氏
蔵
本

（
明
治
初
年
書
留
）
で
あ
る
。
つ

ま
り
飛
騨
国
と
い
う
国
名
か
ら
は
離
れ
る
が
、
字
名

・
村
名
と
し
て
の

「
ひ

だ
」
の
可
能
性
、
ま
だ
飛
騨
氏
と
い
う
氏
名
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も

あ
る
。
特
に
後
者
で
飛
騨
家
な
る
も
の
が
そ
の
土
地
の
単
な
る
旧
家
と
い
う

以
外
に

「囃
し
田
」
な
ど
で
指
揮
者
と
な
る
サ
ン
パ
イ
を
つ
と
め
る
家
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
職
業
的
に
田
植
歌
を
謡
い
歩
く
人
と

「
ひ
ん
だ
踊
」
の
分

布
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

注

一
七
　
山
路
興
造
氏

「和
泉
地
方
の
雨
乞
と
風
流
踊
歌
」
（民
俗
芸
能
五
三
）

も

っ
と
も
同
和
泉
地
方
の
泉
佐
野
市
土
丸
の
小
躍
歌
で
は

「
飛
駆
踊
」
と

し
て
伝
わ

っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
平
野

・
飛
駆

（
弾
）
の
前
後
関
係
を
早

急
に
載
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

注

一
八
　
も
う

一
つ
徳
島
県
と
言
え
ば
、
板
野
郡
松
茂
村
の
神
踊
の
中
に
、
こ

の

「
ひ
ん
ら
」

「
ひ
ら
の
」

「
ひ
ん
だ
」
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
べ
き
も
の

か
と
思
わ
れ
る

「
し
ん
だ
の
踊
」
な
る
も
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

（
『
板
野

郡
誌
』
、

「
全
国
風
流
踊
り
歌

一
覧
」
に
踊
歌
名
を
載
せ
て
い
る
）
が
、
未

確
認
で
あ
る
。

注

一
九
　
牛
尾
三
千
夫
氏

『
大
田
値
と
田
植
歌
』
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論
衡
の

「
骨
法
」
観
に
つ
い
て

嶋

田

勝

義

後
漢
の
王
充
の
著
と
さ
れ
て
い
る
論
衡
は
、
そ
の
意
図
の
大
半
が
当
時
流
行
し

て
い
た
と
思
え
る
識
緯
説
を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
俗
説
の
論
難
に
あ
る
。
そ
の
為

に
論
の
進
め
方
や
、
少
な
く
も
合
理
的
に
物
事
に
対
処
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度

に
、
か
な
り
論
理
的
な
雰
囲
気
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
か

ら
見
れ
ば
、
そ
れ
も
必
ず
し
も
論
理
的
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
諸
篇
間
に
、
或
い

は
同

一
篇
内
に
も
、
互
に
矛
盾
し
て
い
る
と
思
え
る
言
説
が
見
え
、
就
中
、
用
語

法
の
曖
昧
さ
か
ら
く
る
、
論
の
不
統

一
性
が
在
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

論
衡
を
王
充

一
人
の
作
と
す
る
こ
と
に
疑
間
を
抱
か
せ
た
り
、
或
い
は
一
人
の
作

と
見
る
に
し
て
も
、
思
想
上
の
遍
歴
が
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
り
も
す
る
。
と
も

か
く
、
綜
合
的
把
握
を
試
み
る
場
合
、
難
解
さ
を
免
か
れ
得
な
い
。
さ
り
と
て
、

一
概
に
非
論
理
的
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
論
を
無
視

し
て
良
い
と
い
う
訳
で
も
あ
る
ま
い
。

従
来
、
漢
文
は
文
学
的
表
現
に
は
都
合
の
良
い
反
面
、
論
理
の
展
開
に
は
不
向

き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
論
衡
の
難
解
さ
、
矛
盾
、
非
統

一
性
を
思
わ
し
め

る
原
因
も
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
論
衡
に
見
え
る

「骨
法
」
観
に
於
け
る
問
題
点
を
指
摘
し

な
が
ら
、
何
故
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
考
え
て
、
そ
の
論
を
分
析
的
に
考
察
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
来
分
析
不
可
能
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
し
、
勿
論
著
者
に

と
っ
て
は
不
本
意
で
甚
だ
迷
惑
な
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
敢
え
て
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
解
さ
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
為
の
糸
口
に
で
も
な
れ
ば
と

思
う
。
ま
た
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
、
当
時
の
中
国
人
の
思
考
態
度
の
一
面
を
知

り
得
る
か
と
も
思
う
。

「
骨
法
」
と
は
、
所
謂
人
相
術
で
、
人
の
在
り
方
を
身
体
上
の
諸
要
素
の
観
察

に
よ
っ
て
推
測
し
判
定
し
得
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
論
衡
の
合
理
的
論
述
の

中
に
あ

っ
て
奇
異
に
思
え
る
が
、
こ
の

「骨
法
」
是
認
に
基
づ
く
説
は
随
所
に
散

見
す
る
。

命
義
篇
に

「
人
有
寿
夭
之
相
、
亦
有
貧
富
貴
賤
之
法
、
倶
見
於
体
、
故
寿
命
修

短
、
皆
稟
於
天
、
骨
法
善
悪
、
皆
見
於
体
、
命
当
夭
折
、
雖
稟
異
行
、
終
不
得

長
、
藤
当
貧
賤
、
雖
有
善
性
、
終
不
得
遂
ご
と
あ
る
よ
う
に
、
人
の
寿
命
や
貧
富

貴
賤
は
定
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
在
り
方
は
皆

「
体
」
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
そ
う
い
う
表
わ
れ
方
を
す
る
の
は
、

「
天
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
あ
る
と

説
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
更
に

「
行
」
や

「
性
」
と
は
無
関
係
と
見
て
い
る
の

は
、
宿
命
的
に
決
定
さ
れ
て
い
て
、
変
化
す
る
こ
と
は
無
い
、
と
考
え
ら
れ
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
変
化
し
な
い
と
い
う
点
に
、
予
見
の
可
能
性
が
あ
る
と
見
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
夭
折
」
に

「
命
」
を
、
「貧
富
」
に

「隷
」
を
配
当
し
て

い
る
が
、
そ
の

「
命
」
や

「隷
」
と
、
前
に

「
皆
稟
於
天
」
と
あ
る

「
天
」
と
の

関
係
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
善
性
」
も

「
縁
」
を

左
右
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
善
性
」
と
は

「
善
い
性
」
の

意
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
善
と
い
う
性
」
の
意
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
前
者
と

す
る
な
ら
ば

「
性
」
と
は
如
何
な
る
も
の
を
意
味
し
、
後
者
な
ら
ば

「
骨
法
善
悪

皆
見
於
体
」
の

「
善
」
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
等
々
が
問
題
と
な
る
。
既

に
し
て

「
命
」
や

「縁
」
や

「
性
」
と

「
天
」
と
の
関
係
、
或
い
は
そ
れ
ら
と

「
体
」
及
び
こ
れ
と
同
義
語
で
あ
る

「
形
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
に
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迫
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、

「骨
法
」
観
を
ま
と
め
て
扱

っ
て
い
る
骨
相
篇
で
の
こ
れ
ら
の
用
語

例
を
概
観
し
、
他
の
諸
篇
の
説
と
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
篇
の
冒
頭
に

「
人
日
、
命
難
知
、
命
甚
易
知
、
知
之
何
用
、
用
之
骨
体
、

人
命
稟
於
天
、
別
有
表
侯

（見
）

於
体
、
察
表
候
以
知
命
、
猶
察
斗
斜
以
知
容

夫
、
表
候
者
骨
法
之
謂
也
ご
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
骨
体
に
見
ら
れ
る

「
命
」
の
表

候
を

「
骨
法
」
と
い
い
、
そ
の

「
命
」
は

「
天
」
か
ら
票
受
す
る
も
の
で
あ
る
と

説
い
て
い
る
。

こ
れ
に
続
け
て
、
黄
帝
の

「
竜
顔
」
に
は
じ
ま
り
孔
子
の

「
反
宇
」
に
至
る
十

二
人
の
具
体
的

「
骨
法
」
を
列
挙
し
、

「
斯
十
二
聖
者
、
皆
在
帝
王
之
位
、
或
輔

主
憂
世
、
世
所
共
間
、
儒
所
共
説
、
在
経
伝
者
、
較
著
可
信
ご
と
、
従
来
の
儒
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
是
認
す
る
弁
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ

し

て
更
に

「
若
夫
短
書
俗
記
、
竹
畠
胤
文
、
非
儒
者
所
見
、
衆
多
非

一
、
」
と
、
儒
書
以
外
の

記
録
に
見
え
る

「
骨
法
」
の
多
く
の
具
体
例
を
紹
介
し
、
「
以
尺
書
所
載
、
世
所
共

見
、
准
況
古
今
、
不
聞
者
必
衆
多
非

一
、
皆
有
其
実
、
稟
気
於
天
、
立
形
於
地
、

察
在
地
之
形
、
以
知
在
天
之
命
、
莫
不
得
其
実
也
ご
と
、
こ
の
部
分
を
締
め
括

っ

て
い
る
。

（
こ
こ
ま
で
の
記
載
が
、
こ
の
篇
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
）
冒
頭

の
文
の
用
語
法
や

「
在
天
之
命
」
の
よ
う
な
言
い
方
か
ら
推
測
す
る
に
、
「
天
命
」

が

「
骨
法
」
に
表
わ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「天
」

「地
」

「
命
」
の
関
係
は
、
吉
験
篇
に

「凡
人
稟
貴
命
於
天
必
有
吉
験
於
地
、
見
於
地
、

故
有
天
命
也
、
験
見
非

一
、
或
以
人
物
、
或
以
禎
詳
、
或
以
光
気
、
」
と
あ
る
の

に
大
変
良
く
似
て
い
る
。
吉
験
篇
の
は

「
天
命
」
の
応
験
を
意
味
す
る
詳
瑞
の
種

類

（在
り
方
）
が

一
様
で
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

か
ら
推
し
て

「骨
法
」
を
も
そ
れ
ら
詳
瑞
の
一
つ
と
見
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

骨
相
篇
の
具
体
例
紹
介
の
文
中
で
、
韓
信
の
条
に
、

「
…
…
免
於
鉄
質
、
亦
以

面
状
有
異
ご
と
あ
り
、
ま
た

「
見
高
祖
状
貌
、
奇
之
、
」
と
い
う
説
明
も
別
条
に

見
え
る
よ
う
に
、
例
示
さ
れ
て
い
る
骨
相
は

「
聯
歯

・
八
朱

・
重
瞳

。
三
漏
…
」

と
、
皆
異
常
で
奇
怪
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。　
一
方
、
詳
瑞

も

ま

た

「
且
瑞
物
皆
起
和
気
而
生
、
生
於
常
類
之
中
、
而
有
詭
異
之
性
、
則
為
瑞
夫
、
」

（講
瑞
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
奇
異
な
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

更
に
、
文
王
の
誕
生
に
つ
い
て
、

「
生
有
高
大
之
命
、
其
時
身
有
尊
貴
之
奇
、
古

公
知
之
、
見
四
乳
之
怪
也
、
夫
四
乳
聖
人
証
也
、
在
母
身
中
、
稟
天
聖
命
、
」

（

初
稟
篇
）
と
あ
る
そ
の
言
い
方
も
、
骨
相
を
瑞
詳
の
一
つ
に
数
え
て
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。

本
来
詳
瑞
は

「
帝
王
之
生
、
必
有
怪
奇
、」
（
怪
奇
篇
）
の
語
旬
に
見
え
る
如
く
、

聖
帝
認
可
の
証
と
し
て

「
天
」
が
降
す

「
命
」

の
応
験
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
既
に
尚
書
の
皐
陶
誤
に

「
天
命
有
徳
、
五
服
五
章
哉
、
」
と
あ
る

よ
う
に
、

「
天
命
」
は
帝
王
の
み
な
ら
ず
有
徳
の
士
に
も
降
る
も
の
と
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
が
詳
瑞
思
想
と
早
く
も
結
び
つ
き
、
有
徳
の
士
に
も
そ
れ
相
応
の
応
験

が
考
え
ら
れ
て
き
て
も
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
天
命
思
想
だ
け
で

「
骨
法
」
を
説
明
す
る
場
合
お
の
ず

か
ら
限
界
が
あ
り
、
聖
王
や
有
徳
の
者
以
外
に
は
当
嵌
ま
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て

し
ま
う
。
更
に
、
こ
の
論
法
で
ゆ
く
と
、
平
凡
な
人
相
の
持
ち
主
以
外
は
皆
そ
の

相
は
奇
異
で
あ
る
か
ら
聖
人

・
君
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
邪
悪
者

。
小
人
は
こ

の
世
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
遺
う
。
も

っ
と
も
、
漢
代
に
は
天
人
相
関

思
想
が
発
達
し
て
い
て
、
詳
瑞
に
対
す
る
概
念
と
し
て
災
異
が
説
か
れ
る
の
で
、

用
語
上
は
そ
の
災
異
を
悪
人

・
小
人
の
側
に
配
当
し
て
そ
の
証

と
も
さ
れ
よ
う

が
、
災
異
も
所
詮
、
怪
奇
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
詳
瑞
と
の
区
別
が
つ
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か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
も
言
え
る
。（現
に
従
来
説
か
れ
て
き
た
詳
瑞
と
災
変

の
認
定
を
随
所
で
く
つ
が
え
し
て
い
る
。
）
瑞
応
と
災
異
と
の
相
違
点
に
つ
い
て

は
、
講
瑞
篇
に

「
夫
瑞
応
猶
災
変
也
、
瑞
以
応
善
、
災
以
応
悪
、
善
悪
雖
反
、
其

応

一
也
、
災
変
無
種
、
瑞
応
亦
無
類
也
、
陰
陽
之
気
、
天
地
之
気
也
、
遭
善
而
為

和
、
遇
悪
而
為
変
、
豊
天
地
為
悪
之
政
、
更
生
和
変
之
気
乎
ご
と
あ
り
、
「陰
陽
之

気
」
の

「和
」
と

「
変
」
と
に
依
り
生
起
す
る
も
の
と
し
て

一
応
説
明
さ
れ
て
は

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
理
屈
で
あ

っ
て
、
現
実
の
事
象
を
区
別
す
る

の
は
難
か
し
い
。

（
こ
う
い
う
考
え
は
善
事

。
善
政
の
行
わ
れ
て
い
る
折
に
偶
々

見
ら
れ
た
奇
異
な
る
事
象
を
詳
瑞
と
し
、
逆
の
関
係
に
於

い
て
災
変

と
断
定
す

る
、
結
果
論
か
ら
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）

た
だ
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
別
に
し
て
、
政
治
の
善
悪

が

「
天
」
に
感
応
す
る
と
み
る
説
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
瑞
が
善
に
、
災
が
悪
に

応
じ
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
広
義
に
解

釈
し
て
災
変
を
も

「
天
命
」
の
証
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
具
体
的

事
象
を
瑞
と
災
と
に
殊
別
す
る
判
定
は
下
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
講
瑞
篇
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
瑞
と
い
う
語
を
用
い
て
い

な
が
ら
、

「
天
」
や

「
命
」
と
の
関
係
に
於
い
て
説
か
ず
、
そ
こ
に

「
天
地
」
や

「
気
」
或
は

「
陰
陽
之
気
」
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
天

命
」
に
基
づ
く
論
法
と
異
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
後
に
ふ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

骨
相
篇
の
具
体
例
は
、
聖
王
や
有
徳
の
者
か
高
位
高
官
に
な
り
得
た
人
々
に
限

ら
れ
て
い
て
、
貧
賤
の
者
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
と

併
せ
て
推
測
す
る
に
、
基
本
的
に
は

「
骨
法
」
が

「
天
命
」
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
て
、
偶
々
貧
賤
の
者
に
は
論
及
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
そ
の
理
由
は
、
貧
賤

者
に
は
例
示
す
る
に
相
応
し
い
知
名
の
士
が
見
当
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
、
と

言
い
訳
け
も
で
き
よ
う
。
全
て
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
に

し
て
も
、

「
骨
法
」
を

「
天
命
」
の
表
候
と
観
る
考
え
方
が

「
骨
法
」
観
の
基
底

に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

「
天
之
命
」
と
明
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
い

知
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
骨
相
篇
に
戻

っ
て

「
骨
法
」
論
を
み
る
と
、

「
命
」
に
貧

富
貴
賤
の
相
が
あ
る
と
説
い
て
具
体
例
を
列
挙
し
、

「
…
…
以
察
骨
体
之
法
、
則

命
在
於
身
形
、
定
央
、
」
と
結
ん
で
あ
る
文
を
承
け
て
、

「
非
徒
富
貴
貧
賤
有
骨

体
也
、
而
操
行
清
濁
、
亦
有
法
理
、
貴
賤
貧
富
、
命
也
、操
行
清
濁
、
性
也
、非
徒
命

有
骨
法
、
性
亦
有
骨
法
、
性
亦
有
骨
法
、
惟
知
命
有
明
相
、
莫
知
性
有
骨
法
、
此

見
命
之
表
証
、
不
見
性
之
符
験
也
、
」
と
言
い
、
疱
蓋
が
越
王
の
、
尉
線
が
秦
王

の
、
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ
の
骨
相
か
ら
読
み
取
り
、将
来
の
見
通
し
を
立
て
て
身
を
処
　
一

し
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て

「
故
海
姦
、
尉
練
、
見
性
行
之
証
、
而
以
定
　
一２

処
来
事
之
実
、
実
有
其
効
、
如
其
法
相
、
由
此
言
之
、
性
命
繋
於
形
体
、
明
実
、」

と
説
い
て
い
る
。

「
性
行
之
証
」
と
あ
る
の
は

「
骨
法
」
を
指
し
、

「
法
相
」
が

そ
れ
に
充
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
の
操
行
は
生
来
定
ま
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
の
操
行
の
意
で
あ
ろ
う
。「
性
命
」
と
い
う
熟
語
は

「
性
」
と

「
命
」
と
の
二

概
念
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「
性
」
は
原
来
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
具
備
し
て
い
る
人
と
し
て
の
在
り
方
を
意
味
す
る
語
で
あ

っ
て
、

「
生
来
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
共
通
の
意
味
を
有
す
る
点
で

「
命
」
と
結
び
つ
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
人
の
操
行
を
意
味
す
る

「
性
行
之
証
」
の
「性
」

の
意
に
於
い
て
で
は
な
く
、

「
生
来
の
」
と
い
う
形
容
詞
的
用
法
で

「
命
」
の
在

り
方
を
強
調
す
る
為
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た

「
貴
賤
貧
富
．
命
也
、
」

「
操
行
清
濁
、
性
也
ご
は
漠
然
と
し
て
い
て
、



言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
那
辺
に
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
れ
は
上
下
の
語

句
の
関
係
を
説
明
す
る
日
本
語
の

「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
の
如
き
も
の
を
表
記
し
な
い
場

合
の
多
い
漢
文
の
性
質
に
起
因
す
る
。
前
者
は

「
貴
賤
貧
富
は

『
命
』
に
属
す
る

（
そ
の
機
能
に
依
拠
す
る
、
と
い
う
意
を
も
含
む
。）」
で
あ
ろ
う
が
、
「
貴
賤
貧
富

を

『
命
』
と
い
う
」
の
意
で
は
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
後
者
は

「操
行
の
清
濁
は

『
性
』
に
属
す
る
」
と
同
時
に

「
操
行
の
清
濁
を

『
性
』
と
い
う
」
の
意
で
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
敢
え
て
分
析
す
る
こ
と
も
出
来
は
す
る
が
、
こ
の
語
句
は
両
意

を
有
す
る
の
で
あ

っ
て
、
用
語
の
多
義
性
が
絡

ん
で
き
て

い
る
。
そ
し

て
こ
の

「
命
」
に
も

「
性
」
に
も

「
骨
法
」
が
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

関
係
を
初
稟
篇
で
は
論
理
的
に
説
明
し
て
い
て
、

「
王
者

一
受
命
、
内
以
為
性
、

外
以
為
体
、
体
者
面
輔
骨
法
、
生
而
稟
之
、
」
と
あ
る
。

「
性
」
も

「
体
」
も

「
命
」
に
依
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
命
」
の
在
り
方
が

「
体
」
と
し
て
の

「
骨

法
」
に
見
ら
れ
る
の
で
、

「
外
」
と
な
る

「
体
」
に
対
し
て
、
人
の

「
内
」
に
あ

る
と
さ
れ
る

「
性
」
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

「
性
」
も

「
体
」
も

同
じ
く

「
命
」
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、

「
性
」
と

「
体
」
と
は
応
じ
得
る
で
あ

ろ
う
か
ら

「
内
」
に
あ

っ
て
察
知
し
難
い

「
性
」
も

「
骨
法
」
か
ら
窺
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
最
初
に
引
用
し
た
命
義
篇
の
文
に
、
寿

夭
や
貧

富
貴
賤
に
関
わ
る

「
命
」
や

「
藤
」
が
、
「異
行
」
や

「
善
性
」
と
無
関
係
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。

ま
た
、
幸
偶
篇
の

「
凡
人
操
行
有
賢
有
愚
、
及
遭
禍
有
幸
不
幸
…
…
倶
稟
元
気
、

或
独
為
人
、
或
為
禽
獣
、　
並
為
人
、
或
貴
或
賤
、
或
貧
或
富
…
…
非
天
稟
於
有

左
右
也
、
人
物
受
性
有
厚
薄
也
、
倶
行
道
徳
、
禍
福
不
均
、
並
為
仁
義
、
利
害
不

同
、
」
も
、　
一
般
に

「
命
」
と
さ
れ
て
い
る
禍
福
利
害

（貴
賤
貧
富
）
が
、
道
徳

仁
義
と
い
う

「
性
」
と
相
関
関
係
に
な
い
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
命
」
と

「
性
」
と
が
必
然
的
関
係
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
吉
験
篇
の
説
、
及
び
更
に
は

「
性
」
に
も

「
骨
法
」
を
認
め
て
い
る

骨
相
篇
の
説
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
の
生
ず
る
所
以
は

「
天
」

観
の
相
違
に
由
来
す
る
と
言
え
よ
う
。
本
来
の

「
天
命
」

は
、

「天
」

の
降
す

「
命
」
の
意
で
、
そ
の

「
天
」
は
人
格
化
さ
れ
た
要
素
を
有
し
て
い
る
が
、
幸
偶

篇
や
命
義
篇
の

「
天
」
に
は
そ
れ
が
見
え
ず
、
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
幸
偶
篇
の

「
天
」
は

「非
天
稟
施
有
左
右
也
、
人
物
受
性
有
厚
薄
也
、
」
と
あ
り
、
意
志
的

働
き
か
け
を
否
定
し
て
い
て
、

「稟
施
」
と
い
う
言
い
方
こ
そ
し
て
は
い
る
も
の

の
、
自
然
の
天
空
の
意
に
近
い
。

前
に
引
用
し
た
講
瑞
篇
で
、
善
悪
は
陰
陽
二
気
の
和
変
に
よ
る
と
し
て
、
そ
れ

が
瑞
応
、
災
変
の
起
因
と
さ
れ
、
政
治
の
善
悪
と
は
関
係
な
い
と
説
か
れ
て
い
た

こ
と
を
思
い
起
す
。
そ
こ
で
は
瑞
応
を
言
い
な
が
ら

「
天
命
」

の
語
を
用
い
ず

「
天
地
」
を
言
う
。
つ
ま
り
、

「
天
」
は
既
に

「
命
」
の
依
り
所
と
し
て
の
人
格

的
要
素
を
脱
脚
し
、
新
た
に
自
然
の

「
天
」
の
気
と
の
関
係
に
於
い
て
説
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に

「気
」
と
の
関
係
に
於
い
て

「
性
」
「命
」
「体
」

を
説
く
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
率

性
篇

で

は

「
人
之
性
定
有

善
有

悪
、
」

と
、

「
性
」
の
善
悪
は
定
め
あ
る
も
の
と
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
を

「
命
」
に
依
拠

す
る
が
為
と
せ
ず

「
…
…
稟
気
有
厚
薄
、
故
性
有
善
悪
也
、
…
…
人
之
善
悪
、
共

一
元
気
、
気
有
少
多
、
故
性
有
賢
愚
、
」
と
、

「
気
」
の
厚
薄
、
多
少
に
よ
る
と

し
て
い
る
。
幸
偶
篇
に
、

「
非
天
稟
施
有
左
右
也
、
人
物
受
性
有
厚
薄
也
、
」
と

あ

っ
た

「
厚
薄
」
も
、
こ
こ
で
言
う

「
気
」
の
状
態
を
意
味
し
、
そ
の

「気
」
が

「
天
」
か
ら
の

「
稟
施
」
と
し
て

「
性
」
と
関
係

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ

＞ｎノ
。ま

た
気
寿
篇
で
は

「
人
稟
命
有
二
品
、
」
と
言
い
、
「
命
」
を
「所
当
触
値
之
命
」
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と

「
強
弱
寿
夭
之
命
」
と
に
二
大
別
し
て
い
る
が
、
後
者
を
中
心
に
論
を
進
め
て

い
て
、

「
…
…
夫
稟
気
渥
則
其
体
強
、
体
強
則
其
命
長
、
気
薄
則
其
体
弱
、
体
弱

則
命
短
、
…
…
稟
寿
夭
之
命
、
以
気
多
少
為
主
性
也
、
」
と
あ
る
。

（
「主
性
」

は
こ
こ
で
は
所
謂
操
行
の
善
悪
や
賢
愚
を
意
味
す
る

「
性
」
で
は
な
く
、

「
体
」

の
性
質
の
意
で
あ
り
、

「
強
弱
」
を
考
え
て
い
る
。
）

「気
」
の
渥
薄

・
多
少
が

「
体
」
の
質
を
決
定
す
る
要
素
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

「
体
」
の
質
が

「
命
」
の

在
り
方
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
用
語
の
上
で
は

「
骨
法
」
を

「
天
命
」
の
表
候
と
見
る
考
え
方
に

一
応
は
通
ず
る
。
し
か
し
こ
こ

で
の

「
命
」
は
寿
命
を
意
味
し
、
所
謂

「
天
命
」

の

「命
」

と
内
容
を
異
に
す

る
。

「
…
…
王
者

一
受
命
、
内
以
為
性
、
外
以
為
体
、
」
と
説
い
た
初
稟
篇
の
例

で
は
、

「命
」
に
つ
い
て
特
に

「
王
者
」
を
言
う
の
で

「
天
命
」
の
意
で
も
あ
ろ

う
が
、
同
じ
篇
に

「
人
生
性
命
当
富
貴
者
、
初
稟
自
然
之
気
、
養
育
長
大
、
富
貴

之
命
効
実
、
」
と
あ
る
よ
う
に

「自
然
之
気
」
を
稟
施
す
る

「
天
」
が
考
え
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
と

「
天
命
」
の

「
天
」
と
が
混
然
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
骨
相
篇
で
も

「
稟
気
於
天
」
と
い
う
語
句
が
見
え
る
の
で
、
自
然
と
し

て
の

「
天
」
が
、
や
は
り
背
後
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
人
稟
元
気
於
天
、
各
受
寿
夭
之
命
、
以
立
長
短
之
形
、
…
…

人
体

己
定

、

不
可
減
増
、
用
気
為
性
、
性
成
命
定
、
体
気
典
形
骸
相
抱
、
…
…
夫

形
不
可

変

更
、
年
不
可
減
増
、
何
則
形
気
性
天
也
、
」

（無
形
篇
）
に
言
う

「
性
」
は
具
体

的
に
は

「
長
短
之
形
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
人
体
の
形
状
を
意
味
内
容
と
し
て
い

て
、
操
行
の
善
悪
と
は
異
る
し
、

「
命
」
も
こ
こ
で
は
寿
命
の
意
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に

「気
」
に
よ
る
人
の
説
明
は
、
人
の
存
在
の
由
来
を
理
屈
で
考
え
る
際
に

と
ら
れ
て
い
る
論
法
で
あ
る
。

「気
」
の
質
の
相
違
が
身
体
の
堅
強
と
軟
弱
と
を

決
定
し
、
そ
の
体
質
と
寿
夭
が
因
果
関
係
を
有
す
る
と
見
る
説
は
命
義
篇
や
命
藤

篇
に
も
あ
り
、
理
論
と
し
て
は
か
な
り
体
系
づ
け
ら
れ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

必
ず
し
も
現
実
生
活
に
見
ら
れ
る
事
実
と
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
（
「性
命
」

と
い
う
熟
語
も
こ
の
論
法
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
）
と
こ
ろ
が
、
ひ
と
た

び

「
体
」
と

「
命
」
と

「
性
」
と
が
互
に
必
然
的
関
係
に
於
い
て
説
か
れ
る
と
、

用
語
法
が

「
天
命
」
に
よ
る

「
骨
法
」
の
説
明
と
近
似
し
て
い
る
点
で
、
両
者
が

連
想
さ
れ
、
結
び
つ
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
連
想
に
は
多
義
を
有
す
る
用
語
の

性
質
が

一
役
買

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
命
義
篇
に

「
操
行
善
悪
者
、
性
也
、
禍
福

吉
凶
者
、
命
也
ご
と
言
い
な
が
ら
↓
…
…
稟
得
堅
強
之
性
、
則
気
渥
而
体
堅
強
、

堅
強
則
寿
命
長
…
…
、
稟
性
軟
弱
者
、
気
少
泊
…
…
命
則
性
也
、
」
と
説
か
れ
て

い
る

「
性
」
と

「
命
」
と
の
使
い
方
に
も
、
こ
の
間
の
い
き
さ
つ
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
よ
り
論
理
的
印
象
を
与

え
得
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

「
骨
法
」
が
聖
王
の
み
な
ら
ず

一
般
の
人
々
に
も
普
遍
的
に
成
り
立
つ
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、
こ
の
天
地
自
然

の

「
天
」
の

「気
」
に
よ
る
説
き
方
が
、
都
合
良
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

と
こ
ろ
が

「
命
則
性
也
、
」
と
説
く
命
義
篇
に

「
夫
性
典
命
異
、
」
と
あ
り
、

用
語
法
と
し
て
は
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
前
の

「
性
」
は

「
体
」
の
堅

強
、
軟
弱
に
つ
い
て
の
言
で
あ
り
、
後
の
は
操
行
の
善
悪
に
つ
い
て
の
言
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
論
と
し
て
は
矛
盾
で
は
な
く
、
こ
れ
も

「
性
」
と
い
う
語
が
多
く
の

意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。

ま
た

「
…
…
且
命
在
初
生
、
骨
表
著
見
、
今
言
随
操
行
而
至
、
此
命
在
末
不
在

本
也
、
則
富
貴
貧
賤
、
皆
在
初
稟
之
時
、
不
在
長
大
之
後
、
随
操
行
而
至
也
、」
（命

義
篇
）
に
、「命
」
は
初
生
時
に
先
天
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て

「骨
法
」
が

考
え
ら
れ
、
操
行
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
散
さ
れ
て
富
貴
貧
賤
の
要
因
か

ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
操
行
の
善
悪

・
賢
愚
は
後
天
的
で
あ
る
と
い
う
理
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由
で
貧
富
貴
賤

。
吉
凶
禍
福
の

「
命
」
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
無

い
と

す
る
論

は
、
命
義
篇

・
異
虚
篇

・
命
縁
篇
等
々
の
諸
篇
に
屋
々
説
か
れ
て
い
る
。

「骨
法
」
を
是
認
す
る
か
ら
に
は
、
具
体
例
と
し

て
骨
相
篇
に
説

か
れ

て
い

る
様
に
、
性
質
や
性
向
を
も
知
り
得
る
と
し
な
け
れ
ば
意
味
が
無
く
な
る
。
体
つ

き
の
堅
強
軟
弱
を
知
る
に
は
、
大
仰
に

「骨
法
」
に
頼
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

操
行
や
才
能
が
全
面
的
に
後
天
的
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「凡
人
稟
性
也
、
清
濁
貪
廉
、
各
有
操
行
、
猶
草
木
異
質
、
不
可
変
易
也
、」
（非

韓
篇
）
、

「
…
…
人
之
善
悪
、
共

一
元
気
、
気
有
少
多
、
故
性
有
賢
愚
、
」

（率

性
篇
）
の
如
く
、
操
行
も
定
め
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

「気
」
に

依
り
人
の
在
り
方
が
決
定
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
受

「気
」
が
初
生
の
時
に
行
わ
れ

る
と
説
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
何
故

こ
の
様
に
二
通
り
の
説
が
出
て
来
た
の
か
と
い
う
に
、

「
論
人
之
性
、
定
有
善
有

悪
、
其
善
者
固
自
善
夫
、
其
悪
者
故
可
教
告
率
勉
、
使
之
為
善
、」
（率
性
篇
）
と

説
く
如
く
、
後
天
的
に
教
化
し
得
る
と
い
う

一
面
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
も
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
現
実
社
会
の
実
例

と
し
て
、
性
格
操
行

の
変
化

等
、

「
性
」
の
変
化
を
思
わ
せ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
関
係
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
無
形
篇
に

「
遭
時
変
化
、
非
天
之
正
気
、
人
所
受
之
真
性

也
、
」
と
あ
る

「
性
」
は
操
行
の
意
で
は
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
可
変
と
不
変

と
の
二
つ
が
背
後
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
敢
え
て

「真
性
」
が

強
調
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
屋
々
見
ら
れ
る

「
天
性
」

「常
性
」
の
語
句
が
使
用

さ
れ
る
に
至
る
過
程
も
同
様
に
、
他
方
に
可
変
の

「性
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、

「
性
」
の
と
ら
え
方
と
そ
の
説
明
に
用
い

た
論
法
と
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
人
の
在
り
方
は
、
生
理
的
、
心
理
的
、

道
徳
的
等
、
そ
の
立
脚
す
る
諸
観
点
の
相
違
に
よ
り
、
と
ら
え
方
が
異
る
の
に
、

す
べ
て
同
じ

「
性
」
と
い
う
語
句
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
既
に
矛
盾
の
蒻
芽
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

「
天
命
」
に
よ
る
説
明
は
道
徳
的
或
は
政
治
的
関
心
を
根

拠
と
す
る
論
法
で
あ
り
、
他
方
天
地
自
然
の

「気
」
に
よ
る
説
明
は
字
宙
生
成
論

的
立
場
か
ら
人
を
観
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
生
理
的
考
察
が
中
心
と
な
る

論
法
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が

「骨
法
」
の
説
明
の
具
と
し
て
同
じ
様
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
矛
盾
で
も
あ
る
。

「性
」
が
変
化
し
得
る
と
み
る
説
は
、

伝
統
的
儒
家
の
教
化
説
に
そ
の
典
型
が
見
え
る
よ
う
に
、
政
治
的
道
徳
的
方
面
か

ら
は
出
て
き
て
も
。
「気
」
が

「
体
」
や

「性
」
の
要
因
と
考
え
ら
れ
、
「性
」
が

生
理
的
な
意
味
に
し
ろ
操
行
上
の
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
に
し
ろ
、
そ
の
も
と
に
な
る

受

「気
」
が
初
生
時
に
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
後
者
に
於
い
て
考
え
る
こ
と
は
不

自
然
で
あ
る
。
だ
が
、
自
然
の

「
天
」
か
ら
与
え
ら
れ
る

「
性
」
も
そ
れ
が
人
に
　
一

・

与
え
ら
れ
、
人
に
具
備
す
る

「
在
り
方
」
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
為
の
関

　

一

与
を
許
さ
ぬ

「
天
」
と
隔
絶
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
由
来
と
、
そ
の
在
り
方
と
い

う
、
異
る
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た

「性
」
と
い
う
語
が
、
既
に
こ
の
理
論
体
系

の
内
部
に
於
い
て
矛
盾
す
る
要
素
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
当
時
の

人
々
が

「骨
法
」
に
求
め
た
も
の
は
出
世
や
安
楽
な
生
活
を
意
味
す
る
富
貴
、
及

び
事
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
吉
福
等
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
予
見
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
さ
す
れ
ば
操
行
の
善
悪
や
才
の
賢
愚
な
ど
を
知
ろ
う

と
す
る
気
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
が
、
操
行

。
賢
愚
を

「骨
法
」
に
於
け

る

「
性
」
か
ら
切
り
離
し
て
ゆ
く
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
も
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
論
衡
の

「骨
法
」
に
関
す
る
論
に
二
通
り
の
扱
い

方
が
考
え
ら
れ
、
両
者
が
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
混
然
と
し
た
姿
で
展
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
個
々
の
結
論
を
比
較
対
照
し
た
場
合
、
ど
こ
に
主
眼
点
が
あ
る
の



か
定
か
に
し
難
い
。
論
の
使
い
分
け
が
特
に
留
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

個
々
の
説
明
に
便
な
る
方
を
、
都
合
良
き
様
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
論
難
の
仕
方
に
於
い
て
、
批
判
す
る
相
手
の
提
唱
し
た
命
題
を
用
い
て
論
を
展

開
し
、
そ
こ
に
出
て
く
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
論
と
し
て
出
さ

れ
て
い
る
相
手
の
論
が
非
合
理
的
で
あ
る
、
と
す
る
方
法
を
採

っ
て
い
る
場
合
が

多
い
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
た
相
手
の
命
題
が
是
認
さ
れ
た
り
、

或
は
是
認
さ
れ
て
い
る
様
な
誤
解
を
招
い
た
り
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と

も
言
え
る
。
更
に
、
そ
の
批
判
さ
れ
る
論
は
か
な
り
世
間
に
流
布
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
為
に
、
そ
れ
が
直
接
論
難
の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
無
意

識
の
中
に
著
者
の
思
考
に
影
響
し
混
入
し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
が
結
果
的
に
矛
盾
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
連
な
り
、
多
く
の
諸
問
題
を

新
た
に
提
起
す
る
原
因
に
も
な

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、

「骨
法
」
そ
の
も
の

の
内
に
も
、
既
に
幾
多
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。
例
え
ば

一
人
の
身

の
上
に
も
、
生
涯
を
通
し
て
眺
め
た
場
合
、
吉
福
も
あ
り
凶
禍
も
あ
り
、
幾
度
と

な
く
浮
沈
を
経
験
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
一
々
を
、
先
天
的
に
定
ま

っ
て
い
て
不
変
で
あ
る
と
さ
れ
る
人
相
か
ら
予
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ

ろ
う
。
ま
た
人
相
上
の
同

一
の
要
素
が
同

一
の
性
格
や
貧
富
の
程
度
を
示
す
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。

「重
腫
」
が
舜
に
も
項
羽
に
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
両
者
が

同

一
の
生
涯
を
送

っ
た
と
は
言
え
ま
い
。

と
も
か
く

「骨
法
」
肯
定
論
は
聖
人
君
子
の
瑞
相
の
説
明
に
始
ま
る
も
の
の
様

で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば

「
天
命
」
に
よ
る
説
明
で
事
足
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「骨
法
」
は
内
体
の
様
相
と
そ
の
肉
体
を
有
す
る
人
の
在
り
方
と
の
相
関
関
係
を

意
味
し
、
よ
り

一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宇

宙
生
成
論
と
の
関
係
に
於
け
る

「
人
」
と

「気
」
と
の
関
わ
り
を
説
く
論
法
が
取

り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
自
然
の

「
気
」
と

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
実
際
に
は

「骨
法
」
の
判
定
に
必
然
的
説
明

を
付
し
難
い
と
い
う
こ
と
と
が
相
倹

っ
て
、
結
局

「稟
富
貴
之
命
、
生
而
有
表
見

於
面
、
…
…
聖
人
動
作
天
命
之
意
也
、
典
天
合
同
、
若
天
使
之
夫
、
…
…
可
謂
合

於
自
然
也
、
」

（初
稟
篇
）
の
如
く
、
思
想
的
に
種
々
の
背
景
を
有
す
る
複
雑
な

内
容
を
持
つ
表
現
法
が
取
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

「偶
適
自
然
、
」
「相
逢

遇
也
、
」
「偶
然
、」
「遭
遇
適
然
、
命
時
当
也
、
」
の
よ
う
な
結
論
に
も

っ
て
ゆ
か

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
背
景
に
は

「吉
人
挙
事
、
無
不
利
者
、
人
徒
不
召
而

至
、
瑞
物
不
招
而
来
、
譜
然
諸
合
、
若
使
之
、
」

（初
稟
篇
）
の
よ
う
に
、
漠
然

と
で
は
あ
る
が
、
当
然
合
致
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
る
楽
観
的
態
度
が
あ
る
。

（
「
命
」
と

「時
」
と
の
関
係
も
、
思
想
史
上
重
要
な
意
味
を
有
す
る
が
、
こ
こ

で
は
触
れ
ず
に
お
く
。
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ち
な
み
に
、
先
秦
時
代
の
典
籍
で

「骨
法
」
を
肯
定
し
て
取
り
上
げ
た
例
は
見
　

一２

え
ず
、

「
荀
子
」
の
非
相
篇
で
は
む
し
ろ
否
定
し
て
い
る
。
骨
相
が
関
心
の
対
象

に
な
る
の
は
、
天
人
感
応
思
想
や
識
緯
説
が
流
行
す
る
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

注
①
　
テ
キ
ス
ト
は
、
黄
障

「
論
衡
校
澤
」

（商
務
印
書
館
）
を
使
用
し
、
校
訂

も
同
書
に
従

っ
た
。

議
②
　
詳
瑞

・
災
変
を

「
気
」
の

「和

。
変
」
で
説
明
す
る
論
が

一
方
に
あ
り
、

他
方
、
天
象
の
異
変
が
起
る
の
は
政
治
の
善
悪

に
よ
る
も
の
で
は
な

い
と
し

て
、
国
政

へ
の
干
渉
や
批
判
の
防
止
を
意
図
す
る
考
が
あ
る
。
両
者
が
混
然
と

同
時
に
考
え
ら
れ
、
こ
の
文
が
後
者
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た

矛
盾
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

議
③
　

「
性
命
」
と
い
う
熟
語
は
生
命
の
意
に
於
い
て
、
先
秦
時
代
か
ら
使
用
さ



れ
て
い
て
、
論
衡
の
他
の
箇
所
に
も
そ
の
用
例
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

前
後
の
内
容
か
ら
見
て
、
そ
れ
と
は
直
接
の
結
び
つ
き
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

議
④
　
命
義
篇
で
は
、

「
人
命
有
長
短
、
時
有
盛
衰
、
」

「寿
命
勝
隷
命
、」
「
命

当
夭
折
…
…
藤
当
貧
賤
、
」
の
よ
う
に
、
所
謂

「
天
命
」
と
し
て
の

「
命
」
に

寿
夭
の

「
人
命
」
と
貧
富
貴
賤
の

「隷
命
」
と
二
種
あ
る
と
敢
え
て
分
類
し
た

の
で
あ
り
、

「
命
」
が
人
の
寿
命
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
為
に
、
貴
賤
貧
富

の
側
に

「隷
」
と
い
う
用
語
を
さ
が
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
用
語
法
に
見
え
る

態
度
は
、
よ
り
実
践
的
、
現
実
的
傾
向
を
帯
び
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
貧
富
貴
賤
は
盛
豪
を
意
味
し
、
人
為
の
及
ば
ぬ

「
天
命
」
に
よ
る
も
の
と

し
て

「寿
命
」
よ
り
も
よ
り
人
か
ら
離
れ
た
響
き
を
有
す
る
が
為
に
、

「時
」

と
い
う
概
念
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
命
隷
篇
に
は

「貴
賤
在
命
、
‥
…
貧

富
在
藤
、
」
と
い
い
、

「仕
宦
貴
賤
、
治
産
貧
富
、
命
興
時
也
、
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
以
上
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。
更
に

「
命
線
」

「藤
命
」
と
い
う
熟

語
が
問
孔
篇
や
答
侵
篇
で
は

「
天
命
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
み
る

と
、

「
命
」
も

「
藤
」
も
同
義
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、

「
性
」
と

「
命
」
と
の
関
係
も

「
命
」
と

「隷
」
と
の
関
係
と

似
た
経
過
を
た
ど
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
同
義
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

そ
こ
で
の

「
命
」
は
、
概
し
て
寿
命
の
意
が
強
い
。
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自
明
の
如
く
、

（そ
し
て
こ
れ
が
こ
と
学
問
の
世
界
、
思
想
史
の
世
界
に
な
る

と
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
く
な
る
の
だ
が
…
…
）
人
間
は
自
然
と
の
か
か
わ

り
あ
い
の
な
か
で
、
生
活
を
営
み
、
発
展
さ
せ
、
文
化
を
形
成
し
、
発
展
さ
せ
、

思
想
を
か
た
ち
づ
く
り
、
発
展
さ
せ
て
き
た
。

自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
あ
い
は
、
人
間
の
自
然

へ
の
働
き
か
け
＝
労
働
の
量

的
、
質
的
な
集
積
と
転
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
弁
証
法
的
展
開
を
も
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
決
定
的
な
転
換
点
を
与
え
た
産

業
革
命
以
前

に
お
い
て

は
、
自
然
は
圧
倒
的
優
位
を
保
ち
、
人
間
は
い
わ
ば
、
そ
の
前
に
ひ
れ
ふ
し
て
い

た
と
言
え
る
。
こ
の
関
係
が
、
人
類
の
初
源
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
る
程

強
く
み
ら
れ
る
の
は
、
亘
視
的
に
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

人
類
史
の
初
源
に
近
い
頃
に
は
、
自
然
を
法
則
的
に
、
運
動
の
全
相
に
お
い
て

み
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
全
く
無
縁
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然

を
分
析
の
対
象
に
し
、
そ
の
運
動
法
則
を
導
き
出
す
な
ど
と
言
う
こ
と
も
、
夢
想

だ
に
し
え
な
い
こ
と
で
あ

つ
た
。
自
然
は
人
類
の
富
の
宝
庫
な
ど
で
は
な
く
、
恐

怖
の
根
源
、
長
敬
の
対
象
で
あ
り
、
超
越
的
な

″
カ
ミ
″
の
胎
内
に
あ

っ
た
。
科

学
性
な
ど
微
塵
も
な
く
、
呪
術
に
お
お
い
つ
く
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
見
右
の
よ
う
に
み
え
る
な
か
に
も
、
労
働
の
量
的
、
質
的

蓄
積
は
進
行
し
、
科
学
は
、
そ
れ
な
り
に
着
実
に
生
き
、
呪
術
を
変
化
、
変
質
さ

せ
る
に
到
る
。
特
定
の
段
階
で
の

″
呪
術
″
は
、
ま
さ
に
呪
術
で
あ
る
面
と
、
そ

れ
な
り
の
科
学
の
面
を
、
わ
か
ち
が
た
く
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
な
る
が
故
に
機

能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
労
働
の
、
生
産
の
、
技
術
の
発
展
は

″
呪
術
″
の
変

質
を
も
た
ら
し
、
高
度
の
技
術
、
生
産
様
式
の
波
及
は
、　
″
呪
術
″
の
変
質
を
導

き
出
す
。

古
代
に
お
け
る
、
支
配
者
に
よ
る
呪
術
の
独
占
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、　
一
面
で

は
、
技
術
の
、
科
学
の
独
占
で
あ
る
と
言
え
る
。
古
代
に
お
い
て
は

″
呪
術
″
の

独
占
を
は
な
れ
て
支
配
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
視
点
よ
り
、
日
本
古
代
の
″
呪
術
″
の
特
徴
と
変
化
を
、
日
本

史
教
育
の
一
つ
の
材
料
を
提
供
す
る
と
云
う
面
を
も
含
め
て
簡
単
な
素
描
を
し
て

み
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
小
稿
の
主
題
で
あ
る
。

『常
陸
風
上
記
』
の
な
か
に
、
日
本
古
代
の
″
呪
術
″
の
特
徴
を
理
解
す
る
Ｌ

で
典
型
的
な
話
が
載

っ
て
い
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
石
村
の
玉
穂
の
宮
に
八
洲
鳳
じ
め
し
し
天
皇
の
み
世
、

人
あ
り
。
箭
括
の
氏
の
麻
多
智
、
郡
よ
り
西
の
谷
の
葦
原
を
裁
ひ
、
墾
闘
き

て
新
に
田
に
治
り
き
。
此
の
時
、
夜
刀
の
神
、相
群
れ
引
率
て
、悉
尽
に
到
来

た
り
、
左
右
に
防
障
へ
て
、
耕
佃
ら
し
む
る
こ
と
な
し
。（割
注
略
）
是
に
、

麻
多
智
、
大
き
に
怒
の
情
を
起
こ
し
、
甲
鎧
を
着
被
け
て
、
自
身

使

を
執

り
、
打
殺
し
駈
逐
ら
ひ
き
。
乃
ち
、
山
口
に
至
り
、
標
の
規
を
堺
の
堀
に
置

て
　
・
、
夜
刀
の
神
に
告
げ
て
い
ひ
し
く
、「此
よ
り
上
は
神
の
地
と
為
す
こ
と
を

聴
さ
む
。
此
よ
り
下
は
、
人
の
田
と
作
す
べ
し
．
今
よ
り
後
、
吾
、
神
の
視

と
為
り
て
、
永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
。
真
は
く
は
、
な
祟
り
そ
、
な
恨
み
そ
」

日
本
の
古
代
的

″呪
術
″
小
論

は

じ

め

に 川
　
　
合
　
　
光
　
　
也

-27-



と
い
ひ
て
、
社
を
設
け
て
、
初
め
て
祭
り
き
、
と
い
へ
り
。
即
ち
、還
、耕
田

一
十
町
余
を
発
し
て
、麻
多
智
の
子
孫
、相
承
け
て
祭
を
致
し
、
今
に
至
る
ま

で
絶
え
ず
。
其
の
後
、
難
波
の
長
柄
の
豊
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇

の
み
世
に
至
り
、
壬
生
連
麿
、初
め
て
其
の
谷
を
占
め
て
、
池
の
堤
を
築
か
し

め
き
。
時
に
、
夜
刀
の
神
、
池
の
辺
の
椎
株
に
昇
り
集
ま
り
、
時
を
経
れ
ど

も
去
ら
ず
。
是
に
、
麿
、
声
を
挙
げ
て
大
言
び
け
ら
く
、

「
此
の
池
を
修
め

し
む
る
は
、
要
は
民
を
活
か
す
に
あ
り
。
何
の
神
、
誰
の
祗
ぞ
、
風
化
に
従

は
ざ
る
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
、
役
の
民
に
令
せ
て
い
ひ
け
ら
く
、
「目
に
見
る

雑
の
物
、
魚
虫
の
類
は
、
憚
り
燿
る
る
と
こ
ろ
な
く
、
随
尽
に
打
殺
せ
」
と

言
ひ
了
は
る
応
時
、
神
し
き
蛇
避
け
隠
り
き
。
謂
は
ゆ
る
其
の
池
は
、
今
、

椎
井
の
池
と
号
く
、
池
の
回
に
椎
株
あ
り
。
清
泉
出
づ
れ
ば
、
井
を
取
り
て

池
に
名
づ
く
。
即
ち
、
香
島
に
向
ふ
陸
の
駅
道
な
に「
ぃ

こ
の
中
に
出
て
く
る
夜
刀
神
は
、
省
略
し
た

「
割
注
」
に

「俗
い
は
く
、
蛇
を

謂
ひ
て
夜
刀
の
神
と
為
す
。
其
の
形
は
、
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
引
い

て
難
を
免
る
る
時
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
破
滅
し
、
子
孫
継
が
ず
、
凡
て
、

此
の
郡
の
側
の
郊
原
に
甚
多
に
住
め
り
」
と
あ
る
よ
う
に

「俗
」
＝
「く
に
ひ
と
」

に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
夜
刀
神
は

「
く
に
ひ
と
」
を
呪
縛
し
て
い
た
。
こ
れ
が
く

ず
れ
た
の
は
箭
括
の
麻
多
智
と
壬
生
の
連
麻
呂
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
導
者
と
す

る
開
墾
の
折
で
あ
る
。
箭
括
氏
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
か
明

確
で
な
い
が
、
壬
生
の
連
家
に
つ
い
て
は
同
じ

『常

陸

風

土
記
』
に

「癸
丑
の

年
、
茨
城
の
国
造
、
小
乙
下
壬
生
連
麿
、
那
珂
の
国
造
、
大
建
壬
生
直
夫
子
等
、

惣
領
高
向
の
大
夫
、中
臣
幡
識
田
の
大
夫
等
に
請
ひ
て
、茨
城
の
地
の
八
里
と
那
珂

の
地
の
七
里
と
を
合
せ
て
七
百
余
戸
を
割
き
て
、
別
き
て
郡
家
を
置
け
り
。
」
と

あ
り
、
中
央
政
界
と
の
関
係
も
明
確
で
あ
る
。
箭
括
氏
も
程
度
は
と
も
か
く
、
大

き
く
は
壬
生
氏
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
古
き
呪
術
が
打
破
さ
れ

″
新
し
い
呪
術
″
が
成
立
す
る
様
相
が
み
て
と
れ
る
と
思
う
。

箭
括
氏
、
壬
生
氏
の
背
後
に
は
、
直
接
、
間
接
は
と
も
か
く
、
古
代
天
皇
制
政

府
が
存
在
す
る
。
い
ま
古
代
の
生
産
力
の
特
徴
に
つ
い
て
の
石
母
田
正
氏
の
比
較

的
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
た
見
解
が
あ
る
の
で
提
示
し
、
論
を
す
す
め
た
い
。

石
母
田
氏
の
見
解
を
引
用
す
る
の
は
、
事
実
関
係
の
お
お
ま
か
な
認
識
を
得
る
の

に
便
利
で
あ
る
と
考
え
る
故
で
あ

っ
て
、
他
意
は
な
い
。

「
古
代
社
会
の
生
産
力
の
構
造
を
特
質
づ
け
る
第

一
の
点
は
、
奴
隷
所
有
者

階
級
に
お
け
る
生
産
手
段
の
２
大
な
集
積
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
階
級
の
側

に
お
け
る
極
度
に
低
劣
な
生
産
力
で
あ
る
。
律
令
体
制
に
お
い
て
国
家
自
体

が

一
個
の
生
産
組
織
で
あ

っ
て
、
た
と
え
ば
国
家
は
金
属
製
品
の
生
産
に
つ

い
て
は
、
主
と
し
て
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
諸
地
域
に
工
部
、
鍛
冶
戸
と

い
う
世
襲
的
に
手
工
業
生
産
に
従
事
す
る
非
自
由
民
を
木
工
寮
の
も
と
に
所

有
し
、
そ
の
労
働
力
を
使
役
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
具
そ
の
他
の
器
具
の
生

産
を
行

っ
た
の
で
あ
り
、

（中
略
）
こ
の
よ
う
に
国
家
の
手
に
集
積
さ
れ
た

２
大
な
生
産
手
段
は
、　
一
方
に
お
い
て
鍬
の
よ
う
に
隷
と
し
て
貴
族
の
間
に

分
配
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
自
体
の
経
営
す
る
官
田
そ
の
他
の
場
所
に
お

い
て
使
用
さ
れ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

（中
略
）
か
か
る
生
産
手
段
の
配

分
の
古
代
的
形
態
と
大
量
の
奴
隷
的
労
働
力
と
の
結
合
が
古
代
の
生
産
力
の

根
本
構
造
で
あ

っ
て
、
こ
こ
か
ら
第
二
の
特
質
、
す
な
わ
ち
古
代
の
生
産
力

の
発
展
の
集
中
性
と
規
模
の
壮
大
さ
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
時
代
の
も

っ
と
も

優
秀
な
生
産
手
段
を
集
中
的
に
独
占
し
、
お
び
た
だ
し
く
大
量
の
奴
隷
的
労

働
力
を

一
度
に
惜
み
な
く
そ
こ
に
集
中
し
、
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大

規

‐模
の
開
墾
や
農
業
の
進
歩
に
必
須
な
溜
池
、
堤
防
な
ど
の
治
水
灌
漑
工
事
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が
は
じ
め
て
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

（中
略
）
第
二
の
特
質
は
、
古
代

の
生
産
力
を
発
展
せ
し
め
る
場
合
の
奴
隷
所
有
者
階
級
の
計
画
性
で
あ

っ
て

（中

‐略
）
第
四
の
特
貿
は
奴
隷
所
有
者
階
級
の
経
営
に
お
け
る
技
術
の
卓
越

０

で
あ
る
。
」

こ
れ
が
、
古
代
天
皇
制
支
配
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
れ
な
る
が
故
に
、
多
大
の
犠

牲

（人
民
の
側
か
ら
も
支
配
者
の
側
か
ら
も
）
を
払

っ
て
朝
鮮
侵
略
を
継
続
し
た
。

箭
括
氏
や
壬
生
氏
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
古
代
天
皇
制
政
府
の
生
産
力
の
集
積

が
あ
り
、
中
国
、
朝
鮮
等
で
の
自
然
と
の
斗
い
の
そ
れ
な
り
に
２
大
な
集
積
が
あ

り
、
そ
の
中
で
つ
ち
か
わ
れ
た
自
然
観
の
発
展
の
歴
史
が
あ

っ
た
。
仏
教
等
の
、

そ
れ
な
り
に
広
い
、
よ
り
根
本
的
で
体
系
的
な
自
然
観
が
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
関

係
が

「
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
、
率
引
い
て
難
を
免
る
る
時
、
見
る
人
あ
ら

ば
、
家
門
を
破
滅
し
、
子
孫
継
が
ず
」
と
い
う
性
質
の
夜

，
神
の
呪
力
を
打
破
し

て
、
開
墾
を
可
能
に
し
、
耕
地
を
も
た
ら
し
、
箭
括
氏
や
壬
生
氏
の
支
配
を
可
能

に
し
、
こ
れ
と
結
合
し
た
新
た
な
る

″
呪
術
″
を
形
成
し
、　
″
風
化
″
を
可
能
に

し
た
。
古
き

″
呪
術
″
が
打
ち
破
ら
れ
、
新
し
き
呪
術

″
古
代
天
皇
制
的
呪
術
″

が
成
立
す
る
様
が
リ
ア
ル
に
見
て
と
れ
る
と
考

え
る
が
如
何

な
も
の
で
あ
ろ
う

力
？
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ご
く
大
き
な
日
で
、古
代

″
呪
術
″
の
特
徴
、古
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配

（全

体
の
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
）
の
特
質
を

一
応
以
上
の
よ

う
に
と
ら
え
て
、
こ
れ
が
、
ど
の
よ
．う
に
変
化
し
ゆ
く
か
７
を
簡
単
に
整
理
し
て

み
た
い
。
全
体
を
詳
し
く
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
八
世
紀
で
の

「行
基
」

と
の
関
係
で
の
一
つ
の
相
、
九
世
紀
の
『文
徳
実
録
』
に
み
え
る

「美
濃
介
藤

原
高
房
」
と
の
関
係
で
の

一
つ
の
相
、
を
素
描
す
る
こ
と
で
、
と
り
あ
え
ず
、
な

し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、　
″
呪
術
″
の
変
化
、
変
質
は
複
雑
な
諸
要
因
の
か

ら
み
あ
い
の
う
ち
に
進
む
。
と
り
あ
え
ず
断
片
的
に
は
な
る
が
、
比
較
的
単
純
な

″
相
″
に
お
い
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

わ
И
〕

行
基
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
は
あ
る
し
、
比
較
的
手
軽
に
読
め
る

４

井
上
薫
氏
の

『行
基
』
な
ど
、
多
数
の
本
も
あ
る
し
、
伝
記
研
究
な
ど
が
目
的
で

も
な
い
の
で
、

『
続
紀
』
の
死
去
時
の
記
事
を
中
心
に
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

二
月
丁
酉
、
大
僧
正
行
基
和
尚
遷
化
す
。
和
尚
は
薬
師
寺

の
僧
な
り
。
俗
姓

は
高
志
氏
、
和
泉
国
の
人
也
。
和
尚
真
粋
天
挺
、
徳
範
夙
に
彰
れ
ぬ
。
初
め

出
家
せ
し
時
、
喩
伽
唯
識
論
を
読
み
て
、
即
ち
其
意
を
了
し
ぬ
。
既
に
し
て

都
部
に
周
遊
し
て
、衆
生
を
教
化
す
。
道
俗
化
を
慕
ひ
て
追
従
す
る
者
、動
も
　
一

す
れ
ば
千
を
以
て
政
ふ
。
行
く
所
之
処
、
和
尚
の
来
る
事
を
聞
け
ば
、
巻
に
　

一２

居
人
元
く
、
争
ひ
来
て
礼
拝
す
。
器
に
随
て
誘
導
し
、
咸
く

善
に
趣

か
し

む
。又
親
か
ら
弟
子
等
を
率
て
、諸
の
要
害
の
処
に
於
て
、
橋
を
造
り
、
陵
を

築
く
、
聞
見
の
及
ふ
所
咸
く
来
て
功
を
加
ふ
、
日
な
ら
ず
し
て
成
る
。
百
姓

今
に
至
る
ま
で
其
の
利
を
蒙
れ
り
。
豊
桜
彦
の
天
皇

（聖
武
天
皇
）
甚
た
敬

重
し
た
ま
ふ
。
詔
し
て
、
大
僧
正
之
位
を
授
け
、
井
に
四
百
人
の
出
家
を
施

す
、
和
尚
霊
異
神
験
類
に
触
れ
て
多
し
。
時
の
人
、
号
し
て
行
基
菩
薩
と
日

ふ
、
留
止
す
る
処
に
皆
道

場
を

建
つ
。
其
畿

内
に
は
、
凡
そ
＝
九
処
、
諸

道
に
も
、
亦
往
々
に
し
て
在
めヽ
、
弟
子
相
継
で
皆
遺
法
を
守
て
、
今
に
至
る

６

ま
で
住
持
す
。
売
す
る
時
八
十
。

少
し
で
も
行
基
の
伝
記
を
知
る
人
に
は

「
和
尚
真
粋
天
挺
、
徳

範

夙

に
彰
れ

ぬ
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
笑
止
千
万
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
記
事
が
死



去
し
た
時
の
も
の
で
、
し
か
も
出
典
は
天
皇
制
支
配
の

″
事
蹟
″
を
顕
彰
し
て
後

世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

『
続
紀
』
で
あ
る
故
、
当
然
で
あ
る
。
今
は
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、　
一
切
省
略
し
て
、
先
に
進
み
た
い
。

「
和
尚
の
来
る
事
を
聞
け
ば
、
巻
に
居
人

元
く
、
争
ひ
来
て
礼

拝

す
」
る
の

は
、
「初
め
出
家
せ
し
時
、
喩
伽
唯
識
論
を
読
み
て
、
即
ち
其
意
を
了
し
ぬ
」
な
ど

と
い
う

″
名
僧
″
ぶ
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「弟
子
等
を
率
て
、
諸
の
要
害
の

処
に
於
て
、
橋
を
造
り
、
岐
を
築
く
、
聞
見
の
及
ふ
所
咸
く
来
て
功
を
加
ふ
、
日

な
ら
ず
し
て
成
る
。
百
姓
今
に
至
る
ま
で
其
の
利
を
蒙
れ
り
」
と
い
う
事
の
意
味

す
る
処
の
方
が
大
き
か
っ
た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
少
く
と
も
、
こ
れ
ら
が
無
関

係
で
あ

っ
た
と
す
る
解
釈
は
成
立
し
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

も

そ
も

「
動
も
す
れ
ば
千
を
以
て
数
ふ
」
大
人
数
を
引
い
て
、
単
な
る

″
托
鉢
″
だ
け
で

生
活
し
て
い
た
と
考
え
る
人
は
な
か
ろ
う
。

行
基
の
師
道
昭
も

「
天
下
に
周
遊
し
て
、
路
傍
に
丼
を
穿
ち
、
諸
の
津
済
の
処

に
船
を
儲
け
、
橋
を
造
る
、
乃
ち
山
背
国
宇
治
の
橋
は
和
尚
の
創
造
す
る
所
の
者

也
、
和
尚
周
遊
す
あ
こ
と
、
凡
そ
十
有
余
載
、
勅
請
有
り
て
、
還
り
て
、
禅
院
に

Ｇ

止
住
す
」
と

『
続
紀
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
港
を
造
り
、
橋
を
か
け
る
如
き
行
為

と
布
教
活
動
は
全
く
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
高
校
の
教

科
書
等
の
記
述
で
も
知
ら
れ
る
程
あ
き
ら
か
な
逃
亡
、
浮

浪
の
著
し

い
増

加
、

「
畿
内
及
び
近
江
国
の
百
姓
、
法
律
を
長
れ
ず
、浮
浪
及
び
逃
亡
の
仕
丁
等
を
容
隠

し
、
私
に
以
て
駈
使
す
」
と
い
う
状
況
が

一
般
化
し
て
い
る
中
で
、　
つ
ま
り
は
、

律
令
制
的
中
央
政
府
支
配
の
全
く
の
動
揺
の
中
で
、
進
行
し
て
い
た
。

道
昭
、
行
基
、
共
に
河
内
国
の
帰
化
人
系
の
地
方
豪
族
出
身
で
あ
る
が
、
中
央

政
府
と
、
中
央
の
高
級
貴
族
に
独
占
さ
れ
て
い
た
鉄
製
農
具
等

一
連
の
道
具
と
高

度
の
一
連
の
技
術
は
、
順
次

（全
く
長
い
年
月
が
っ
ぃ
ゃ
さ
れ

て
い
る
も
の
だ

が
）
普
及
し
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
に
は
、
河
内
等
の
豪
族
に
も
及
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

天
平
十
七
年
以
前
の
行
基
の
動
き

（そ
し
て
、
彼
の
師
道
昭
の
例
に
み
ら
れ
る

如
く
、
彼
だ
け
の
動
き
で
は
な
く
、
い
わ
ば
私
度
僧

一
般
に
み
ら
れ

る
広
汎

な

も

の
だ

が
）

は
、
律
令
政
府
か
ら
離
れ
た
処
で
の
動
き
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も

（
一
）
で
み
た
状
況
と
大
き
く
異
な

っ
て
き
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
そ
れ
故
に
行

基
に
対
す
る
弾
圧
も
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
等
の
行
為
ρ
中
に
、
た
と
え
「妄
り
に
罪
福
を
説
く
、
朋
党
を
合
せ
構
へ
、

指
臀
を
焚
き
剣
讀
」
と
い
う
如
き
行
為
や
「村
邑
の
中
に
寄
落
し
、
衆
宿
常
と

為
し
、
妖
訛
群
を
成
デ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
律
令
政

府
の
手
を
離
れ
た
処
で
、
知
識
の
普
及
が
な
さ
れ
、
橋
が
か
け
ら
れ
、
成
が
築
か

れ
、
港
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
、
こ
う
し
た
な
か
で
、
自
然
観
の
進
化
が
な
さ
れ
、　
　
一

呪
術
の
変
質
が
す
す
み
、
律
令
政
治
の

一
元
性
は
順
次
崩
壊
し
、
そ
の
胎
内
に
、　

　
一３

新
た
な
る
関
係
が
め
ば
え
る
。
ま
さ
に
、
律
令
制
政
治
の
危
機
の
表

わ
れ

で
あ

り
、
弾
圧
に
値
す
る
事
で
あ
り
、
律
令
制
政
治

へ
の

″
新
た
な
る
く
み
こ
み
″
を

要
す
る
事
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
有
名
な
聖
武
政
治
の
本
質
の
一
端
は
こ
こ
に
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

０

つ
ぎ
に
、
九
世
紀
の

「
藤
原
高
房
」
の
例
で
考
え
て
み
た
い
。

『
文
徳
実
録
』

に
彼
の
事
蹟
が
載

っ
て
い
る
。

越
前
守
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
高
房
牢
す
。高
房
は
、参
議
従
四
位
上
藤
嗣
第
二

子
也
。
身
長
六
尺
。
督
力
人
に
過
ぐ
、
甚
だ
意
気
有
り
、
細
忌
に
拘
ら
ず
。

弘
仁
十
二
年
右
京
少
進
と
為
り
、
累
遷
し
て
、
天
長

三
年
式

部
大
丞
と
為

る
。
四
年
春
従
五
位
下
を
授
く
、
美
濃
介
を
拝
す
。
威
恵
兼
ね
施
す
、
属
託



行
な
ら
ず
、
好
伏
発
摘
す
。
境
盗
賊
無
し
、
安
八
郡
陵
渠
有
り
、
院
防
決
壊

す
、
水
を
蓄
え
る
を
得
ず
。
高
房
堤
防
を
脩
せ
ん
と
欲
す
。
土
人
伝
え
て
日

く
、
岐
渠
神
有
り
、
水
を
過
む
こ
と
を
欲
せ
ず
。
之
に
逆
う
者
は
死
す
、
故

前
代
国
司
廃
し
て
脩
せ
ず
。
高
房
曰
く
、
も
し
か
り
そ
め
に
も
民
を
利
す
れ

ば
、
死
し
て
も
恨
ま
ず
。
遂
に
民
を
駈
し
て
、
肢
を
築
き
、
漑
灌
流
通
す
。

民
今
に
至
る
ま
で
之
を
称
す
。
亦
席
田
郡
妖
巫
有
り
、
其
霊
暗
を
転
行
し
て

心
を
敵
す
、　
一
種
滋
蔓
、
民
毒
害
を
被
る
。
古
来
長
吏
、
皆
恐
怖
を
懐
き
、

敢
え
て
其
部
に
入
ら
ず
。
高
房
単
騎
入
部
、
其
類
を
追
捕
す
。　
一
時
酷
罰
、

是
れ
に
由

っ
て
復
た
敗
心
之
毒
無
し
。
後
、
備
後
、
肥
後
、
越
前
等
の
守
を

ハ
‐ｉ‐ツ

歴
し
て
、
所
在
績
有
り
、
疸
を
背
に
発
し
て
キ
す
。
時
年
五
十
八
。

″
良
吏
″
の
代
表
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
藤
原
高
房
は
、
美
濃
介
在
任
時
、
土

地
の
人
々
が
、
陵
渠
の
神
を
恐
れ
、
陵
渠
の
神
の
呪
縛
を
破
れ
ず
、
提
防
の
修
築

が
出
来
な
か
っ
た
の
を

「
も
し
か
り
そ
め
に
も
民
を
利
す
れ
ば
、
死
し
て
も
恨
ま

ず
」
の
決
意
を
も

っ
て
「民
を
駈
し
て
提
を
築
」
き
、「漑
灌
流
通
」
さ
せ
沃
野
を
復

活
さ
せ
た
。
ま
た
俗
信
が

「
一
種
滋
蔓
、
民
毒
害
を
被
る
」
処
に
「単
騎
入
部
」
し

て
其
類
を
追
捕
し
、
「
是
れ
に
由

っ
て
復
た
敗
心
の
毒
無
し
」
と
い
う
状
態
を
つ
く

っ
た
。
い
ず
れ
も
、
さ

っ
そ
う
た
る

″
良
吏
″
ぶ
り
で
、
ま
さ
に

『文
徳
実
録
』

が
、
そ
の
事
蹟
を
載
せ
る
に
値
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
文
中
に
も
み
え
る
天
長

二
年

（西
歴
八
二
六
年
）
が

『
帝
王
編
年
紀
』
に
、
「仲
野
親
王

（桓
武
皇
子
）
、

始
め
て
上
総
大
守
と
為
す
。
賀
陽
親
王

（同
皇
子
）
常
陸
大
守

畦
為
す
。
葛
井
親

王

（同
皇
子
）上
野
大
守
と
為
す
、
親
王
の
任
国
此
れ
よ
り
始
る
。」
と
み
え
る
如

く
、
親
王
を
任
命
で
も
し
な
け
れ
ば
、
到
底
地
方
政
治
が
成
立
し
な
か
っ
た
当
時

の
一
般
的
状
況
を
考
え
れ
ば

″
尚
更
″
で
あ
ろ
う
。

で
は

″
良
吏
″
藤
原
高
房
を
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
さ

っ
そ
う
た
る
行
為
を
行

な
わ
し
め
た
の
は
、
何
で
あ

っ
た
の
か
？
・

彼
は
、
親
王
が
大
国
の
大
守
に
任
命

さ
れ
る
時
点
の
国
司
で
あ
り
、
「参
議
従
四
位
上
藤
嗣
第
二
子
」
で
、
い
わ
ば
中
央

の
貴
公
子
で
あ
る
。
当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
や
儒
教
が
、
自
然
や
社
会

（特
に
経
済
の
分
野
）
に
つ
い
て
全
面
的
に
分
析
し
た
り
す
る
学
問
的
武
器
を
ほ
と

ん
ど
全
く
持
ち
得
て
い
な
い
の
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と

て
も
人
間
の
自
然
と
の
斗
い
の
一
定
の
集
積
の
上
に
展
開
し
た
。
そ
の
限
り
で
、

一
定
の
科
学
性
を
内
包
し
た
宇
宙
観
、
自
然
観
、
そ
し
て

〃
神
′
観
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
を
持

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た

″
開
か
れ
た
″
宇
宙
観
、
自
然
観
が
、
彼

の
い
わ
ば
さ

っ
そ
う
た
る
行
為
と
も
言
え
る
行
為
の
背
景
に
あ
り
、
現
実
に

「
漑

灌
流
通
」
し
て
、
沃
野
を
復
活
し
、
ま
た
俗
信
を
打
破
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
上
に

″
良
吏
″
と
し
て
、
中
央
政
府
の
支
配
を
そ
れ
な
り
に
深
く
浸
透
さ
せ
、

律
令
制
政
治
を
再
建
さ
せ
た
．
こ
れ
が
、
在
世
中
に
は
栄
転
に
結
び
つ
き
、

『文

徳
実
録
』
に
事
蹟
を
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
所
以
で
あ
る
。

お
　

わ

に

全
く
素
描
的
に
、
日
本
の
古
代
の

″
呪
術
″
に
つ
い
て
み
て
来
た
が
、
本
質
的

な
変
化
＝
中
世
的
、
封
建
的
な
る
も
の
へ
の
変
化
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
な
か
っ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
中
世
思
想
の
中
で
の
領
上
の
物
神
性
の
問
題
、
浄
土
系
思
想

の
中
に
現
わ
れ
る
神
社
不
拝
等
も
、
以
上
の
視
点
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
？
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
述
べ
て
見
た
い
。

な
お
引
用
し
た
史
料
を
す
べ
て

「
訓
み
下
し
文
」
に
な
お
し
、
ま
た
ル
ビ
な
ど

を
省
略
し
た
の
は
、
読
み
や
す
さ
と
印
刷
の
便
を
考
え
て
の
こ
と
で
、
全
く
他
意

は
な
い
。
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〔
士
一〕

０
　
岩
波
版

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
２

「風
土
記
」
五
五
頁
。

②
　
同
五

一
頁

０
　
石
母
田
正
「
古
代
の
生
産
力
の
特
徴
」
（
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
所
収
）

④
　
吉
川
弘
文
館
版

「
人
物
叢
書
」

⑤
　
天
平
勝
宝
元
年
二
月
丁
西
条

０
　
文
武
天
皇
四
年
二
月
条

０
　
和
鋼
二
年
十
月
条

③
　
養
老
元
年
四
月
壬
辰
条

０
　
養
老
六
年
七
月
己
知
条

⑩
　
仁
寿
二
年
二
月
壬
戊
条

０
　
天
長
三
年
丙
午
九
月
条
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研

修

会

報

告

私

立

中

学

校

論

新

宮

譲

治

０
中
学
校
自
主
性
尊
重
論
の
台
頭
と
実
現

本
学
園
高
等
学
校
で
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
か
な
り
の
抜
本
的
姿
勢

と
内
容
で
改
訂
さ
れ
た
。
そ
の
基
本
的
特
徴
は
お
お
よ
そ
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

０
大
幅
選
択
制
の
採
用

０
グ
レ
ー
ド
別
時
間
帯
の
設
置

０
特
別
研
究
講
座
の
設
定

こ
の
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
は
、
∧
自
主
的

・
自
発
的
に
学
ぶ
喜
び
と
意
義
と
を
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
∨

ｏ
∧
資
質
に
応
じ
て
グ
レ
ー
ド
別
の
コ
ー
ス
に
編
成
、
授
業
の
効
果
を
よ

り
上
げ
る
べ
く
努
力
さ
せ
る
∨

ｏ
∧
教
科

・
教
科
書
に
と
ら
わ
れ
が
ち
の
高
校
教
育
か
ら
脱

皮
す
べ
く
、
教
員
の
専
門
的
知
識
や
個
性
を
充
分
に
発
揮
し
、
生
徒
と

一
体
と
な

っ
て
学
問

の
本
質
に
触
れ
る
∨
と
い
う
意
図
の
も
と
で
、
ほ
ぼ

一
年
間
の
討
議
を
重
ね
た
成
果
で
あ

っ

た
。カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
問
題
は
、
改
訂
前
四
十
四
年
の
は
ぼ

一
年
間
、
教
諭
会
議

・
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
委
員
会

・
教
職
員
組
合

（特
に
教
育
問
題
小
委
員
会
）
な
ど
学
内
あ
げ
て
精
力
的
に
論
議

さ
れ
た
が
、
そ
の
教
師
の
熱
意
を
支
え
た
も
の
は
お
お
よ
そ
次
の
三
点
に
整
理
さ
れ
よ
う
ｏ

一
つ
に
は
、
∧
科
学
技
術
の
進
歩
と
経
済
の
高
度
成
長
∨
の
も
と
に
提
起
さ
れ
た
中
央
教

育
審
議
会
答
申
、
い
わ
ゆ
る
中
教
審
路
線
と
い
わ
れ
る
上
か
ら
の
教
育
改
革
案
、
中
等
教
育

に
つ
い
て
い
え
ば
、
∧
幅
広
い
資
質
と
関

心
を
も

つ
生
徒
の
多

様
な
コ
ー
ス
別
、
能
力
別

（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

‐

の
教
育
∨
と
い
う
表
現
に
な

っ
て
四
十
六
年
に
発
表
さ
れ
た
構
想
の
審
議
、
一
方
で
は
Λ
身

銭
を
き

っ
て
、
子
ど
も
を
高
校

へ
、
大
学

へ
と
進
学
さ
せ
た
い
と
い
う
親
の
願
望
∨
∧
切
実

（
Ｃ

な
、
か
な
し
い
ま
で
の
は
げ
し
さ
∨
に
あ
ら
わ
れ
た
国
民
の
教
育
要
求

・
教
育
関
心
の
高
ま

り
と
い
う
社
会
情
勢
、
二
つ
に
は
、
戦
前
戦
後
を
通
し
て
ほ
ぼ

一
貫
し
て
続
か
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
経
営
主
義
の
結
果
の
過
密
教
室
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
教
育
諸
条
件
の
悪
化
、
優
秀
タ

ラ
ス
編
成
と
そ
の
結
果
生
ず
る
多
数
の
沈
澱
部
分
と
い
わ
れ
る
生
徒
の
発
生
な
ど
に
み
ら
れ

る
教
育
上
の
矛
盾
が
、
七
〇
年
安
保
問
題
を
前
に
し
て
本
校
で
も
学
園
紛
争
に
発
展
し
か
ね

な
い
情
況
も
み
ら
れ
た
こ
と
、
三
つ
に
は
、
教
育
問
題
が
活
動
方
針
の
一
つ
の
柱
に
立
て
ら

れ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
上
の
問
題
を
積
極
的
に
と
り
組
む
姿
勢
で

組
合
運
動
が
い
ち
じ
る
し
い
高
揚
を
み
せ
た
と
い
う
諸
情
勢
に
よ
る
。

四
十
四
年
中
の
論
議
の
中
心
は
高
等
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
問
題
で
あ

っ
た
が
、
こ
　

一

の
過
程
で
独
協
教
育
の
全
体
が
鋭
く
検
討
さ
れ
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
他
の
　
３３

問
題
、
と
り
わ
け
教
育
を
推
進
し
て
ゆ
く
た
め
の
学
内
組
織
が
狙
上
に
乗
せ
ら
れ
た
。　
　
　
　

．

そ
の
結
果
、
中
高

一
貫
教
育
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
の
中
学
校
の

充
実

。
中
学
主
管
団
の
編
成

ｏ
中
学
教
育
の
自
主
性
尊
重
と
い
う
方
向
で
学
内
組
織
変
革
論

も
含
み
つ
つ
教
育
論
議
が
展
開
し
て
い
つ
た
ｏ

四
十
四
年
の
論
議
を
基
礎
に
四
十
五
年
よ
り
再
出
発
し
た
中
学
校
の
基
本
方
針
は
、

「
基

礎
的
な
学
力
を
つ
け
る
」

ｏ
「
体
力
づ
く
り
」

・
「
豊
か
な
情
操
を
養
な
う
」
と
い
う
三
本

柱
に
し
た
ｏ
四
十
六
年
に
は
さ
ら
に

「
自
由
な
な
か
に
も
節
度
あ
る
生
活
」
を
加
え
、
こ
れ

ら
基
本
方
針
に
み
あ

っ
た
具
体
的

・
立
体
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
を
急
い
だ
ｏ

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
、
四
十
五
年
度
よ
り
∧
表
現
力

・
思
考
力
の
洒
養
を
目
的
と
し

て
、
週

一
時
間
の
作
文
の
時
間
∨
が
設
け
ら
れ
た
ｏ

生
徒
の
学
力
を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
の

「
標
準
テ
ス
ト
」
（
三
ケ
年
計
画
で
実
施
）
・

皆
泳
を
め
ざ
す
プ
ー
ル
指
導

・
映
画
会

・
演
劇
観
賞
会

・
作
文
教
育
の
成
果
を
発
表
す
る
文



集

（
四
十
七
年
度
第

一
回
発
行
）
な
ど
、
中
学
部
会
で
検
討
を
加
え

つ
つ
の
新
し
い
諸
教
育

活
動
が
加
わ
り
定
着
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
本
学
園
の
中
学
校
問
題
は
、
近
年
の
動
向
の
な
か
で
考
え
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題

を
残
し
つ
つ
も
教
育
運
動
の
成
果
と
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

ろ
う
。０

「
独
協
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
」
四
号

。
昭
和
四
十
二
年
六
月

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
に
つ
い

て

（神
田
）

０
同
前

０
文
部
省

「教
育
改
革
の
た
め
の
基
本
施
策

。
中
央
教
育
審
議
会
答
申
」

一
〇
ペ
ー
ジ

０
同
前

。
二
一
ベ
ー
ジ

・
四
十
六
年
の
答
申
に
先
だ
ち
、
四
十
四
年
六
月
、

「
わ
が
国

の
教
育
発
展
の
分
析
評
価
と
今
後
の
検
討
課
題
」
が
中
間
報
告
と
し
て
で
た
。
そ
の

中
で
∧
中
等
教
育

〔
今
後
の
お
も
な
検
討
課
題
〕
０
社
会
的
要
請

の
動
向

を
予
測

し
、
生
徒
の
進
路
志
向
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
後
期
中
等
教
育
全
体
の
多
様
化
と

の
関
連
を
も
考
慮
し
て
、
高
等
学
校
に
お
け
る
普
通
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
検

討
す
る
こ
と
。
∨
と
あ
る
。

⑤
教
育
制
度
検
討
委
員
会

。
梅
根
編
「
日
本
の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
勁
草
書
房

・

ニ
ベ
ー
ジ

０
こ
の
表
現
は
前
掲

「
教
育
改
革
の
た
め
の
基
本
施
策
」
第
２
初
等

。
中
等
教
育
改
革

の
基
本
構
想
で

「
０
中
等
教
育
が
中
学
校
と
高
等
学
校
と
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
伴
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
を

一
貫
し
た
学
校
と
し
て
教
育
を
行
な

い
」

（傍
点
筆
者
）
と
い
う
表
現
も
あ

つ
て
自
然
に
世
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
が
、
中

身
は
一
致
し
な
い
点
が
多
い
。
こ
れ
は
、
中
学
校

・
高
等
学
校
併
設
校
の
特
殊
性
を

生
か
し
て
、
受
験
勉
強
に
追
わ
れ
な
い
真
の
教
育
の
場
と
し
て
展
開
し
た
い
と
い
う

観
点
か
り
学
校
全
体
で
模
索
し
た
結
果
の
体
制
で
、
そ
の
時
点
で
の
お
お
よ
そ
の
総

括
は
独
協
学
園
教
職
員
組
合

「組
合

ニ
ュ
ー
ス
」
二
号
に
筆
者
が
報
告
し
て
い
る
。

０

「
独
協
学
園
入
学
案
内
」
四
十
九
年
度

②
今
後
の
課
題

か
く
し
て
四
十
五
年
度
よ
り
新
し
く
発
足
し
た
わ
が
独
協
中
学
校
も
無
数
の
克
服
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
残
し
て
い
る
。

四
十
六
年
度
か
ら
、
中
等
部
会

。
学
年
会

。
中
学
校
主
任

。
進
学
指
導
係
な
ど

一
定
の
保

障
を
得
た
組
織
と
役
職
が
実
現
し
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
多
様
な
教
育
活
動
を
展
開
し
て
ゆ

く
の
に
充
分
で
は
な
い
。

中
学
校
の
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
独
自
に
教
育
活
動
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
高
併

設
校
と
い
え
ど
も
単
独
校
に
近
い
事
務
量
お
よ
び
雑
務
が
要
求
さ
れ
る
結
果
に
な
る
が
、
現

実
に
は
、
場
当
り
的
に
各
種
委
員
会
を
臨
時
に
組
織
す
る
と
か
、
学
年
会
ま
た
は
特
定
の
個

人
が
請
負
う
形
で
処
理
し
て
い
る
。
例
え
ば
四
十
七
年
度
よ
り
中
学
生
徒
会
の
独
立

。
分
離

が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
生
徒
会
の
助
言

・
指
導
を
担
当
す
る
の
は
便
宜
的
に
、
中
学
校

　

一

主
任
と
生
徒
会
委
員
を
多
数
選
出
し
た
学
年
ま
た
は
タ
ラ
ス
担
任
が
当

っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
３４

今
後
、
六
〇
〇
名
近
い
生
徒
に
対
応
す
る
教
育
活
動
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
に
、
最
低
、
中

　

．

学
校
専
務
の
生
活
部
、
教
務
部
担
当
の
教
員
を
確
保
し
た
い
ｏ
既
存
の
体
制
に
こ
れ
ら
の
担

当
教
員
が
授
業
時
間
数
な
ど
の
一
定
の
保
障
を
得
て
加
わ
れ
ば
、
教
育
活
動
展
開
に
か
な
り

の
改
善
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
当
面
中
学
校
が
中
学
校
と
し
て
独
立
し
た
機
能
を
果
す
の

に
必
要
な
最
低
限
の
組
織
上
の
配
慮
が
望
ま
れ
る
。

四
十
六
年
よ
り
、
中
学
校
の
生
徒
募
集
数
を

一
八
〇
名
と
し
た
ｏ
つ
ま
り
一
タ
ラ
ス
を
四

十
五
名
編
成
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
は
五
〇
名
近
い
生
徒
で
一
タ
ラ
ス
を

編
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
の
課
題
と
し
て
定
員
数
を
厳
守
し
や
ゝ
長
期
的

な
課
題
と
し
て
教
育
制
度
検
討
委
員
会
の
報
告
に
し
め
さ
れ
た
方
針
∧
学
級
編
成
の
基
準
を

一
学
級
三
〇
人
に
引
き
下
げ
る
こ
と
、
学
校
の
規
模
は
校
長
が
ほ
ぼ
全
生
徒
の
顔
と
名
前
を

お
ぼ
え
る
程
度
に
す
る
こ
と
∨
を
目
安
ご
す
る
。

是
非
と
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
か
も
重
要
で
困
難
な
問
題
の
一
つ
に
、
中
学
生
が



高
校
生
と
は
別
の
校
舎
で
学
ぶ
校
舎
建
設
ま
た
は
改
築

・
修
築
を
中
心
に
し
た
教
育
環
境
の

整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
学
生
が
そ
の
心
身
の
発
達
に
ふ
さ
わ
し
い
学
習
と
生
活
を
十
分
に

経
験
し
確
立
し
た
あ
と
に
、
高
等
学
校
段
階
に
新
し
い
気
分
で
進
学
で
き
る
体
制
の
整
備
を

必
要
と
す
る
。

一
貫
教
育
の
内
容
が
、　
一
般
に
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
節
目
の
な
い
安
易
な
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
学
校
と
か
、
中
高
ゴ
チ
ャ
マ
ゼ
の
非
教
育
的
環
境
肯
定
の
思
想
に
解
消
す
る
危
険

を
避
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
改
善
が
早
急
に
の
ぞ
ま
れ
る
。

現
在
の
日
本
の
状
況
の
中
で
、　
一
つ
の
学
校
の
、
特
に
一
私
立
学
校
の
理
想
的
な
あ
り
か

た
を
空
想
論
と
し
て
で
な
し
に
求
め
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
厚
い
壁
、
特
に
学
校

教
育
を
維
持
発
展
さ
せ
る
べ
き
財
源
上
の
困
難
に
突
き
当
た
り
、
遂
に
は
そ
の
理
想
主
義
が

逆
転
し
て
私
立
学
校
否
定
の
思
想
に
さ
え
転
化
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
達
は
私
立
中
学
校
の
未
来
的
な
展
望
を
、
一
つ
に
は
、
国
民
の
教
育
権
な
い
し
教
育

の
自
由
の
原
理
か
ら
、
私
学
の
設
置
、
開
設
の
自
由

（私
学
の
教
育
権
）
の
上
に
立

っ
て
私

学
が
具
体
的
に
果
し
得
る
社
会
的
役
割
の
認
識
、
二
つ
に
は
、
そ
れ
ら
を
前
提
に
し
て
私
立

学
校
も
ま
た
国
公
立
と
同
じ
く
国
民
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
教
育
機
関
で
あ
る

こ
と
の
認
識
、
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
認
識
の
上
に
立

っ
た

「
公
費
助
成
」
の
観
点
か
ら
、

え
が
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

市
民
革
命
期
の
教
育
理
論
や
思
想
は
、
特
に
コ
ン
ド
ル
セ
に
お
い
て
今
な
お
教
師
に
生
き

た
励
ま
し
を
与
え
て
く
れ
る
。彼
に
よ
れ
ば
∧
教
育
目
的
は
人
間
の
内
面
形
成
で
あ
り
、
そ
れ

が
私
事
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
家
権
力
の
教
育
介
入
は
許
さ
れ
ず
、
国
家
の
教
育
に

対
す
る
主
宰
指
導
権
も
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
親
権
は
、
子
供
の
権
利
実
現
の
た
め
の

親
義
務
の
優
先
履
行
権
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
家
庭
教
育
が
理
想
の
教
育
方
法
と
さ
れ
る
。

も

っ
と
も
、
家
庭
の
延
長
、
家
庭
機
能
の
委
託
、
私
事
の
組
織
化
、
親
義
務
の
共
同
化
と
し

て
の
学
校
の
存
在
は
認
め
る
が
、
そ
こ
で
の
公
数
育
は
、
公
権
力
か
ら
独
立
し
―

知
育
に

限
る
べ
き
だ
と
す
る
。
Ｖ

五
十
嵐
顕
が
、
∧
教
育
の
民
主
的
発
展
史
の
遺
産
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
手
許
で
は
既

に
現
実
性
を
捨
象
し
た
普
遍
的
な
理
念
の
こ
と
ば
で
つ
た
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、

な
お
さ
ら
そ
れ
を
、
現
代
の
教
育
現
実
に
よ
る
試
練
に
よ
っ
て
節
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
節
づ
け
に
よ
っ
て
後
代
に
つ
な
が
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
各
時
代
の
民
主
的
課
題
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
教
育
の
史
的
発
展
の
像
を
彫

り
刻
む
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
民
主
教
育
理
論
の
教
育
学
的
課
題
で
あ
る
と
お
も
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
民
主
教
育
の
た
め
に
つ
く
し
た
人
び
と
の
す
べ
て
の
努
力
の
潮
流
が
注
ぎ
こ

み
、
や
が
て
新
し
い
川
床
を
創

っ
て
流
れ
だ
す
の
に
必
要
な
貯
水
池
の
役
割
を
は
た
す
こ
と

（
３
）
　

・

で
あ
ろ
う
∨
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
の
遺
産
は
わ
れ
わ
れ
の
手
で
継
承
し
具
体
的

に
発
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
島
孝

一
は
、
∧
明
治
憲
法

・
教
育
勅
語
の
時
代
に
あ

っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
教
育
の

「
私

事
性
」
す
な
わ
ち

「
教
育
の
自
由
」
を
も

っ
て
設
定
さ
れ
た
は
ず
の
私
立
学
校
が
、
今
日
官

　

一

僚
支
配
に
屈
し
な
い
で

「自
主
性
」
を
貫
こ
う
と
す
る
ゆ
え
ん
は
何
か
。
そ
れ
は
、
公
立
学

　

一３５

校
で
は
果
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
を
も

っ
て
、
教
育
基
本
法
の
精
神
を
生
か
し
て
ゆ
く
試

み
が
な
さ
れ
る
場
所
こ
そ
私
立
学
校
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
私
立
学
校

が
公
立
学
校
の
補
完
物
ど
こ
ろ
か
、
も

っ
と
積
極
的
に
日
本
の
教
育
界
に
問
題
を
提
起
す
べ

き
役
割
を
も

つ
て
い
る
の
で
あ
る
．
い
わ
ば
、
公
立
学
校
に
と

っ
て
不
幸
な
事
態
が
、
私
立

学
校
の
当
面
の
存
在
理
由
を
与
え
て
い
る
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
日
本

の
教
育
が
原
則
的
な
方
向
に
立
ち
帰

っ
た
と
き
、
私
立
学
校
は
必
要
の
な
い
存
在
と
な
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
∨
と
過
去
の
私
立
学
校
の
一
般
史
を
評
価
し
つ
つ
、
私
立
学
校
の
未
来

的
展
望
へ
の
警
告
を
示
唆
す
る
。

大
正
デ
モ
グ
ラ
シ
ー
の
中
で
の

「
新
教
育
」
を
め
ざ
す
沢
柳
政
太
郎
の
成
城
学
園
、
羽
仁

も
と
子
の
自
由
学
園
、
赤
井
米
吉
の
明
星
学
園
な
ど
に
つ
い
て
の
か
が
や
か
し
い
私
学
の
歴

史
と
そ
の
後
の
挫
折
は
多
数
の
教
育
史
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
伊
ケ
崎
暁
生
は
こ
の
挫
折
を
、
∧
勤
労
大
衆
と
遊
離
し
た
中
産
階
級
、
知
識
階
層



の
子
弟
の
み
し
か
包
含
し
え
ず
、
成
城
の
よ
う
に
膨
大
な
土
地
を
購
入
し
、
大
半
を
住
宅
地

と
し
て
分
譲
し
、
そ
の
利
潤
で
学
園
が
経
営
さ
れ
る
と
い
う
経
営
主
義
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
経
営
主
義
を
第

一
と
す
る
私
学
経
営
自
体
、

「
新
教
育
」
の
理

念
を
形
骸
化
し
、
失
わ
し
め
て
い
っ
た
。
Ｖ
と
指
摘
す
る
。

学
校
教
育
を
展
開
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
教
育
活
動
を
展
開
し
て
ゆ
く
専
門
家
と
し
て
の

教
師
集
団
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
四
十
四
年
以
来
唱
え
ら
れ
た
「中
学
校
主
管
団
」
の
発

想
も
元
来
そ
こ
に
あ

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
特
に
公
権
力
の
介
入
の
制
限
、
教
育
の
自
主
性

・

自
律
性
の
原
理
が
よ
り
大
幅
な
私
立
学
校
の
場
合
、
教
育
の
公
共
性
確
保
の
観
点
か
ら
も
よ

り
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

自
主
性

ｏ
自
律
性
と
公
共
性
の
両
面
が
直
に
確
保
さ
れ
、
教
育
の
場
と
し
て
社
会
の
検
証

に
耐
え
る
私
学
は
積
極
的
に
公
費
助
成
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

大
島
孝

一
は
前
述
の
よ
う
に
私
立
学
校
へ
の
未
来
的
展
望
へ
の
警
告
と
同
時
に
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
具
体
的
な
展
望
の
提
言
も
す
る
ｏ

∧
私
立
学
校
に
お
け
る
教
育
費
そ
の
も
の
は
、
特
徴
の
あ
る
教
育
を
行
な
う
た
め
に
は
む

し
ろ
公
立
学
校
よ
り
も
高
額
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
公
教

育
と
し
て
の
最
低
限
の
必
要
額
は
国
が
保
障
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
父
母

負
担
額
は
私
立
学
校
の
場
合
公
立
学
校
の
そ
れ
よ
り
若
千
多
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
お
の
ず

か
ら
限
度
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
従

っ
て
、
現
在
の
公
立
学
校
の
授
業
料

（小
中
学
校
の
場

合
は
無
償
）
を

一
つ
の
基
準
と
し
て
、
年
次
計
画
的
に
父
母
負
担
額
を
軽
減
す
る
よ
う
な
方

策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
∨

∧
教
育
施
設
―

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
責
任
に
お
い
て
長
期
、
低
利
の
融
資
の
制

度
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
画
的
な
充
実
を
無
理
な
く
実
行
で
き
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
維
持
、
償
還
の
た
め
の
経
費
は
学
校
が
支
出
し
て
も
最
終
的
な
帰
属
は
学

校
で
あ
る
よ
う
な
制
度
が
保
障
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
経
営
主
義
で
な
く
本

（
７
）

来
の
教
育
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
∨
　
　
‥

独
協
中
学
校
に
お
け
る

（実
現
可
能
な
）
理
想
的
教
育
を
観
念
論
に
な
ら
な
い
で
述
べ
よ

う
と
す
れ
ば
、
視
点
を
学
内
問
題
に
の
み
と
ど
め
た
瞬
間
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
。

特
に
財
政
上
の
問
題
は
、
旧
来
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
お
れ
ば
自
ら
の
生
命

（私
立
学
校
の

教
師
と
し
て
の
生
命
）
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
学
の
教
育
権
を
理
論
化
し
つ
つ
、
私

学
助
成
が
国
民
的
な
運
動
と
し
て
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
急
速
に
高
ま

り
つ
つ
あ
る
現
在
、
歴
史
の
教
訓
に
依
拠
し
つ
つ
教
育
内
容
を
高
め
る
運
動
の
中
で
、
視
点

を
社
会
全
体
に
拡
げ
る
な
ら
ば
、
山
積
す
る
諸
問
題
も
解
決
へ
の
糸
口
が
み
え
て
く
る
よ
う

に
思
う
ｏ

Ｏ
前
掲

「
日
本
の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

ｏ
一
四
二
ベ
ー
ジ

②
利
谷
信
義
Λ
「国
民
の
教
育
権
」
の
基
礎
づ
け
∨

（
季
刊
教
育
法
２
号
）
よ
り
引
用

・

コ
ン
ド
ル
セ
＝
松
島
釣
訳

「
公
教
育
の
原
理
」
第

一
編
公
教
育
の
本
質
と
目
的

。
世

界
教
育
学
選
集
２３

・
明
治
図
書
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

０
五
十
嵐
顕

「現
代
教
育
史
に
お
け
る
民
主
主
義
教
育
の
発
展
」
講
座
現
代
民
主
主
義
　
“

教
育
第

一
巻

。
青
木
書
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

０
大
島
孝

一
「
小
中
高
等
学
校
に
お
け
る
私
学
助
成
の
問
題
」
教
育
法
学
叢
書
３
・
私

学
の
教
育
権
と
公
費
助
成

。
一
四
五
ベ
ー
ジ

・
勁
草
書
房

⑤
伊
ケ
崎
暁
生

「
私
学
教
育
の
理
念
と
歴
史
」
前
掲
教
育
法
学
叢
書
３

・
二
六
ペ
ー
ジ

０
大
沢
勝
「教
師
不
適
格
等
を
事
由
と
す
る
解
雇
の
可
否
」
（季
刊
教
育
法
７
号
）
を
参
照

０
大
島
孝

一
・
前
掲
書

。
一
五

一
ベ
ー
ジ

０
独
協
中
学
校
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
再
編
成
の
展
望

先
に
、
独
協
高
等
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
の
特
質
お
よ
び
編
成
過
程
の
概
略
を
述
べ
た

が
、
中
学
校
教
育
、
特
に
私
立
中
学
校
に
一
層
直
接
的
に
た
ず
さ
わ
る
者
と
し
て
、
独
協
中

学
校
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
問
題
に
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
か
を
、
学
校
内
外
の
現

状
の
一
部
を
分
析
し
つ
つ
一
応
の
展
望
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

中
央
教
育
審
議
会
答
申

「教
育
改
革
の
た
め
の
基
本
施
策
」
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
私
学
政



策
に
か
な
り
意
欲
的
な
提
言
を
し
て
い
る
。

∧
公
教
育
の
重
要
な
役
割
を
分
担
す
る
私
立
学
校
の
公
共
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ

こ
に
お
け
る
教
育
条
件
の
整
備
と
修
学
上
の
経
済
的
負
担
を
は
か
る
こ
と
。
∨

（本
文
）

∧
私
立
学
校
は
、
幼
稚
園
お
よ
び
高
等
学
校
の
教
育
に
つ
い
て
は
大
き
な
比
重
を
占
め
て

お
り
、
小
中
学
校
に
お
い
て
も
独
自
の
特
色
を
も

つ
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
全
般

的
に
お
も
に
経
営
上
の
理
由
か
ら
、
教
育
条
件
が
不
満
足
な
状
態
に
な
っ
た
り
、
父
兄
の
経

済
的
な
負
担
が
過
重
に
な

っ
た
り
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
本
来
、
私
立
学
校
は
公
立
学
校

と
と
も
に
公
教
育
の
重
要
な
役
割
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
す

る
こ
と
は
、
一
定
地
域
内
に
し
か
実
際
上
修
学
の
機
会
を
確
保
で
き
な
い
地
域
住
民
に
対
し

て
は
、
い
ち
じ
る
し
く
教
育
の
機
会
を
不
均
等
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を

考
慮
し
、
希
望
し
な
い
も
の
を
除
き
、
私
立
学
校
に
対
し
て
は
、
公
立
学
校
に
準
ず
る
財
政

援
助
を
与
え
る
と
と
も
に
、
教
育
条
件
の
確
保
と
地
方
教
育
計
画
上
の
調
整
に
つ
い
て
必
要

な
行
政
指
導
を
行
な
う
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
∨

（解
説
）

中
央
教
育
審
議
会
を
し
て
こ
の
提
言
を
な
さ
し
め
た
の
は
、
先
に
述
べ
た

「
徹
底
し
た
受

益
者
負
担
主
義
」
の
破
産
を
、
事
実
上
、
上
か
ら
認
め
た
画
期
的
な
提
言
と
し
て
受
取
り
、

公
教
育
の
重
要
な
役
割
分
担
を
果
し
、
し
か
も
特
色
あ
る
私
学
の
大
幅
公
費
助
成
を
積
極
的

に
獲
得
し
て
ゆ
く
運
動
の
た
め
の
一
面
で
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
私
達
は
認
識
し
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

中
央
教
育
審
議
会
の
中
で
の
私
学
経
営
に
対
す
る
認
識
論
上
の
問
題
は
別

に
し
て
、
答

申
の
中
に
は
政
府
の
私
学
政
策
に
不
安
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
点

も
多
々
あ

る
の
も
事
実

で
、
例
え
ば
∧
私
立
学
校
は
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
公
立
学
校
と
と
も
に
公
教
育
の
重

要
な
役
割
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
に
対
す
る
教
育
水
準
の
維
持
向
上
に
つ
い

て
必
要
な
行
政
上
、
財
政
上
の
施
策
を
、
公

。
私
立
学
校
を

一
体
と
し
て
総
合
的

・
計
画
的

に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
現
在
都
道
府
県
教
育
委
員
会
と
知
事
と
に
分
け

（
３
）

ら
れ
て
い
る
公

。
私
立
学
校
に
関
す
る
地
方
行
政
を

一
元
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
∨
と
い
う

記
述
の
中
で
も
、
私
立
学
校
へ
の
施
策
を
、
行
政
と
財
政
を
同
格
に
、
も
し
く
は
単
純
に
文

章
上
か
ら
見
れ
ば
行
政
を
上
位
に
位
置
づ
け
た
り
、
公

。
私
立
学
校
行
政
の
一
元
化
＝
強
化

の
方
向
を
う
ち
だ
し
た
り
す
る
行
政
権
に
よ
る
私
学
の
統
制
の
思
想
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
記

述
の
中
に

「
ノ
ー

・
サ
ポ
ー
ト

・
ノ
ー

・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
思
想
か
ら
、

一
挙
に

「
サ
ポ

ー
ト
」
も
す
る
け
れ
ど
も
同
時
に
公
共
性
の
名
の
も
と
で
の
私
学
統
制
へ
の
発
想
転
換
が
み

ら
れ
る
。

私
立
学
校
の
存
在
意
味
は
、

「
ノ
ー

・
サ
ポ
ー
ト

・
ノ
ー

●
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
い
う
形

に
お
い
て
私
学
の
こ
と
に
つ
い
て
は
政
府
は
関
与
し
な
い
と
い
う
自
由
放
任
＝
外
見
上
の
独

自
性
の
尊
重
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
教
育
の
自
主
性

ｏ
自
律
性
は
教
育
の
正
し
い
公
共
性
に

う
ら
う
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
教
育
の
外
的
条
件
＝
教
育

活
動
を
支
え
る
物
的
基
礎
整
備

へ
の
財
政
上
の
施
策
も
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
公
共
性
を
も
つ
教
育
を
具
体
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
は
、
私
立
学
校
で
は
親
か
　

一

ら
直
接
教
育
に
つ
い
て
信
託
を
受
け
た
そ
の
学
校
の
教
師
集
団
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
　
３７

は
真
に
民
主
的
な
形
で
相
互
に
教
育
上
の
諸
問
題
を
点
検
し
あ
い
、
研
鑽
し
あ
い
、　
一
致
し
　

一

て
生
徒
の
教
育
に
責
任
を
果
し
得
る
組
織
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

堀
尾
輝
久
は
、
∧
教
師
が
教
師
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
、
き
び
し
い

自
己
点
検
と
不
断
の
自
己
形
成
へ
の
努
力
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
教
師
が
統
制
に

属
し
、
創
造
的
、
批
判
的
精
神
を
失
い
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
下
請
け
労
働
の
提
供
者
に
安

ん
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
教
育
の
自
由
」
の
根
拠
を
崩
壊
さ
せ
、
自
ら

教
師

（傍
点

マ
マ
）
た
る
こ
と
を
放
棄
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の

過
程
は
、
仲
間
の
援
助
と
支
え
合
い
、
研
究
の
交
流
と
人
間
的
な
鍛
え
合
い
の
な
か
で
、
は

じ
め
て
果
さ
れ
る
。
∨
と
教
師
論
の
本
質
を
説
く
ｏ

さ
て
、
本
学
園
中
学
校
に
立
ち
帰

っ
て
、
独
協
教
育
が
私
学
と
し
て
世
の
検
証
に
耐
え
う

る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
極
め
て
基
本
的
な
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
大
学

。
医
科
大
学

ヘ

の
連
継
、
六
ケ
年

一
貫
教
育
、
語
学
教
育

（特
に
ド
イ
ツ
語
教
育
）
の
古
い
伝
統
、
医
師
が



多
数
輩
出
し
た
と
い
う
実
績
な
ど
、
か
な
り
親
か
ら
信
託
を
受
け
る
に
足
る
素
地
は
あ
る
ｏ

素
地
は
素
地
で
あ

っ
て
親
の
信
託
に
足
る
具
体
的
な
教
育
を
展
開
す
る
実
体
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

最
も
典
型
的
に
は
、
熾
烈
に
展
開
さ
れ
る
受
験
競
争
↓
差
別

。
選
別
化
の
傾
向
、
公
権
力

の
直
接
介
入
に
と
も
な
う
教
育
の
画

一
化
の
傾
向
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
公
立
学
校
の
教
育
状

況
の
悪
さ
の
う
え
に
、
い
わ
ば
日
本
の
教
育
の
ネ
ガ
テ

イ
ヴ
な
要
因
の
中
で
私
立
独
協
中
学

校
へ
の
社
会
の
一
定
度
の
信
頼
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
独
協
中
学
校
の
教
育

は
、
そ
の
特
色
を
、
独
協
学
園
の
歴
史
と
現
実
を
分
折
す
る
中
で
問
題
点
を
は
り
お
こ
し
て

克
服
し
つ
つ
、
創
造
的
に
充
実
す
る
方
向
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
立
学
校
本
来
の
社

会
的
役
割
を
果
せ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
し
て
教
科
過
程

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
と
教
科
学
習
内

容
の
自
主
的
編
成
が
あ
げ
ら
れ
る
。

中

・
高

一
貫
教
育
の
体
制
と
い
う
の
は
、
か
な
り
厳
密
な
吟
味
、
検
討
を
必
要
と
は
す
る

が
、
現
実
に
お
い
て
、
三
ケ
年
制
公
立
中
学
校
よ
り
も
か
な
り
自
由
な
教
育
が
展
開
で
き
る

客
観
的
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
側
面
を
も

つ
の
で
あ

っ
て
、
教
師
集
団
の
力
に
よ
っ
て
真
に

教
育
的
な
配
慮
の
も
と
で
独
自
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
教
科
学
習
内
容
を
再
編
成
す
べ
き
で
あ

る
。自

主
編
成
と
い
う
仕
事
は
、
本
来
、
私
達
教
師
が
日
常
的
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ

て
、
国
で
定
め
ら
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
い
て
検
定
教
科
書
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
教
え
て
お
れ
ば
問
題
が
無
い
と
い
う
こ
と
自
体
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
教
育

と
い
う
仕
事
そ
の
も
の
が

「
自
主
編
成
」
と
い
う
い
と
な
み
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

自
主
編
成
の
必
要
を
痛
感
す
る

一
つ
の
理
由
は
、
六
ケ
年

一
貫
教
育
の
中
で
、
文
部
省
の

要
求
す
る
教
育
内
容
を
す
べ
て
消
化
す
る
こ
と
が
正
し
い
か
と
い
う
疑
間
で
あ
る
。
公
立
中

学
校
が
ひ
た
す
ら
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
教
科
内
容
の
消
化
に
追
わ
れ
る
の
は
受
験
の

た
め
で
あ

っ
て
、
公
立
中
学
校
の
教
師
の
本
意
で
は
な
い
。

現
在
の
日
本
の
小
中
学
校
の
学
習
量
の
多
さ
と
内
容
に
対
す
る
批
判
的
見
解
の
一
つ
と
し

て
教
育
制
度
検
討
委
員
会
の
報
告
が
あ
る
。
∧
教
科
書
そ
れ
自
体
の
内
容
が
、
あ
る
い
は
科

学
的

・
系
統
的
で
な
く
、
あ
る
い
は
不
必
要
な
教
材
で
盛
り
沢
山
に
な
り
、
無
味
乾
燥
な
な

か
み
で
子
ど
も
た
ち
に
魅
力
が
な
い
と
い
う
事
実
は
重
大
で
あ
る
。
∨
∧
現
行
教
育
内
容
の

効
率
的
学
習
の
た
め
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
、
テ
ー
ム
テ
イ
ー
チ
ン
グ
、
構
造
化
な
ど
の
学

習
法
を
派
手
に
紹
介
す
る
。ま
た
教
育
機
器
（
Ｏ
Ｈ
Ｐ
、
Ｃ
Ａ
ｌ
ｌ

，コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使

（
５
）

っ
た
個
人
別
教
育
シ
ス
テ
ム
ー
ー
）
の
導
入
が
叫
ば
れ
、
テ
ィ
ー
チ
ン
グ

・
マ
シ
ン
が
救
世

主
で
あ
る
か
の
よ
う
に
登
場
す
る
。
∨
と
。
そ
し
て
こ
の
問
題
解
決
に
つ
い
て

「
と
く
に
重

要
な
こ
と
は
、
教
育
内
容
の
教
育
科
学
的
研
究
に
も
と
づ
く
精
選
と
教
師
の
自
由
と
活
気
に

（
６
）

み
ち
た
教
育
実
践
」

（傍
点
筆
者
）
を
あ
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
委
員
会
の
第
二
次
報
告
に
よ
れ
ば
、
∧
な
に
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
小

。
中

・

高
校
の
盛
り
た
く
さ
ん
の
教
育
課
程
を
思
い
切
っ
て
簡
素
化
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
毎
週

　

一

授
業
時
数
を
大
幅
に
短
縮
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
し
め
し
た
原
則
に
た
ち
、
従
来
　
３８

の
研
究
と
実
践
の
成
果
を
生
か
し
て
、
教
育
課
程
を
構
成
す
れ
ば
そ
れ
は
十
分
に
可
能
な
こ
　

．

と
で
あ
る
。
そ
の
お
よ
そ
の
見
通
し
と
し
て
、
小

。
中

。
高
校
を
通
じ
て
教
科
の
授
業
に
あ

て
る
時
間
数
は
週
二
〇
時
間
内
外
、
ほ
ぼ
午
前
中
で
教
科
の
授
業
が
終
了
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
め
ど
と
す
べ
き
で
あ
る
。
∨
と
い
う
よ
う
な
極
め
て
大
胆
な
授
業
時
間
削
減
の
提
言

に
発
展
す
る
。
週
五
日
制
に
も
通
す
る
こ
の
意
見
は
、
現
代
日
本
の
学
校
教
育
が
お
か
れ
て

い
る
社
会
的
状
況
、
父
母
、
生
徒
の
教
育
要
求
な
ど
も
含
め
て
真
に
厳
密
な
検
討
を
重
ね
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で
あ
る
。

自
主
編
成
の
も
う

一
つ
の
観
点
と
し
て
、
ヵ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
単
純
に
教
科
へ
の
配
当
時
間

の
増
減
、
若
し
く
は
教
科
の
配
置
学
年
の
移
動
と
い
う
よ
う
な
側
面
の
み
に
矮
小
化
す
る
危

険
と
無
駄
を
避
け
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
側
面
が
自
主
編
成
の
作
業
の
中
で
で
て
く
る
の
は
必
然
で
、
具
体
的
に
い
え

ば
、
中
学
校
で
作
文
の
時
間
を
増
設
し
た
こ
と
の
意
義
は
正
し
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ



う
し
、
社
会
科
の
例
で
い
え
ば
、
社
会
科
公
民
を
三
学
年
時
四
時
間
配
当
の
た
め
に
、
日
本

国
憲
法
の
正
し
い
理
解
な
し
に

一
。
二
学
年
の
中
学
生
活
を
送
る
こ
と
の
教
育
上
の
評
価
、

ま
た
極
め
て
抽
象
的
な
概
念
を
正
し
く
駆
使
し
な
け
れ
ば
理
解
困
難
な
経
済
の
学
習
を
、
特

に
中
高

一
貫
学
校
の
中
で
絶
対
に
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
高
等
学
校

へ
ま
わ
す

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
か
と
い
う
問
題
な
ど
も
検
討
の
材
料
で
あ
る
。
そ
の
他
の
教
科
に
つ

い
て
も
教
科
別
に
厳
密
に
検
討
し
適
切
な
時
間
の
増
減

。
配
置
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
り
も

っ
と
も
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
学
習
指

導
要
領
に
示
さ
れ
た
標
準
時
間
と
か
、
現
行
の
本
校
の
授
業
時
間
の
改
訂
に
精
力
を
注
ぐ
よ

り
も
、
各
教
科
別
に
学
習
内
容
を
徹
底
的
に
吟
味
し
な
お
す
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
精
選

し
、
体
系
化
し
、
加
え
る
べ
き
は
加
え
て
生
徒
が
理
解
し
や
す
い
学
習
指
導
案
を
創
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
既
成
の
指
導
要
領
よ
り
も
教
育
科
学
的
に

一
層
高
め

ら
れ
た
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
い
さ
さ
か
も
個
人
の
恣
意
性
を
許
さ
な
い
教
師
集
団
の
中
で

の
相
互
の
点
検
の
中
で
生
ま
れ
る
べ
き
科
学
的
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
本
校
の
み
な
ら
ず
日

本
の
教
育
現
場
で
の
き
び
し
い
試
練
、
検
証
に
耐
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

０
前
掲

「教
育
改
革
の
た
め
の
基
本
施
策
」

。
二
五
ベ
ー
ジ

②
同
前

・
三
〇
ペ
ー
ジ

０
同
前

。
三
六
ベ
ー
ジ

０
堀
尾
輝
久

「教
師
に
と
っ
て
研
修
と
は
何
か
」

（季
刊
教
育
法
２
号
）

⑤
前
掲

「
日
本
の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

ｏ
三
二
―
二
三
ベ
ー
ジ

０
同
前

。
三
二
ペ
ー
ジ

０
教
育
制
度
検
討
委
員
会

。
梅
根
悟
編

「
日
本
の
教
育
を
ど
う
改
め
る
べ
き
か
」
勁
草

書
房

。
二
四
―
二
五
ペ
ー
ジ

〔
追
記
〕

こ
の
小
論
は

「
独
協
中
学
校
の
理
想
を
求
め
て
」
と
い
う
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
対

す
る
報
告
で
あ
る
。

「
教
科
書
裁
判
』
に
つ
い
て
の
報
告

―
―
憲
法
第
二
六
条
、
教
育
基
本
法

第

一
〇
条
の
問
題
を
中
心
と
し
て
―
―

永
　
　
澤

０
　
教
科
書
裁
判
と
は

東
京
教
育
大
学
の
家
永
二
郎
教
授
は
、
昭
和
二
七
年
以
来
三
省
堂
の
依
頼
に
よ
り
、
高
等

学
校
用
教
科
書

『
新
日
本
史
』
を
執
筆
し
て
来
た
ｏ
し
か
る
と
こ
ろ
、
昭
和

三
〇
年
の
指

　

一

導
要
領
の
改
訂
に
伴
い
、
二
七
年
発
行
の
初
版
本
を
全
面
的
に
改
訂
し
、
文
部
省
に
教
科
書
　
３９

と
し
て
の
検
定
申
請
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
項
目
余
の
修
正
意
見
が
付
さ
れ
、
条
件
付

　

¨

合
格
と
な

っ
た
。
右
の
教
科
書
は
其
の
後
数
度
の
改
訂
を
経
た
後

（此
の
間
の
経
過
は
第

一

次
訴
訟
原
告
準
備
書
面
第

一
回
に
詳
し
い
）
、
三
七
年
指
導
要
領
改
訂
に
伴
い
、
同
年
八
月

五
訂
版
原
稿
に
つ
い
て
検
定
申
請
を
行

っ
た
。

（
一
次
検
定
と
呼
ぶ
）

と
こ
ろ
が
、
三
八
年
四
月
文
部
大
臣
は
こ
れ
を
不
合
格
と
し
、
家
永
教
授
と
三
省
堂
に
其

の
旨
告
知
し
た
ｏ
同
年
九
月
家
永
教
授
は
前
記
原
稿
に
修
正
を
加
え
、
再
度
検
定
申
請
、
こ

れ
に
つ
き
二
九
年
文
部
省
は
三
〇
〇
項
目
に
及
ぶ
修
正
意
見
を
付
し
条
件
付
合
定
と
す
る
。

（
五
訂
版
第
二
次
検
定
）

家
永
教
授
は
文
部
省
の
意
見
に
沿
っ
て
修
正
し
た
上
で
、
三
省
堂
か
ら

『
新
日
本
史
』
（
五

訂
版
）
と
し
て
発
行
し
た
ｏ

此
の
点
に
つ
き
、
家
永
教
授
が
文
部
大
臣
の
違
憲
法
的
な
修
正
意
見
に
従
わ
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
、
及
び
逸
失
利
益
の
損
害
賠
償
を
国
に
求
め
た

滉



の
が
、
所
謂
第

一
次
訴
訟
で
あ
る
。

此
の
第

一
次
訴
訟
に
対
し
、
東
京
地
裁
民
事
三
部

（高
津
環
裁
判
長
）
は
、
四
九
年
七
月

被
告
た
る
国
に
対
し
、
一
〇
万
円
の
支
払
を
命
し
た
ｏ

（以
下
高
津
判
決
と
呼
ぶ
）
高
津
判

決
は
形
式
上
は
原
告
の
一
部
勝
訴
で
あ
る
が
、
実
は
原
告
の
全
面
的
敗
訴
で
あ

っ
た
ｏ

更
に
四

一
年

一
一
月
家
永
教
授
は
前
記
五
訂
版
の
改
訂
を
申
請
し
た
ｏ
此
改
訂
は
第
二
次

検
定
の
際
修
正
し
た
個
所
の
う
ち
意
に
沿
わ
な
い
部
分
を
修
正
前
の
記
述
に
戻
し
た
六
個
所

を
も
含
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
四
二
年
二
月
そ
の
六
個
所
の
改
訂
部
分
は
全
部
不
合
格
と
な

っ
た
ｏ
こ
れ
に
つ
き
家
永
教
授
が
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
の
が
所
謂
第
二
次
訴

訟

で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
東
京
地
裁
民
事
二
部

（杉
本
良
吉
裁
判
長
）
は
原
告
の
申
し
立
て
を
略

全
面
的
に
認
め

（四
五
年
七
月
）
、
文
部
大
臣
の
前
記
検
定
不
合
格
処
分
は
憲
法
第
二
一
条

二
項

（検
閲
の
禁
止
）
及
び
教
育
基
本
法
第

一
〇
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
不
合
格
処
分
を

取
消
し
た
ｏ
こ
れ
を
杉
本
判
決
と
言

っ
て
い
る
。

０
　
主
な
る
争
点

上
記
二
判
決
は
全
て
の
点
に
於
て
対
照
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
主
な
る
争
点
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

０
　
憲
法
第
二

一
条

一
項

（表
現
の
自
由
）
の
問
題

憲
法
で
保
証
さ
れ
た
表
現
の
自
由
の
中
に
、
学
問
研
究
の
成
果
を
高
校
以
下
の
教
科
書
に

発
表
す
る
自
由
ま
で
含
む
か
否
か
ｏ

Ｏ
　
憲
法
二
一
条
二
項

（検
閲
の
禁
止
）
の
問
題

本
条
で
保
証
さ
れ
た
学
問
の
中
に
、
高
校
以
下
の
教
育
機
関
に
於
け
る
教
授
の
自
由
を
も

含
む
か
ど
う
か
ｏ
高
津
判
決
は
こ
れ
を
否
定
し
た
ｏ
従
前
の
学
説
も
、
学
問
の
自
由
は
大
学

の
そ
れ
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
い
た
が
、
杉
本
判
決
及
び
最
近
の
教
育
法
学
は
寧
ろ
高
校

以
下
の
教
授
の
自
由
を
肯
定
し
て
い
る
。

０
　
憲
法
第
二
六
条
、
教
育
基
本
法
第

一
〇
条
の
解
釈

（
次
節
で
述
べ
る
）

０
　
憲
法
第
二
一
条

（適
正
手
続
の
保
障
）
の
問
題

本
条
は
刑
事
上
の
手
続
だ
け
を
定
め
た
だ
け
の
も
の
か
ど
う
か
。
検
定
制
度
は
実
定
法
上

の
根
拠
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
の
他
手
続
、
規
準
に
違
法
性
が
な
い
か
ど
う
か
。

杉
本
、
高
津
両
判
決
共
第
二
一
条
は
刑
事
手
続
を
定
め
た
も
の
で
検
定
処
分
の
よ
う
な
行

政
手
続
に
は
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
。
ま
た
検
定
制
度
は
法
治
主
義
の
原
則
に
も
違
反
し

な
い
と
さ
れ
た
。

③
　
家
永
氏
の
教
科
書
中
問
題
に
な

っ
た
個
所
の
記
述
内
容
の
当
不
当

例
え
ば
最
澄
の
生
年
と
か
記
紀
の
記
述
内
容
等
の
こ
と
で
あ
る
が
、
此
点
に
関
し
、
両
判

決
は
実
に
対
照
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

高
津
判
決
に
於
て
は
、
問
題
と
な
っ
た
全
て
の
個
所
に
就
い
て
再
検
討

（裁
判
所
に
於
け

る
再
検
定
と
も
言
え
る
）
を
加
え
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
最
澄
の
生
年
は
七
六
六
年
と
七

　

一

六
七
年
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
“一

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
項
は
裁
判
官
が
判
決
文
の
中
で
論
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
　

．

重
大
な
疑
間
が
残
る
。
寧
ろ
、
こ
れ
こ
そ
学
問
的
に
実
証
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
て
、
一
裁
判

官
が
判
決
で
確
定

（
め
い
た
こ
と
）
を
下
す
べ
き
事
柄
で
は
あ
る
ま
い
。
仮
令
結
果
的
に
正

し
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
杉
本
裁
判
で
は
こ
の
よ
う
な
学
問
的
論
争
に
就
い
て
は
極
め
て
謙
抑
的
で

あ
る
。
例
え
ば

「関
東
軍
特
別
大
演
習
」
の
記
述
の
当
否
は

「
い
ず
れ
も
教
科
書
に
盛
ら
れ

た
執
筆
者
の
思
想

（学
問
研
究
の
成
果
）
内
容
を
事
前
に
審
査
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
か
ら
」
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
争
点
は
言
う
ま
で
も
な
く
互
に
関
連
し
合
い
、
複
雑
な
論
争
を
持
起
し
て
い
る

が
、
今
は
極
く
大
ま
か
に
上
の
よ
う
に
纏
め
て
お
く
。



０
　
教
育
の
自
由
の
問
題

国
側
は
教
育
の
自
由
を
原
則
的
に
は
否
定
す
る
。
準
備
書
面

（特
に
第
二
次
訴
訟
四
回
）

に
よ
る
と
、
教
育
権
の
所
在
に
就
い
て
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。

我
が
国
は
議
会
制
民
主
々
義
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
国
民
の
総
意
は
選
挙
を
通
し
て

国
会
に
反
映
さ
れ
る
。
よ
っ
て
国
会
で
制
定
さ
れ
た
法
律
は
国
民
の
総
意
思
で
あ
る
と

見
徹
し
得
る
か
ら
、
法
律
に
基
づ
い
て
行
う
限
り
、国

（具
体
的
に
は
文
部
省
）
が
教
育

の
内
容
に
関
与
し
た
か
ら
と
言

っ
て
、教
育
基
本
法
第
十
条
の

「
不
当
な
支
配
」
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
ｏ
寧
ろ
、
現
代
の
国
家
は
福
祉
国
家
を
実
現
す
る
た
め
、
公
教
育
制
度

を
設
け
、
教
育
の
機
会
均
等
、
内
容
の
保
証
、
水
準
の
維
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
積
極
的
に
教
育
内
容
に
関
与
す
る
責
務
が
あ
る
。
家
永
側
が
主
張
す
る

よ
う
に
教
育
内
容
を
教
師
が
定
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
国
民
の
総
意
を
反
映
し

て
い
る
保
証
は
な
い
し
、
そ
の
責
任
を
問
う
方
法
も
な
い
。
国
は
教
育
の
外
的
が
条
件

の
整
備
の
み
な
ら
ず
、
何
を
教
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
、
内
的
な
面
に
ま
で
関
与
で
き

る
の
で
あ
る
。

此

「国
の
教
育
権
」
の
主
張
は
高
津
判
決
に
於
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
即
、
教
育
行
政
も

民
主
々
義
の
原
理
が
妥
当
し
、
公
教
育
を
運
営
す
る
責
務
と
機
能
を
有
し
て
い
る
の
は
国
の

み
で
あ

っ
て
、
国
民
が
教
師
に
直
接
子
供
を
教
育
す
る
責
任
を
付
託
す
る
よ
う
な
こ
と
は
現

行
制
度
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
つ
て
教
育
基
本
法
第
十
条
の

「
教
育
は
…
…
国
民
全

体
に
対
し
て
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
…
…
」
と
い
う
の
は
教
育
者
の
心
構
え
を
宣
明
し
た
に

過
ぎ
ず
何
ら
の
法
的
効
果
も
生
じ
な
い
、
と
ｏ

一
方
、
こ
の
言
わ
ば

「
国
の
教
育
権
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
は
、
杉
本
判
決
で
宣
言

さ
れ
た

「
教
育
の
自
由
」

「
国
民
の
教
育
権
」
の
考
え
が
あ
る
。
同
判
決
に
よ
る
と
、
憲
法

六
条
第

一
項
は

「
す
べ
て
国
民
は
…
…
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利

を
有
す

る
」
と
定

め
、
第
二
項
で

「
す
べ
て
国
民
は
…
…
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る

義
務
を
負
ふ
ｏ
義
務
教
育
は
無
償
と
す
る
。
」
と
定
め
る
が
、
こ
れ
は
国
民

一
人

一
人
に
均

し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
証
し
、
そ
の
反
面
国
に
対
し
て
右
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
べ
き
責
務
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
右
の
子
供
の
教
育
を
受
け
る

権
利
に
対
応
し
て
、
子
供
を
教
育
す
る
責
務
は
親
を
中
心
と
し
た
国
民
全
体
に
あ
る
。
そ
し

て
教
師
は
直
接
に
此
責
務
を
親
か
ら
付
訟
さ
れ
、
自
ら
の
責
任
に
於
て
教
育
を
行
い
、
国
民

全
体
に
責
任
を
負
う
ｏ
国
家
は
右
の
責
務
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
助
成
を
其
任
務
と
し
、
教

育
内
容
へ
の
介
入
を
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
高
津
判
決
が
是
認
し
た

「国
の
教
育
権
」
と
根
本
的
に
対
立
し
、

教
育
基
本
法
第

一
〇
条
の
解
釈
で
は
更
に
顕
著
に
な
る
。
即
ち
、
国
の
教
育
行
政
は
教
育
施

設
の
管
理
等
の
外
的
事
項
に
限
ら
れ
、
教
育
課
程
等
の
内
的
事
項
に
権
力
的
に
介
入
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
介
入
は
同
条
の
言
う
不
当
な
支
配
に
該
当
す
る
、
よ
つ
て
　

一

教
科
書
検
定
が
教
科
書
の
記
述
内
容
の
当
否
に
ま
で
及
ん
だ
場
合
は
同
条
に
違
反
す
る
、
と
　
４．一

断
定
し
た
ｏ

教
育
の
自
由
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
教
育
と
い
う
も
の
の
見
方
、
評

価
、
議
会
制
民
主
々
義
の
解
釈
の
違
い
に
あ
ろ
う
。
国
側
及
び
高
津
判
決
に
よ
れ
ば
、
教
育

も

一
般
の
国
政
も
区
別
は
な
く
、
多
数
決
の
原
理
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
故
に
教
育
内
容
ま

で
も
国
に
付
託
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
家
永
氏
及
び
杉
本
判
決
に
於
て
は
、
教
育
そ
れ
自

体
学
問
で
あ
り
真
理
の
探
究
で
あ
る
。
従

っ
て
教
育
は
多
数
決
原
理
に
馴
染
ま
ぬ
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
人
間
の
内
面
的
価
値
観
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
教
育
の
内
的
事
項
ま
で
国
家
に

付
託
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
か
。

教
育
内
容
を
学
問
の
一
部
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
何
が
真
理
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
権
力

が
断
定
す
る
の
は
確
に
疑
間
が
あ
る
。何
が
真
理
か
を
追
求
す
る
の
が
学
問
で
あ
り
、教
育
も

又
学
問
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
権
力
的
に
介
入
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
教
育
基
本

法
第

一
〇
条
に
言
う
不
当
な
支
配
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
当
な
支
配
を
排
除
す
る
の
が
裁



判
所
の
任
務
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
何
が
真
理
で
何
が
正
し
い
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
正
し

く
な
い
ｏ
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
高
津
判
決
に
は
根
本
的
に
疑
間
を
感
ず
る
。
ま

た
文
部
省
が
第

一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
教
育
内
容

へ
の
権
力
的
な
介
入
な
ど
で
は
な
く
、

真
に
専
門
的
立
場
か
ら
の
助
言
、
指
導
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法

的
拘
束
力
な
き
指
導
で
あ

っ
て
も
、

「
正
し
い
も
の
へ
の
尊
敬
」

を
生
ぜ

し
め
る
は
ず
で

あ
る
。

０
　
今
後
の
問
題

現
在
は
高
津
、
杉
本
両
判
決
共
控
訴
審

の
段
階
で
あ
り
、
今
後
上
級
審
が
如
何
な
る
判
断

を
示
す
か
は
予
断
出
来
な
い
。

と
は
言
え
、
戦
後
の
教
育
斗
争
の
積
重
ね
が
杉
本
判
決
と
い
う
画
期
的
な
判
決
を
生
み
出

し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
も
は
や
此
判
決
の
意
味
を
軽
々
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
最
後
に
問
題
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
ｏ
そ
れ
は
教
師
に
教
育
が
付
託
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
個
々
の
教
師
の
恣
意
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
論
を
倹
た
な
い
。
こ
こ
に
言
う
教
師
は
教
師
集
団
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
の
子

供
を
教
育
す
る
責
務
を
付
託
さ
れ
た
教
師
集
団
が
今
後
何
を
な
す
べ
き
か
は
未
だ
十
分
議
論

が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（控
訴
審
で
は
此
点
に
就
き
若
千
の
論
議
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
今
は
略
し
て
ぉ
く
。
）

国
家
の
命
ず
る
ま
ま
の
教
育
を
行
う
の
は
寧
ろ
や
さ
し
い
。
真
に
国
民
の
求
め
て
い
る
も

の
は
寧
ろ
や
さ
し
い
。
真
に
国
民
の
求
め
て
い
る
も
の
を
探
り
出
し
、
教
育
実
践
を
積
重
ね

る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
杉
本
判
決
に
よ
っ
て
、
教
師
集
団
は
大
変
な
責
任
と
努
力

と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

∧
参
照
文
献
∨

教
科
書
検
定
訴
訟
を
支
援
す
る
全
国
連
絡
会
編
『家
永
・教
科
書
裁
判
』
（総
合
図
書
刊
）

独
協
申
学
生
に
対
す
る

標
準
学
力
診
断
検
査
の
結
果
報
告

児

島

康

夫

Ｏ
は
　
じ
　
め
　
に

か
っ
て
我
々
教
員
の
間
で
、

「
ど
う
も
独
協
中
学
生
の
成
績
は
思
わ
し
く
な
い
。
」

「
特

に
高
校
に
な
る
と
独
中
上
り
の
生
徒
の
出
来
の
悪
さ
が
目
立
つ
ｏ
」
と
い
う
よ
う
な
会
話
が

交
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
そ
れ
で
は
ど
れ
ほ
ど
悪
い
の
か
と
言
う
に
、
厳
密
に

他
校
生
と
比
較
し
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
言

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
教
員
の

印
象
か
ら
そ
う
思
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
中
学
か
ら
来
る
生
徒
と
比
べ
て
出
来
の
悪

　

一

さ
が
目
立

つ
と
い
う
時
も
、
そ
れ
は
学
力
に
お
い
て
な
の
か
、
素
行
に
お
い
て
な
の
か
、
性
　
４２一

格
や
気
質
に
お
い
て
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
感
が
あ

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

そ
こ
で
中
等
部
で
は
四
十
六
年
よ
り
三
年
間
、
全
国
標
準
学
カ
テ
ス
ト
を
行
い
、
ま
ず
学

力
に
つ
い
て
本
校
生
徒
が
相
対
的
に
ど
れ
く
ら
い
良
い
の
か
、
ま
た
は
劣

っ
て
い
る
の
か
試

し
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
今
後
の
指
導
の
あ
り
方
進
め
方
を
探

っ
て

い
く

一
つ
の
基
礎
資
料
に
な
れ
ば
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

○
用
い
た
テ
ス
ト

テ
ス
ト
は
教
育
科
学
研
究
所
編

「
中
学
校
学
力
診
断
検
査
」

（
日
本
文
化
科
学
社
）
を
用

い
、
国
語

・
数
学

。
英
語
の
三
教
科
に
つ
い
て
行

っ
た
。

こ
の
検
査
は
、
文
部
省
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
し
て
お
り
、
問
題
も
特
定
の
教
科
書
に
偏

す
る
こ
と
が
な
く
、
典
型
的
な
も
の
を
選
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
ｏ

検
査
形
式
は
客
観
的
方
法
を
採
用
し
て
ぉ
り
、
多
肢
選
択
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
だ



し
、
数
学
の
よ
う
に
特
に
思
考
過
程
を
重
視
す
る
も
の
で
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
い
な
い

も
の
も
あ
っ
た
。

こ
の
テ
ス
ト
が
作
製
さ
れ
る
ま
で
に
は
全
国
各
地
で
延
ぺ
四
五
、
○
○
○
人
を
対
象
と
し

て
実
験
を
繰
り
返
し
た
そ
う
で
、
こ
の
問
題
の
妥
当
性
と
信
頼
度
が
確
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
こ
か
ら
全
国
標
準
の
学
力
偏
差
値
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
後
に
掲
げ
る
図
表
に
は
、
偏
差
値
段
階
を
１
か
ら
５
ま
で
記
し
て
あ
る
が
、
１
は
偏

差
値
３４
以
下
、
２
は
３５
ｔ
４４
、
３
は
４５
ｔ
５４
、
４
は
５５
セ
６４
、
５
は
６５
以
上
で
あ
る
。

〇
結
　
　
　
果

０
　
全
般
的
に
見
れ
ば
、
本
校
生
徒
の
学
力
は
全
国
平
均
と
比
し
、
う、
な
り
上
回
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

（図
１
、
図
３
参
照
）
標
準
分
配
曲
線
よ
り
著
し
く
右
の
方
、
即
ち
段
階

５
の
方
に
寄
ら
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
公
立
学
校
と
比
べ
、
入
試
で

一
応
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
生
徒
が
入
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
第

一
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
ｏ

ま
た
都
市
部
は
地
方
と
比
べ
、
平
均
学
力
が
高
い
と
い
う

一
般
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に

一
年
の
英
語
に
お
い
て
は
っ
き
り
わ
か
る
と
思
う
ｏ
英

語
に
対
す
る
関
心
は
、
地
方
に
比
べ
都
市
部
は
逢
か
に
高
い
と
言
わ
れ
る
。

０
　
四
四
年
度
、
四
五
年
度
入
学
生
徒
に
比
べ
、
四
六
、
四
七
、
四
八
年
度
入
学
生
は
年

を
追
う
毎
に
向
上
し
て
い
る
。

（
図
１
、
図
３
、
図
４
）

理
由
は
最
近
世
間
に
お
け
る
独
協
の
評
価
が
再
び
高
ま
り
、
入
学
者
が
精
選
さ
れ
て
き
た

こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
六
年
度
の
二
年
生

（
四
五
年
入
学
）
と
二
年

生

（
四
四
年
入
学
）
は
、
三
学
級
、　
一
四
〇
名
ほ
ど
で
あ
り
、
四
四
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
受
験

者
は
ほ
と
ん
ど
全
入
で
き
た
時
代
で
あ

つ
た
ｏ
し
か
し
以
後
年
々
精
選
さ
れ
て
く
る
よ
う
に

な
り
、
定
員
も
一
八
〇
名
、
四
学
級
編
成
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
本
校
は
四
七
年
度
ま
で
、
都
内

一
流
私
立
中
学
と
い
わ
れ
て
い
る
学
校

の
試

験
日

（
二
月

一
日
）
と
は
日
を
ず
ら
し
、
二
月
二
日
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
い
わ
ば
す
べ
り
止
め

で
受
け
る
者
が
多
く
、
合
格
し
て
も
か
な
り
の
者
が
手
続
き
せ
ず
に
他
に
流
れ
る
と
い
う
傾

向
が
あ

っ
た
が
、
四
八
年
度
か
ら
は
二
月

一
日
に
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
最
初
か
ら
独
協

を
第

一
志
望
に
す
る
者
が
ふ
え
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
独
協
だ
け
の
傾
向
で
は
な
く
、
学
校
群
制
度
に
よ
る
都
立
高
の
不
評
判

と
、
そ
れ
に
伴
う
私
立
学
校
再
評
価
の
気
運
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
独

協
医
大
創
設
の
こ
と
も
影
響
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
情
が
年
を
追
う
毎
に
成
績
が
向
上
し
て
い
る
事
実
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
以
上
の
傾
向
に
一
つ
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
四
八
年
度

一
年

生
の
数
学
が
、

四

六
、
四
七
年
度
生
と
比
べ
、
目
立

っ
て
落
ち
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
標
準

テ
ス
ト
は
毎
年
五
月
に
実
施
し
、　
一
学
期
に
実
施
す
る
場
合
に
は
中
学

一
年
用
で
は
な
く
小
　

一

学
校
六
年
ま
で
の
内
容
を
持

つ
中
学
新
入
生
用
を
用
い
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
　
４３

に
従

っ
た
ｏ
だ
か
ら
こ
の
落
ち
込
み
は
、
最
近
広
く
問
題
に
な

っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

「
数
学

　
．

に
つ
い
て
い
け
な
い
子
」
が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
小
学
校
課
程
に
お
け
る
数
学
基
礎
力
が
最
初

か
ら
か
な
り
欠
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
中
学
校
に
お
け
る
数
学
の
授
業
も
こ
の
点
を
十
分

考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

０
　
偏
差
値
は
７５
が
最
高
で
あ
る
が
、
得
点
か
ら
み
る
と
、
そ

れ
以

上
の
者
が
、
各
学

年
、
各
教
科
、
必
ず
数
名
は
居
る
。
こ
の
偏
差
値
７５
＋
α
と
い
う
極
め
て
優
秀
な
生
徒
を
い

か
に
伸
ば
し
て
い
く
か
、
な
い
し
は
伸
び
る
の
を
邪
魔
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
今
後
大

い
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
我
々
は
と
か
く
成
績
下
位
者
に
そ
の
関
心
を
奪
わ
れ
易
い

が
、
本
来
力
の
あ
る
生
徒
を
い
か
に
豊
か
に
向
上
さ
せ
る
か
を
考
え
る
こ
と
も
同
時
に
必
要

な
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
六
ケ
年

一
貫
教
育
と
い
う
こ
と
や
私
学
の
特
色
と
い
う
こ
と

が
大
い
に
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
・



０
　
こ
の
標
準
テ
ス
ト
を
三
年
間
受
験
し
た
の
は
四
六
年
度
入
学
生
で
あ
る
が
、
彼
等
は

ど
の
教
科
に
お
い
て
も
三
年
生
に
な
る
と
成
績
が
落
ち
て
い
る
。

（
図
１
、
図
２
）
こ
の
傾

向
は
四
六
年
入
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
学
年
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

（
図
１
、
図
４
）

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
本
校
だ
け
で
は
な
い
一
般
的
な
傾
向
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
校

で
は
高
校
入
試
の
た
め
の
受
験
勉
強
が
特
に
必
要
で
な
い
、
と
い
う
特
殊
条
件
も
大
い
に
関

係
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
公
立
学
校
の
生
徒
に
比
べ
、
や
は
り
″
だ
ら

け

て
い

る
″
と
い
う
感
は
免
れ
な
い
。
受
験
勉
強
を
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の
は
別
に
悪
い
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
権
な
の
だ
か
ら
、
大
い
に
そ
れ
を
活
か
し
て
、
本
来
の
中
学
生
活
を

過
ご
す
た
め
に
そ
の
精
力
を
傾
け
て
は
し
い
も
の
で
あ
る
。

Ｏ
今
後
の
課
題

標
準
テ
ス
ト
を
三
年
間
行

っ
た
最
大
の
収
穫
は
、
独
協
中
学
生
の
学
力
を
他
と
の
比
較
に

お
い
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
本
校
生
は
学
力
に
お
い
て
全
国
標
準
よ
り

劣
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
否
、
寧
ろ

一
般
的
に
は
か
な
り
高
い
学
力
を
持

っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
素
質
を
持

っ
た
生
徒
を
い
か
に
教
育
し
、
更
に
鍛
え
て
い
く
か
が
我
々
教
員

に
与
え
ら
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
常
識
的
な
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で

も
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
も
う

一
度
確
認
す
る
必
要
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

「
基
礎

学
力
を
つ
け
る
」
と
い
う
中
等
部
基
本
方
針
の
第

一
番
目
の
目
標
も
、
果
し
て
そ
の
具
体
策

が
ど
れ
ほ
ど
講
じ
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
教
育
は
教
員

一
人

一
人
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
で
は
あ
る
が
、
各
教
科
、
各
学
年
会
、
中
等
部
会
、
教
諭
会
議
等
々
で
組
織
的
、
全
体

的
に
、
き
め
細
か
な
具
体
策
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
他
、

一
学
年
に
数
名
は
存
在
す
る
偏
差
値
段
階
１
、
２
に
属
す
る
者

（
図
５
）
に
対

す
る
対
策
、
中
学
入
試
に
お
け
る
厳
選
の
問
題
等
、
課
題
は
大
き
く
拡
が
る
が
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
語
る
に
は
ま
だ
ま
だ
資
料
不
足
、
検
討
不
足
で
あ
る
の
で
、　
次
の
機
会
に
改
め
て
論

ず
る
こ
と
と
し
よ
う
ｏ

∧
付
記
∨
　
以
上
三
篇
は
、
昭
和
４９
年
８
月
２２
日
２
２４
日
に
千
葉
県
館
山
市
の
独
協

学

園

「海
の
家
」
で
行
わ
れ
た
独
協
中
学
校
、
独
協
中
高
校
教
職
員
組
合
共
催
の
教
育
研
修
会
に

出
さ
れ
た
報
告
を
基
調
に
し
て
、
大
々
の
担
当
者
が
新
に
書
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

（編
集
部
）
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図 1 年度による段階別の割合

事項
1   年   生

|

2   年   生 3   年   生

偏差 値段 階

理 論 上 の %|17 24 38 24 7 24 38 24 24 38
124

7

国

　

　

語

数

　

　

学

18.0

図2 46年度入学

生が,どう

変化してい

るか

図3 46～侶年度

一年生の成

績

46年度 17.3 54.1 28.6 2.0 27.9 50.3 19,7 5。 9 52.9 33.8 7.4

47″ 11.7 52.3 34.9 1.6 10.8 47.9 39.8 6.1 22.5 47.6 7.4

実

際

の

％ 48″ 0.5 12.4 49.4 37.6 10.0 38.4 51.6 0.6 1.1 23.0 57.4 18.0
|

46年度 0.5 5.4 13.3 43.0 32.8 
|
6.0 4.2 31.2 45.1 12.5 3.0 B.4142.5 30.6 10.5

47″ 0.5 5.4 18.7 41.7 33.7 16.0 56.3 27.7 s.sl ss.s 24.8 5.7

実

際

の
％ as " ll o.o 7.1 20.8 49.1 22.4 1.6 12.6 53.7 32.1

0.7

56.46.
|

81 31.8 5.0

英

　

　

語

実

際

の

％

46年度 2.
|

01 18.7 20.0 59.3 1.7 4.1 27.3 36.4 30.6 9.9 33.3 38.7

47″ 0.6
I

1.21 7.2 25.0 66.0 0.7 5.3 41.0 53.0 0.8 4.2 32.5 40.0 22.5

48 rr
|

1・ 01 7.6 17.7 73.4 8.4 29.9 61.7 2.0 17.6 48.1 31.8

科 目
年度 46年 47年 48年

国
5の段階の者 53名 70名 33名

1と 2の 者 0″ 3′′ 3″

数

5の段階の者 61″ 50″ 9″

1と 2の 者 11″ 0′′ 12″

英

5の段階の者 89″ 80′′ 47″

1と 2の 者 3′′ 1″ 2′′

科目
|

年度 46年 47年 48年

国

5の段階の者 53名 66名 73名

2の 者
||

1と 0′′ 2″ 1″

数
5の段階の者

1と 2の 者

61″ 63″ 41″

11″ 11″ 14 tr

英

5の段階の者 89″ 108″ 115″

1と 2の 者 3″ 3″ 2″
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国5 偏差値段階

1と 2の者

図6 偏差値段階

5の者

※偏差値 1の者はごく少数,ほ とんどが 2

※ ( )は学年3グ ラス,140人前後の時代

他は 4グ ラス,190人前後

国

=五

1年 生 2年 生 3年 生

46年度 0人 (3人 ) (8,人 )

47 rr 2′′ 3′′ (9人 )

48″ 1′′ 0′′ 3人

数

学

学年 1年 生 2年 生 3年 生

46年度 11人 (6人 ) (22人 )

47〃 ll rr 0′′ | <rs">

48 ′′ 14″ 3′′ 12′′

英

1年 生 2年 生 3年 生

46年度 |
i3人 (7人 ) (11人 )

47 ′′ 3′′ 1′′ (6″ )

48 ′′ 2′′ 0′′ 3′′

国

I年 生 2年 生 3年 生

46年度 53人 (29人 ) (10人 )

47 rr 66′′ 74′′ (35人 )

48il 73il 98′′ 33″

数

学

年度
1年 生 2年 生 3年 生

46年度 61,,\ | frar,,> (14人 )

47 rr 63′′ 50′′ (8人 )

48 rr 41′′ 62″ 9′′

英

1年 生 2年 生 3年 生

46年度 89人 (37人 ) (20人 )

47il 110′′ 80′′ (27′′)

48″ 616′′ 103″ 47′′
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ヒュームが完璧な時代様式を確立した中世に強く惹かれ,新 しい古典主義を標榜 したことは偶然ではない。

芸術様式のないところに健全な芸術

“

生まれない。中世においては,芸術家は自から一介の職人,あ るいは

一個の製作者をもって任 じていた。ただものを製作すれば立派な芸術が生まれたのである。製作の背後に強力

な精神的背景があったからである。中世における個々の芸術作品は,こ の精神的な背景に支えられて健全な芸

術となりえたのである。

しかし,近代においては,こ のような一貫した精神的背景がない。すなわち,一定の芸術様式をもたないの

である。ルネッサンス以降の近代の芸術家は,自 から様式から逃がれ;孤独を求めたのである。芸術における

様式の喪失がここにはじまる。ロマン主義は孤独礼賛であり,様式からの積極的な逃亡を意味するo様式の喪

失は,言葉を換えれば,精神の共同体を喪うことである。がひとたび,こ の共同体が喪くなれば,芸術家は己

れ以外に頼るべきものがなくなる。芸術家はただひたすら自己の能力を頼 りに,日 々に新たな「 実験」を重ね

てゆかねばならない。こうして互いに脈絡を欠いた,孤立した作品の実験場が出来あがる。これがほかならぬ

ロマン主義の宿命ではないか。
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心的,自然主義的世界観をもつに至ったと言える。中世においては,人間は限 られた存在であり,つねに神に

操られる立場にあるとの自党があった。しかし,近代の人間は世界の,宇宙の主人たらんとする。原罪の観念

はルネッサンスとともに滅びたのである。しかし,神の観念が消えたのではない。榊は遍在するという汎神論

がその証拠でもある。「神」は姿を変えて生き続ける。このような考え方は,近代思想の根幹をなすヒューマ

ニズムと自然主義に支えられている。

近代人の信仰はほかならぬ人間の理性にたいする信仰である。一切の価値判断の能力は人間に内在すると信

じるのである。近代における人間の理性はひっきよう,中世における神と同等の権威をもつことができた。

ところが,こ の近代人の理性信仰の基盤が 19世紀末には瓦解しはじめる。mっ て考えてみれば,理性も結

局,自然物の一部に過ぎぬから,完全無欠である筈はない。理性も時 として間違いを犯す。同じ自然物である

理性を信 じてもいつか破綻が訪れる。理性が人間にたいして課坂を起さぬという保証はどこにもない。

近代の誤診をとおして,われわれは改めて己れ自身に問いかける。神なくして果して一個の人間た りうる

か, と。

ある特定な時代には,教義には思われず,人間精神の不可避なカテゴリーのように思えるある種の教義

がある。ひとはそれを単なる正しい意見とは見倣していない。それ がまったく精神の一部 となってしま

い,そ の極めて奥深くにあるので,実際にはひとはそれを全く意識しないからである。ひとはそれを見る

のではなく,それを通して,他のものを見るのである。

これは近代ヒューマニズムに向けたヒュームの批評である。

彼は果して中世を,あ るいは中世主義 (ミ ディーヴァリズム)を ど う見て い るか。ヒュームは書い てい

る
一

私は,ヒ ューマニズムが単に新たな中世主義に場所をあけるために崩壊しつつあると想像するのでは決

してない。

新しい時代が中世主義と共有する唯一のものは,人間の ある絶対的な価値への従属というこ とであろ

う。

これ と同 じような考え方を,スペィンの哲学者ホセ 。ォルテガ・ イ・ガセットは古典時代についてこう述べ

ている。

人間は限 られた存在であり,相対的な次元から一歩も脱け出られないが,同時に,絶対的な価値,完全

性を捉えることはできる。

厳密に言えば,古典作家だけが古共的なのである。つまり自己自身と一致しているのである。全く別な

時代に古典作家たちを食って生きよ, と要求するのは,その時代に自己偽造を強いるものである。古典作

家から学び,手本としうるものは,その思想の文字通りの内容ではなく,かれの思想と生との間の驚くべ

き合致,かれがそのなかで活動していた完璧な自己との一致である。
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あらゆるロマン主義の根紙にある考えは次の通 りである。個々の人間は,可能性を無限にかかえた貯蔵

庫であり,も し抑圧を加えている現制度を打破することによって社会を変革できたならば,そ の可能性は

実現の機会にありつき,進歩が達成されるであろう・……

古典主義とは,これとは正反対の考えであると定義してよいであろう。人間は極めて固定され,限定さ

れた動物で,その性質は絶対不変であるoなにかまともなことを人間に期待できるとすれば,それは伝統

と制度の力に候つほかない。

ヒュームの提唱する「宗教的態度」とはいかなる内容のものか。それを説明するためには,時代の推移にと

もなう人間観の変遷を,あ らまし辿ってゆくのが早道であろう。

西ローマ帝国の滅亡 (476AD)に 伴い,古代国家のメカニズムが崩壊したとき,「全体性の倫理」に個

人の生の意味を看ていた人間は,も はや生の支点を失なった。それまで信 じて疑わなかったものが,実は見せ

かけに過ぎないとわか り,生きることの不安に戦いたのである。こうした危機に直面して,虚脱状態に陥った

個人に残された道は,「個人の生」以外にはなかった。

ここに,全体ではなく個が,全体の倫理ではなく個の倫理が,問題 となった。主体の存在そのものが総体性

において問われだしたのである。ここにキリスト教の出発点があると考えられる。こうして人間は,絶望とい

う契機を介して,本来独 りだちできる存在ではなく,自 己を支える柱は,自 身にも社会にも存在しないことを

認め,己れの レーゾン・デー トルを人間の外部に索めた。相対の次元に浮動してやまぬ人間は,永遠に厳存す

る絶対者とのかかわ りを通して初めて,己れの存在理由を見出したのである。絶望の状 況のも とでの この

「絶対の探究」が,中世における神の発見をうながした。

中世紀の思想を特色づけている根本の教説は原罪説である。人間は生来悪しき存在であり,神の国に入って

はじめて善きものとなれる。アダムとイプの没落によって,人間は超自然的な神の思寵の世界から永久にエグ

ザイルになったのだという信念,これが原罪の教義の根本である。ヒュームの言葉を引用すると,

こうした信念が,中世の全文明の中心であり,経済生活の性格さえも,就中,原罪を教説としてではな

く,む しろ事実として受け容れることに由来する倫理に規制されていたのである。

かって,ギ リシヤ人及びローマ人にとって,存在とは,人間と人間を取 り巻く可視的,不可視的な自然 との

関わ りあいのなかで成 りたつ問題であった。中世になると,価値の世界は此岸ではなく,彼岸に,自然ではな

く超自然に移行した。人間がその存在の意味をもちうるためには,ぜひとも神が必要となった。人間の絶対的

価値への従属という関係を通して,ひ とは己れの当為を知 り,存在を獲得したのである。

ヨーロッパにおける中世,紀元 4, 5世紀に始まり,ル ネッサンスに幕を閉じる約 1千年間は,暗黒時代と

よく言われる。寺院建築を除けば芸術を生み出さなかったという点で肯づけないこともない。しかし中世紀そ

れ自体が偉大な芸術であったo芸術がなくて生活だけだったとしても,その生活が芸術であった。中世紀の人

間は,神に東縛されることによって逆に,自 由を手に入れたのである。

ルネッサンスは中世の,云わば閉ざされた世界への反逆である。それは神の引力圏からの果敢な脱出の試み

であり,同時にそれは,孤独な冒険の旅立ちでもある。眠っていた自我が眼を覚まし,徐 々に膨みはじめる。

中世の人間が神中心的,超 自然主義的世界観をもっていたとすれば,ルネッサンス以降の近代人は,人間中
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起したのである。

ヘーグルが連続的なものの見方をするのに対し,キ ェルケゴールは非連続的な見方をするo前者 が人間を

「 永遠の相の下に」みるのとは反対に,後者は人間の現実を「 死の相の下に」みるo人間を無限の可能性を秘

めた被造物としてではなく,刻々に減びゆくものとして捉えるのである。

T・ E・ ヒュームの「 体系」にたいする考え方はキェルケゴールのそれにかなり近いo宇宙とはなにか,を

哲学の第一義的な問いとするか,それとも,人間はどうあるべきか,の追求 をその使命 と考えるか,別言す

れば,哲学の究極目標を論理的に筋の通った体系に求めるか,個人の救済に求めるかで,哲学の質が違ってく

る。この非体系的な考え方は古くは「三つの秩序」を説くパスカルにまで遡る。

「生の解釈」を厳密な科学 としての哲学から切 り離そうとするToE・ ヒュームの主張には積極的な意図が

ある。

ひとつの世界観は必らずしもひとつの哲学と関連するものとは限 らない。なんらかの「生の解釈」を見

出そうとする努力,存在の謎 と思われるものを解明しようとする努力は,明 らかに人間精神の不易の特徴

である。しかしそれは,哲学に表現されるだけではなく,文学にも表現されるo

これは結局,近代の人間観の再検討につながる。

ところで,「思索集」の内容を便宜上,項目別に挙げてみると,次のようになる。

(1)近代哲学批判

② ベルグソンの芸術哲学

0 ロマン主義と古典主義

一 その人間観における差違

0 宗教的態度

―
ネオ・ グラシシズムの唱導

⑤ 現代芸術とその幾何学的性格

(6)「灰儘」

一
比喩形式による世界観の粗描

ここでは,0と0の項目に絞って解説を試みたい。もっとも,ヒ ュームのロマン主義攻撃には,論 じ方に粗

さがみられ,必ずしも公正でないとする見方が,今日の通説 となつているoしかしながら,彼のネオ・ グラシ

ンズムを標傍する姿勢には首尾一貫した主張があり,今 日われわれの関心を惹くに足る要素が少なくないと思

われる。

ロマン主義と古典主義を対比させて,ヒ ュームはたとえばこんなふうに書く。

ロマン主義者は,つねに無限を話題にしていなくてはならない。飛躍すること,深淵の上を軽々と飛

び,永遠のガス体の中へ飛び去ること,こ れがロマン主義者の定石である………̈
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しかしながら,概観するかぎり, 19世紀はやはり,合理主義が全盛をきわめ,人間の進化o可能性を実証

したチャールズ ,ダーウィンに凱歌が上った世紀であり,瞬間のうちに永遠を観照するロマン主義がその抒情

を高らかに謳いあげることので きた時代であると言える。  l    .1    ..  .   .ヽ 1

ロマン主義は元来,合理主義に抗うことに,その使命も存在理由もあったことは確かであるが, 20世紀の

限には,それは異次元の対立としてではなく,同次元の対立として映る。合理主義もロマン主義も,人間の能

力にたいするある種の根深い,共通の信念に支えられている。この信念こそ,西欧つ近代を一貫して特色づけ

ている精神的土壊であり,近代的ヒューマニズムの母胎そのものに外ならない。

ロマン主義のものの見方は,個人の心的経験をきわめて高く評価 し,個:人の有限 的な心の世界を無限の世

界,すなわち,超越者 (神)の世界へ飛躍させて考えるもの:である。人間と神の世界を断絶したものとしてみ

るのではなく,神の世界を人間の右限的な世界の延長線上に,連続的にみるのであるb i

このような連続的なものの見方,有限 と無限 との間の亀裂には眼をつむ り,有限なもののなかに無限の意味

の象徴を読みとろうとする態度,こ うした「見方」や「態度」は,ややもすると,その本来の立場や限界を逸

脱し,絶対的な「原理」の様相を呈するようになる。これがほかならぬ,ヒ ュームが『思索集』1の 冒頭で批判

している「連続」の原理 (thO PrinCiPle of″
"″"“

″夕)であるが,19世 紀の西欧はこうした原理に支え

られている。

「連続」の思想に哲学の裏づけを与えたのは,恐 らくデカルトが最初であり,次いでスピノザが汎神論的一

元論を展開してこれを体系的に明確化し,ヘーグルに至って「連続」の思想の体系化が完結している。

ヘーゲル的な世界では,人間自身が神となり,神たることを自党するのであり,従って,神 と人間との間に

絶対的・質的な断絶はない。そして最後には,絶対的精神の自党に到達するというオブティミズムが君臨して

いる。すべては「永遠の相の下に」みられる。

ところが, 19世紀の初期に早くも,「断絶」の思想をもってこの「連続」の思想に挑んだ宗教思想家が ,

デンマークにあらわれたo言 うまでもなく,ゼー レン・キェルケゴールである。

キェルケゴールがその生涯を通して追求したのは,個の倫理の問題であり,瞬間と永遠,時間と死の主題で

あり,罪 と贖いの課題であった。『死に至る病』のなかで彼はこう書いている。

審判は「集団」 (En masse)では行なわれないのである。大勢 の人々を集 目的に撃ち殺すことはでき

る。集団的に水をぶっかけることもできる。集団的にご機嫌をとることもできる。要するに,い ろいろの

仕方で人々を家畜のように扱うことができるのだ。しかし,人々を家畜のように裁く,これはできないこ

とだ。なぜなら家畜を裁 くことはできないから。よしんば裁かれる者の数がどれほど多かったとしても,

裁 くということが厳粛なことであり,真実なことである'べ きならば,単独者のおのおのが裁かれるのであ

る。.

この単独者という範疇は,ヘーグル的な思弁の世界では正当に位置づけられることがない。云わば余計者と

して,常に厄介払いされる運命 (さだめ)なのである。

キェルケゴールは,ヘーゲル哲学の根本命題である「外なるものは内なるもの,内なるものは外なるもの」

という思想に対し,いち早 く異端的な懐疑を唱え,人間の理性を神の次元にまで引き上げようとする思弁哲学

の優傲性を衝き,神 と人間との絶対的な距離を説いたo体系から落ちこばれる単独者の実存の課題を,彼は提
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る。資本主義経済が社会に繁栄をもたらすかぎり,人間は己れの理性を信 じることができ,近代文明の思恵を

ひたすら享受できたのである。                                 ,「 i

ところが,こ の繁栄の畳 (と き)も ,いつしか日没をむかえることになる。資本主義経済は,世紀末に近づ

くにつれ,しだいに行き詰ってくる。と同時に,近代哲学のいわば極限をしめすヘーグル.哲 学が_やが て崩壊

し,その崩壊は必然的に世界観の分裂を招来する。人間の幸福を約束するかに見えた自然科学と,それに裏づ
:

けられた合理主義は,あ らたに不信 と疑惑の眼で顧 りみられるようになる。世紀末の不安 と混乱が,個人の内

面世界に暗い影を落しはじめる。

・ 魂が,か くも久しく盲目にもよりかかっていた支柱が,多 くは,腐敗しているのに気づき始めた。それ

らをみな疑いはじめたとき,絶対的な信頼をもって受け入れられてきた多くの伝統的意見に対して虚無を

感 じはじめた。恐ろしい不安のうちに,一体信 じられるものがなにかまだ残っているのかと疑いはじめた

とき,それはなんと怖ろしい瞬間であろう。人生はその意味を失ない,はかなきものとなる。墓場こそす

べての終 りと見え,人間の書もただ名のみとなり,大空は,そ こから神ご自身が姿を消した,死せる暗黒

の虚空だ。

神学者フレデリッタ・ ロパー トスンは,ヴ ィクトリア朝人の不安な心情をこう告白している。

現実にたいする同じようなネガティヴな心情を詩人 (ToE・ ヒューム)はどう訴えるか。『思索集』のな

かの「灰儘」と題する断片的な文章群からいくつか引用しよう。

すべては流動である。道学者たち,やたらに大文字で書く人達は,流動の外側に枠を,河流のかわ りに

堅固な堤防を,筏 よりもむしろ棧橋を見いだそうと企てる。真理とは,一般的な流動のうちにあって,あ

る特定の党派 (セ クト)に役立つものである。

ただ意識という事実のなかでのみ,世界における統一というものはある。参照,午前二時のオタスフォ

ー ド街。見る人 (の意識)に よって繋ぎ合わされるほかは,すべてが泥渾で,か ざりがない。

自然の統一は,極めて人為的で脆い橋梁,庭の網である。

倦怠や嫌悪,気分の悪い瞬間,一 時折 り気分が滅入ったり,病気にかかったりというのでなくて,根

原的な倦怠や混沌。世界はかかるものから築かれ,知識人に傾聴者が必要なように,世界に欠くことので

きぬものなのだ。

ある蒻 な心,一 生命のない大沙漠にも似た精神,一 そして街上の行進曲の音が波のようにこの沙

漠の上を通り,それを統一するが,やがて去って了う。

世紀末の心象風景は,こ のように, 19世紀ロマン主義ほんらいの楽天的な彩 りを変え,動をふかめ,不協

和な調べを奏でながら,新 しい時代の開幕を告げている。
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紹 介 と 書 評 (二 )

TOE・ ヒューム著
ハーバー ト・ リー ド編 『思 索 集』 (原題:シ″″α″οπs)

藤 本 義 信

これはT・ E・ ヒュームが生前,覚えがき風に書きとめておいた移しい記録の断片を,ヒ ュームの死後,ハ

ーパー ト・ リー ドが整理し,編集して, 1924年に刊行した,一種の芸術哲学論集である。

ヒュームは,1883年 9月 16日 ,イ ングラン ドのノース・ スタフオー ドシアに生まれた。大 学 は ケ ムブ

リッジのセント・ ションズ・カレッジに学んだが,喧嘩に深入 りしたなどの理由で退学処分に なり,のち復

学したが,正規の課程は修了していない。20代前半に,カ ナダ,イ タリー,プ ラッセル,ベルリンと,短期間

にあちこち旅に出る。 1909年には,ベルグソン哲学に関するいくつかの評論を発表する。ベルリンに滞在

中, ドイツ哲学や心理学に関する広汎な知識を吸収し,1就中, ドイツの美術史家,ヴ ィルヘルム・ ヴォリンガ

ーから大きな影響を受ける。

その後,彼はロン ドンに定住し,持前の強烈な個性 と斬新な考え方で,知的なグループ,「詩人クラブ」を

つくり始める。このグループには,先頃他界したエズラ・パウン ドや,デスモンド・ フイツジエラル ド,T・

S。 フリント等のイマジスト達がいる。

1910年代の英米詩壇を賑わしたものに所謂イマジス ト運動がある。 1906年頃,ア メリカを脱出し,

ロン ドンに落ち着いていたエズラ・パウンドが,当時すでに「詩人タラブ」を率いていたヒュームを知り,そ

の特異な芸術観に惹かれて,イ マシスト運動を起こす。

イマジスト運動 (lmagist Movement)と は,手短かに言えば,フ ランスのサンポリスム (SimbO■ Sme)

の流れを汲む一種の日語自由詩運動で,言語のイメージに詩的生命のす べてを賭けて,詩そ のものか ら抽象

的,論理的表現をできるだけ排除し,絵画的な効果を最大限に引き出そうというのが,そ の主な狙いである。

イマジズム (lmagiSm)は , 1917年頃を境にして急速に衰えるが,そ の余映は意外に尾をひいて,最近

では本国のイギリスよりもアメリカの詩壇に受け継がれている。

ところで,『思索集』はその取扱っている対象がヨーロッパの近代哲学であり,絵画や彫刻を中心とする近

代美術一般であるところから,綜合的な分析を試みるためには,文芸思想史における西欧中世・近代の包括的

な時代認識や幅広い文明的な視野が必要とされる。本稿では,『思索集』に関するひとつの紹介ノー トとし

て, 19世紀から今世紀初頭へかけての過渡的な時代思潮の側面に焦点をあてながら,ヒ ュームの提唱するネ

オ・タラシシズムの概要を解説するにとどめる。

19世紀の西欧は,社会経済史の観点に立てば,資本主義の時代,精神思想史か らみれば,合理主 義の時

代 ,と 要約してよいであろう。十八世紀の中葉にイギリスに興 り,やがて西欧全土に広がる産業革命は, 19

世紀西欧において急速に資本主義社会を形成する原動力 とな り,同 じく19世紀に驚異的な進歩を とげた自然

科学は,哲学の領域に決定的な影響を及ぼし,西欧合理主義の精神に近代的な 理論の支柱を あたえ たの であ
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族の侵入について記録されているものと無関係でないとし,王侯たちが Shalamと い うセム系の言葉を述べ

ていることに注意している。更に諸記録にセ トの名があげられていること, リビア人を除き同盟者に割礼の風

習があったことなどに言及し,メ ルネブタハ王の時の侵寇者もセム族であると見薇すのである。しかしNibbi

も ``ISrael Stela iS a pOetiC eu10gy Of the uniVerSally ViCtOriOuS PharaCh。 '' と云っているようセこメル

ネプタハ王に対する過大な賛辞であり,最後の箇所は海の民族とは無関係に記載されていると見た方がよいの

ではないか。ISmel Stelaは ISr"1の名が始めてエジプ ト記録に登場するものとして重要であるが,いわゆ

る「海の民族」とイスラエルを関係づけるのは無理があるように思われる。Nibbiは 結論として,エジプ トに

対する侵寇者は伝統的な敵対種族であり,問題はその種族名とエジプ ト北部のアジア地域の名称と結びつける

ことであると述べている。以上で Nibbi説のアウトラインと若干の批評を述べたが,全体的に見て Nibbiの

説はエジプ ト語学者としてエジプ ト語の用法につき慎重な態度をとるべきであることに注意を促しており,そ

の点は大いに参考になるものがあると思われる。しかし Nibbi自身も本書においては G“at Cree口 をナイ

ル河口地帯と限定し,島嶼をデルタ地帯に存在したとしているが,本書より数年前に発表した lhe Tyrheni‐

ansでは G“at Creenを ヨルダン流域地帯と見て,島嶼をその地帯の諸都市という見解を示 しているのであ

るから,未だその所説が完全に確定 しているとは云い難いのではないか。COnOquiumの diSCuSSiOnに於て

も Bamettは Great G“ enが地中海を示すことが一般にエジプ ト学研究者に認められていると述べ Drower

も第十八王朝の墓碑銘より ``Keftiu ttd the ISle in the midst of the Crett G“ en.''と ぃぅミノア・シ

ュケーナイ風の衣服をまとったケフティウ (ク レタ人)の例をあげ Nibbiに 反論している。(5)Nibbiは エジプ

ト語学者として重要な問題提起をしたが,その説は未だ確固たる基礎の上に立っていない憾みがある。更に考

古学的所見を省みないことがその説の弱点の一つであろう。例えば PhiHStineに ついて Dothanはかれ等の

遺した土器 (B.C.12～ 11世紀)が,後期 ミユケーナイ様式の上器と確実につながりを持ち,女性土偶・神殿装

飾物などもミュケーナイ文化と関連 していることを説いている。(6)かかる考古学的な発見を無視して, 
′′エジ

プ トの伝統的な敵であるアジア人 "と いう漠たる推定では説得力に乏しい。日本の邪馬台国問題の場合もそう

であるが,歴史学・言語学・考古学 。民族学などの諸学が緊密に提携して論を進めない限 り,一方的な観点の

立場に立ってしまい誤った結論が導き出されよう。

(注 1)Budgeによるとセ トは確かに荒地または砂漠の神であり,邪悪な神であるが,ホ ルスと共にセテイ

1世に生命の神酒をふ りかけている光景を刻んだ浮彫 りがテーペにあり,非常に古い神格であるようであ

る。セム族の Baalと同一視されるのは後世のことで, ヒクソスの侵入以降らしい。デルタ地域における

セ ト神崇拝の中心はアヴァリスであり,ア ヴァリスは云 うまでもなくヒクソスの首都であり, ヒクソス王

アペパが神々の間で最大のものとしたという。

Eo A.W.Budge:The Cods of the Egyptiansを 参鶏

(注 2)家の有無は勿論人種の差異ではなく,社会的風習の差異であるが,ニーグ文明世界でも家をそって

いるクレタ人と家を蓄えているミュケーナイ人の差は看過し得ない。

(注 3)Eo Schwartz: Germanische Stammeskundeを 参照。

(1生:4) 1`azar: op. cit. p. 10ハv13.

(注 5) Ed.by Crossland and Birchall.op. ito p. 206.

(注 6)T.Dothan: Philistine Material Culture and its Mycenacan Amnities。 (Acts of the lnter‐

n■iond AКhaeological Symposium``The Mycenaeans in the Eastern Meditenanean''収 載)
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Edgertonと Wil∞nの HiStOriCal Re∞rds of RamesseS Iの訳を引用し,ラ ムセス 3世 8年の記録で

アジア人を捕虜にしたこと,ラ ムセス 3世が Baal神に極似 しているという被征服民の言をあげている。また

「いかなる地も彼等に抗し争わず。」という表現はホレンヘプの碑文にも見られる誇張した表現であり,それを

破ったエジプ ト王の力がより大なることを示す効果を狙ったものと解釈する。碑文の描いている所では侵入者

は牛車を伴い女子供をつれているが,Benettが牛を小アジアのアナ トリア地方のものと考えるに対し,Nibbi

はカナン産の牛がニジプトに輸入されている事実をあげて反駁している。結論として Nibbiは ヒッタイトと

エジプ トを攻撃した侵入者はこの両者の中間に居住していた種族であり,緩慢な牛車と女子供をつれ,ヒ ッタ

イト攻撃の残存者が,エジプ ト記録に出る「越え難いフェニキアの高原」を越えてエジプトに侵寇して来た外

来者ではあり得ないとする。またアムルに陣営を設けたとされるが)ア ムルは伝統的に反エジプ ト勢力の中心

地であり,ラ ムセス 3世の 4年にエジプ トが征服した土地である。 Nibbiは 侵入者につき次のように云ってい

るが,これは問題の箇所であろう。

1“ The pictorial record shows Egypt'S■ taCkers to have come south with heavy Ox‐ cartS,aC‐

COmpanied by WOmen iand Children. ThiS iS hardly the equipment for a lightning War,■ Or the

way in which an attacking army would move in foreign territOry, 1″ ith enemies in every direction

including the rear. p. 41''.

しかし逢か後年のことであるが,ロ ーマ共和政末期にローマに侵入した最初のグルマン人であるキンプリ族と

テウトニ族の侵入が牛車 。女子供を伴っていたことを考えると,外来侵入者がかかる状態で移動して来たと考

えても不思議ではあるまい。(3)Nibbiは ラムセス 3世 5年の碑文とそれ以外のラムセス 3世時代の碑文,それ

に次代の王であるラムセス4世が父王の業績を記したノ` リス・パピルスを検討し,侵入者がアジア人 (こ の場

合はシリア・パレスチナの原住民)であることを立証しようとしている。その論旨は既述したものと同じであ

るが一つ注意されるは,Medhet Habu神 殿の碑文の一部に羽根飾りのあるヘルメットをいただいた捕虜の

姿を描いた場面に記されている文章である。“……G“ater is thy sword than a mountain of metal,while

the awe of thee is like(that Of)Baal… ….."mOuntain Of metalの 言葉はメルネプタハ王の記録にも出

て来るが,Nibbiは製鉄技術を知っている民族と関連づけている。 Nibbiはアジア人と考えているが果して

これは正しい解釈であろうか。製鉄業がヒッタイト人と深い関係のあるのは周知の通 りで,寧ろヒッタイト人

との関連を考えるべきであろう。ペ リシテ人と製鉄は深い関係があり,Mazarは B.C.11世 紀の終 りまで青銅

と鉄の製造はベリンテ人の掌中に握られ,カ ナン人やイスラエル人が経済的にもベリンテ人に従属していた一

つの原因と見倣している。(4)Chn“ も「海の民族」がエジプ ト侵寇以前に BoC.14世紀初期に傭兵としてヒッ

タイトやエジプ トに仕えており,こ れは(Sherdenに おいて著しいが,PhiliStineも エジプ トの傭兵として勤務

している記録がある。)ヒ ッタイトより冶金術を習得したものと考えるが,こ の説明の方が蓋然性が高いように

思われる。最終章で Nibbiはラムセス 3世時代に先行せるメルネプタ′ヽ王時代の侵寇を取 り上げ,侵寇の記

録は Karnak Document,Athribis Stela,CaiЮ  Column,Israel Stelaの 四種の史料に記載されていると

いう。いずれも同一事件を扱っており,ISrael Stelaの 如く,他の記録に見られる種族名と異なる名称をあげ

ているものもあるが,事件・ 日付は明らかに同一である。Karnak DOCumentに はリピア人と同盟せる Sher‐

den,Shekelesh,Ekwesh,Luka,Tur並 などが記載されているが,ISrael Stelaには最後の箇所に様々な種

族名があげられ,「王侯たちはひれ伏して Shalamと 云い,夷秋 (九つの弓)の中頭を上げる者一人だになし」。

で始まる文章にはエジプ トの伝統的な北部の敵対種族がほとんどあげられている。Nibbiはこの箇所が海の民
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of Year 4Ю (The A∝ient Near East in Pictures p.:B7)を 見ると,ラス・シャムラの Baalの神像に類

似 しているとする。(1)Nibbiはセ トの像に見られる服装がラムセス 3世の記録に出て来る P畿∞tと Sherden

に全 く同じであると説くが,これはセ トがデルタ地帯のアジア系住民に信仰されていたので,いわゆる「海の

民族」のエジプ ト侵入を認めずデルタ北部のアジア系セム族のエジプ トに対する反乱という解釈をするNibbi

説の一つの論拠として用 うる積 りであろう。確かにセ トの像に見られるキルト様のものを, PhiHStine と

Sherdenは着用しているが,寧ろキルトよりも頭にいただいているヘルメットに注目していた気がする。Phi‐

HStineは 羽根飾 りのついた一見するとギリシァの重装歩兵のヘルメットを思わすものを着用し,Sherdenは

丸い楯と剣を持ち頭上にはお碗の如きヘルメットをいただいている。更に筆者が注意したいのは PhmStineも

Sherdenも (エ ジプ ト人もそうであるが)綺麗に髪をそっていることであり,‐ジプ トの絵画に普通描かれて

いる長髯をのばしたセム系民族と異なることである。筆者にはキル トよりも蒙の有無の方が寧ろ重要に思え,

PhiHStineや Sherdenを セム系の民族とする Nibbi説に対し消極的乍ら反対意見の一つに挙げたいと思

う。(2)な お人種的な観点より Nibbiは Phmstineを セム型と考えるようであるが,ア メリカの著名な人類

学者である COOnは北方型人種と見傲していることを付記しておきたい。第三章の The Foreign Countries

において,Nibbiはュジプ ト語で外国を意味する言葉に h3Swtがあるが,こ れはエジプ ト周辺の高原地帯を

さすもので,高原地帯を示す限定詞に注意しなければならないと説く。即ち,捕虜についての碑文の中で,こ

の限定詞の付されている場合とそうでない場合があり,14名の捕虜の中で半分の 7名が限定詞つきで,他は限

定詞のついていない場合をあげている。有名な「シヌヘ物語」の中で主人公が亡命した Retenuの地とはエ

ジプ トの北方である北部パレスチナとシリア方面であるが,・`諸外国の支配者たち (hk3h3Swt)''と いう表現

が見られる。Nibbiは各時代の資料をあげ the Foreign αmntriesと 訳されるものが,パ レスチナ・シリ

ア方面の高原地帯をさすものとする。ラムセス 3世の記録に見られる諸種族にもみな高原地帯を示す限定詞が

ついており,かれらは高原地帯よリエジプ トを攻撃したと Nibbiは考える。この高原地帯はまた北方諸国と

も呼ばれ,カ ルナクのメルネプタ′ヽ王碑文の
P'あ

らゆる国々からの北方人"と侵入者が呼ばれているが,これ

は‐ジプ トに敵意を有す高原地帯のアジア人と Nibbiは解釈するのであり,通説の如きヨーロッパまたは小

アジア方面とは考えないのである。ラムセス 3世がエジプトに侵入した種族と陸上ではバンスチナ方面で戦っ

たことは事実である。テクス トには次の如 く出ている。

“I organi2短d my frontier in Diahi,prepared before them:一 princes,commanders of garrisons,

and rrlaryanu.  I have the river‐ Inouths prepared like a strong wall, with warShips, galleys and

coasters,(fully)equipI℃ d...ThOse who came fOrward together on the sea,the full name was in front

of then■ at the river‐ rnouths,wlhile a stockade of lances surrounded thenl on the sihore.''

Diahi とはフェニキア沿岸地帯であり, エジプ トはその方面に防禦線をしいたのは事実であるが, 防禦線を

その方面にしいたからといって侵入者がその地方に由来するとは云えないことは勿論である。Djahi地方は古

くよリエジプ トと接触の多い地方であり,Nibbiが云うようにエジプトより見て高原地帯であるパンスチナ・

シリア方面の種族のエジプ トに対する反乱・侵寇であるならば,α)110qniumに おいて,Drowerが指摘して

いる如 く,ニジプ ト人がすでに知悉しており,新たな侵入者という形で登場 して来るのは不可解である。限定

詞に関する Nibliの指摘は傾聴すべきものがあるが,限定詞が付されている種族が古来より高原地帯の住民

であると,それこそ限定されないかぎり,高原地帯方面を経由しての侵寇者に対して付されと解釈することも

可能であろう。第四章において Nibbiは ラムセス 3世時代のエジプ トに対する攻撃について論考しているが,
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して研究発表を行っている。COnOquium出 席のメンパーのリス トによると Nibbiは単に OXf∝dと なって

おり,所属機関が出ていないので在野の研究者と思われるが,堂々たる大家と共に発表しているから,妙 くと

も一部では注目されているのであろう。さて本書の構成は以下の通 りである。

1. The Background.

2.  
′
I｀heく〕reat(Green and the lsles.

3.  'I｀he ]Foreign Countries.

4.  
′
rhe Attacks in the 

′
riine of lRamesses I□ 【.

5.  
′
rhe iEarlier Attack in the Tll■ e of Merenptah.

6.  Bibliography.

第一章で著者は「海の民族」についての簡単な研究史を素描しているが,エジプ ト学研究者の立場よリテク

ス トの厳密な研究を行わねばならぬことを力説し,在来の通説の誤 りはテクス トについての誤った解釈か,無

知による結果であるとなしているが,歴史研究に当っては厳密な史料批判は当然のことである。更に著者は,

「海の民族」についての関係史料だけを論ずることの弊をついているが,こ れは傾聴に値する意見であろう。

第二章において Nibbiは 英語で Great GreeD と訳される語を地中海と解釈することの誤 りを力説してい

る。事実 G“at Greenを海洋と解釈することは一般に行われているようであり,Guidoは ,Medinet Habu

碑文を引用し,次のように書いている。 ～the Sea Peoples are“ fer“ d to as coming from`the country

which came fЮ m their isiands in the midst of their ocean,'(the C“ at G“en),～。ゎざゎざ括弧の

中に the Creat Greenと 書き 。Ceanと 同義であることを示しているわけだが,Nibbiは G“ at G“enを

海洋と訳すのが根本的に誤 りであると説くのである。Nibbiはヘブライ語で地中海を意味する the g“at ym

と同じものであると受けとられたのが誤 りであると述べ,Ermanの 辞書でも G“at Greenはナイル河の広

々とした箇所を指すもので,海を意味することはないと云 う。第五王朝の碑文にも,又第二十三朝の碑文にお

いても the G“at G“enは海洋を示していないし,第十八王朝の官職名に「the Great Greenの 要塞指揮官

代理」なるものがあり,広漠たる海洋を示すものではなく,限定された地域を指すものであると説き,結論と

してナイルの河口地帯であるとする。また the Great Green and the islesと い う表現の島々は決 して地中

海の島嗅を指すのでなく,BrugShが 述べている如く,デルタ地帯の島嶼であるとする。第十八王朝以来ヘブ

ライ語の海洋を意味する ymがエジプトでも使われ,ymは 紅海を指したり内陸の水域を指した りするが,

the Great G“ enは常に特定水域,即ちナイル河口を指すと述べる。いわゆる海の民族についても the Great

Creenよ り来たと述べられるものと (Anastぉ i2世のパピルスに出て来る Sherden), ymよ り来たと述べら

れているものがある。 (Medinet Habu記録の Shede口  と TumSh, ハリス・パピルスの Sherdenと

Weshesh,メ ルネプタハ時代のカルナック碑文の Ekwesh)ymは従って the Great G“ enと 同意味に用

いられることがあるわけだが,海洋の意味をはっきり示している時はそれを修飾する語句を伴 うものであると

Nibbiは述べている。筆者は古代エジプ ト語には全 く不案内であるが, Nibbiの説の弱点はここにあるよう

に思われる。Nibbiは 多くの例証をあげ the Creat G“ enが特定水域(ナ イル河口地帯)を指すことを述べ,

その限 りにおいては正しいと思われるが,ymが時として the Creat Greenと 同意義に用いられているとい

う点に曖味さが残るように思われる。次に Nibbiは神話上のホルスとセ トの争に言及し,こ の二神が the Great

Greenの真ん中で戦い,J.G.Grimthに より船で戦ったと解釈する。セ トはセム族起源の神であり,セ ム族

の神 Baalと 同一視され,純エジプ トの神ではなく,ラ ムセス 2世時代の Seth in Asittic d“ ss,on``Stela
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る印欧語と見倣す。)或いは トラキア語。フリュギア語などで解釈する。Aineasを エ トルリア語 aiS「神」.

ヒッタイ ト語 iSha―「主」と関係づけ,LaOmedOnは フリュギア語または トラキア語と考え,フ リュギア

人 (ま たは トラキア人)が トロイアを征服したと考えるようである。

(注 15)Philistineの言語について極めて僅かなことしか判らないことは上述の如くであるが,Ashdodの

発掘で記号が記載されている三個の印章が発見された。印章の装飾は人間と動物を示 しエーグ海様式であ

り,印章の文字は未解読であるが,Bo C。  13世紀より12世紀にかけキュプロスならびに東地中海域で使用

されたキュプロ・ ミノア文字に類似しているとぃう。 Israel Museum発 行の ``The PhmStines and

the Other Sea PCOpleS.'' ヤこよる。

(注 16)M.Guido: Sardiniaの 中の The Shardana参照。 Shardanaは Sardinia島 出身なるが故

に Shardanaと 呼ばれたのではなく,Shardanaが Sardinia島 に居住するようになり島名がつけられ

たと考える。 Go Childe もこの見解であり P“historic Migrations in EuЮ pe参照。 Guidoは
Shardanaを 小アジアのヘルモス出身と考え,SardiSと 関連づける。しかし Shardanaと Sardisと の

関係を否定する強い反対意見が存在する。

(注 17)Georgiev はェ トルリア語をアナ トリア語群に属するとして, LinguiStique Balkanique に

Etruskische Sprachwissenschaft,Etruskisch und Hethitischな どの論文を,Studi Micenei ed
Egeo‐ AnatoHci叢 書に (Fascicob XIII)EtruSkiSChe lnSChriften mit Ubersetzung und Kommentar

を書いている。しかし GeOrgieVの エ トルリア語解読が正しいかどうかは判断し難い。

(注 18)ィ ーリアスの中で Achaioiは 605回,Argeioiは 176回 ,Danaoiは 146回使用されている。

(注 19)Chantraine: Dictionaire Etymologique de la langue Crecque.

(注 20)AhhiyaWaについてセま, G.L.Huxley:Achaeans and Hittites. J.Harmatta:zur Ahhiyawa

Frage.(Studia Mycenac).岸 本通夫 :Mycenae,Arzawa,Hattiを 参照。

(注 21)D.Page: History and Homeric lliad.p.21以下。

(注 22)F.SChaChermeyr: Hethiter und Achaer中 の Die Aqaiwasaの章参照。かれは初期の著作
である Etruskische FruhgeSChiChteに おいて Aqaiwasa説 を主張し, Danmiを Achaioiの 一部

と考え,ArgoliSの 住民と見ている。しかしP.Kretschmerの GedenkSChriftに ,,Die Seevdker im

Orient''な る論文を寄せているが,その中で Aqaiwasa,Tursa,Lukuを ユーグ海域に近い地域より到

来したと考え,PhiHStineは パルカン半島に原住地を求め,Denjenは Danunaと同一名称かどうかは

不明と見徴している。

(注 23)GoS.Kirk: The Songs of HOmer p.41へ ′43.

(注 24)Geo電iev上掲 (注 10)の論文参照。

(注 25)M.C.Astour: Hcnenosemitica中の The Danaans‐Danunians.な お Astourは “Ci“ um‐

cision among the Achaeans.''な る章で割礼につき言及しているが, これは Aqaiwasaを Achaioiと

する前提に立って論じており,先ギリシァ人がセム系であったという自説を補強するためのものであるの

で,こ の問題の解決にはならない。

神話上では Danaos王はエジプトよリギ リシァに到来したとなっているが,ZaiЮ pu10は これを歴史

的事実の反映と見て,ユ ジプ トより追放されたヒクンスと結びつける。ZanЮpulo:Mead and Wine p.

133参照。

(注 26)G.A.Wainwright: Two GК )upS amOng the Sea Peoples.(Jahrbuch fur Kleinasiatische

For∝hung,Band Π,Heft l～ 2)

さて「海の民族」についての若干の紹介をしたあとで,Nibliの 書物の紹介と書評を試みたい。巻末の図版

を入れても約70頁ばか りの小冊子であるが,姉妹編とも云 うべき The TyrienianSも 100頁たらずのもの

である。Nibbi女史の経歴は遺憾ながら不明である。注 1に記 した国際 COnOquiumには地元の CЮSSland

をはじめ Gimbutas,Buchholz,Marinatos,Georgievな どの著名な学者が出席 してお り,Nibbiは それに伍
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(注 3)世界歴史辞典,史料篇,西洋 lp.50。

(洋 3)B.Mazar: The Philistines and the Rise of lsrael and Ty“ .

支配者の名称が非セム系であることは一般に承認されている。

(注 4)ゴールドン・柴山栄訳「聖書以前」p.197以下。

(注 5) V.I.Georgiev: L'ethonogenさ se de la p6ninsule balkanique d'apras les don■ 6es linguistiques.

(studia Balcanica)p. 1552(下 。GeOrgieV Iま まスニLes deux langues des inscriptiOnS CretOit£ s en

Lineai“ A。 (Linguistique Balkanique,Ⅶ ,Fasc.1)を書いて線状A文字の言語をヒッタイト・ルヴ

ィア語系と断定している。ゴールドンとは全 く異なる見解であり,ど ちらが正しいのか,或いは両者とも

誤 りであるのか現段階では何とも云えないようである。Do w.Packardは Minoan Linear Aに おいて

Linear Aがぃかなる系統の言語であるかという問題は慎重に避けている。

(注 6)Krahe: Sprache und VOrZeit.参 照。

(注 7)ア ナ トリア語群に属するものは, ヒッタイ ト語とそれに近似せるルヴィア語・パーラ語などの一群

の言語と以前より印欧語的な要素が指摘されていた リュディア語・リキア語などが含まれる。アナ トリア

語群に関しては,Handbuch der OrientaHStik叢 書中の Altkleinasiatische Sprachenが 最も reliable

なものとされる。

(注 8)F.Schachermeyr: Agais und Orient。 の中に ―SS,一ntの語尾を有する地名の詳細な地図が記

載されているが,ギ リシァ,小アジアだけでなくドナウ地域,イ タリア半島にも及んでいる。地名ではな

いが葡萄酒の意味であるギ リシァ語 (W)OinOS,ラ テン語 Vinumについては Meinet:Linguistiquc

historiq“ et linguiStique genё rale.中の論文 ,,A proIЮ s des nOms du vin et de l'huile“ .参照。

なお,C∞nの Races of EurO卜 によると北アフリカのリフ族 (北方人種的として特異な存在)の言

語に非ハム系の言葉が見出されるという。語尾が 一nth,一ntを有しているのが特徴である。即ち iminthi

(麦 ),Shinti(ラ イ麦)。 C∞nは次のように述べている。“It is very likely that agriculture includ‐

ing the use Of these twO cereals, was introduced into North Africa by pre‐IIamitic peoples p.

463.

(注 9)Lelegesは イーリアスの中に トロイの同盟者として出て来るが,後代の記録では広範囲に居住して

いたとされる。注目すべきことはヘロドトスがカリア人の事を「以前は Lelegesと 呼ばれていた。」と記

していることである。The Oxford Classical Dictionary.

(注 10) Georgiev:  Sur l'Origine et la langue deS P61asges, IPhilistins, des Danaens et des

Ach6ens.(Jahrbuch fur lKleinasiatische Forschung. Band I. Heft 2)

(注 11)G.L.L.Huxley: Early Sparta p.14～ 15.な お同様な見解は J.WieSnerの Die Thraker

にも見られる。(s.68～ 70)ド ーリア人中にイリェリア人が混在していたことは定説となっており, ドーリ

ア人の二部族である HyHeis,Dymanes,Pamphylolの 中の HyneiSは イリュリア人起源とされている。

イリュリア語とギリシァ語の関係につては E.Schwyzerの Griechische Gmmmatik Band l s.36～ 67

参照。また Kraheの Die lndogermanisierung Grieぬenland und ltaliensも 参照。

(注 12)F.Altheinm: Geschichte der Lateinischen Sprache.s.55～57. Altheimは イリュリア語

の語幹 ―St― (Trieste,Esteな どの地名に遺る。)が PhiliStineに 認められるものと考える。アルバニ

ア語の bile「娘」とメッサピア語の biHaを比較し,印欧語の *bhがヴェネツィア語で ph.メ ッサピ

ア語で bになるとする。Tarentumは スパルタの亡命者である Partheniai(ParthenOS=処 女より出た

言葉)に より建設されたが,Altheimは PhiHstine人 も同様な立場で異境に新天地を求めたと考える。

(注 13)To C.lMitchell: Philistia(Archaeology and 01d Testament Study,ed.by D.W.Thomas)

(注 14)Mitchell op.cit.413～ 415.Georgievは Anchisesを ヒッタイト語の ank(k)W― iShaS― S(全

き主)と 考える。Ceorgiev: Die ethnischen Verh」 tnisse im alten Nordwestkleinasien.(Linguisti‐

que Balkanique XVI,2)Georgievは 上掲論文でイーリアスに出て来る英雄 AineaSの 家系とHektOrの

家系を考証しているが, ヒッタイト語またはユ トルリア語 (かれはエ トルリア語をリュディア語に近似せ
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的な結論で終っている。② Kirkは ■―w'-6'をアカイア人と認めるが,本土より来たアカイア人ではなく, ロ

ードス島,キ ュプロス島またはレヴァントより来たアカイア人と考える。彼はオデュッセィアーの14巻 25行

以下に基づき,オデュッセウスが豚飼いのエウマイオスにエジプ トにおける掠奪行為を物語る箇所を引用し,

トロイ第七層が焼き払われたのは Bo C。 120～ 1"0年であり,「海の民族」のエジプト侵入は B.C。 1225年

であり,その間に関係を認めようというのである。メネラオスが トロイよりの帰途にエジプ トに吹き流された

という記述にも注意し,ア カイア人とエジプ トとの関係を重視する。o Kirkの見解は興味あるものであるが,

若千文学的に過ぎるような気がしないでもない。

G∞rgievは d'一yn― yw'―n'を Danaoiと 考えるが,かれは Danaoiを Achaioiと共に元来はギ リシァ人

でなく,前ギ リシァ人系の印欧語族で後にギリシァ化されたものと考え,フ ランク族がローマ化したのに比較

している.②

カラ・テペ出土の碑文に Danunaな る種族が出て来るが,こ れは前述のアマルナ文書中の Danaunaと 等

しいものと見るのが Astourで あり,その居住地域を小アジア東部のキリキア地方の最東部と考える。Astour

はパウサニウスの記事に基づき,ラ コニアとアルゴリス地方にドーリア人侵入以前に Achaioiが居住し,ア ル

ゴリスの住民は Danmiと も呼ばれていることを挙げ,神話に登場する Danaos王 ,その娘達であるDanai“ s,

有名な王女 Danaё について注意を喚起している。② AS"urはギ リシァのペロポネソス半島と小アジアのキ

リキア地方に同一の種族が居住していたと見て,アルゴリスの Dan∞ iは B‐C.16世紀の半ば頃にロードス島

を経由してギリシァに到来したものと考え,西セム語族に属すると考えるようである。「海の民族」 について

多年にわたる研究を行っているのが,G.A.Wainwrightで あるが,かれは海の民族を二つに分け考察してい

る。第一グループは TerSh(TurSha),ShekeleSh(Shakalsh),Ekweshi(Aqaiwasha)であり,第ニグループ

は Philistine,Tjekker(zakkal),Dainiuna(Denyen)で ある。WainWrightは エジプ ト人の描いた「海の

民族」の服装・武具などを検討すると共に,語尾が ―Shで終るものを第一グループとしてまとめる。かれは

PhmStineを PelaSgOiと は認めず,ま た KaphtOrの 島をクレタ島と考えず,海の民族を小アジア方面 (カ

リアとキリキア)よ り渡来したものと見倣すが,d'― yn―yW―n'についてはマアナル文書の Danannaと カラ・

テペ碑文の Danunaと を同一のものと考える。∽

以上「海の民族」につき諸家の説の若干を紹介したが,その見解は上述の如 く様々であリー致した見解を求

め難いが,共通な点はヨーロッパ或いは小アジアよリニジプ トに諸種族が攻撃をかけ,これは青銅器時代末期

の民族大移動の一環と考える。しかし,かかる通説と全 く異なる立場に立って論を展開しているのが,A.Nibbi

であり,以下にその説の大略を述べ,若干の批評を試みたい。

(注 1)この問題を扱ったものとしては,R.A.CЮssiandと A.BiК hall編 の BrOnZe Age Migrations

in the Aegean, Archaeological and Linguistic problelxls in Greek prehiStOry. がある。 これヤま

1970年にイギリスの Shemeldで催されたエーグ海域における青銅器時代の民族移動に関する国際的 C01‐

10quium の記金肇
‐であり, lNibbi もこC, COl10quium.‐ で ``The ldentinCatiOn Of the Sea PeOpleS.'' な

る研究発表を行っている。

ドイツ・アカデミズムの産物である H.BengtSOnの Griechische GeSChiChteに よると,ハ ンガリー

方面でのイリュリア人の民族移動が地中海域に波及したものと考える。なお, ミュケーナイ文明の滅亡に

ついて通説である異民族侵入説のほかに各説が出されている。詳しくは V.R.Desborough: History

and Archaeology in the last century Of the MIycenaean Age.(Atti c Nrelmorie del l° CongressЮ

interrazinale di Micenologia所 収)を参照。また同人の The Greek Dark AgeSの 最終章もこの問題

を扱っている。
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人はイリュリア系であり,その名称はイリュリア語の一分派であり,イ タリアで使用されていたメッサピア語

の biHaと 関連させ得ると考え MadchensOhneを意味すると見倣している。⑫ ラムセス3世の Medinet Habu

神殿の壁画に「海の民族」とエジプ ト人の闘争の場面が描かれているが,Phni゛ ineと Tjekerは独得なヘルメ

ットをつけており,こ のヘルメットは Bo C.17世紀から16世紀のクンタ,16世紀のミューケナイ,13世紀か

ら12世紀のキュプロスで見られたものに類似していると云 う。ペリシテ人が使用した剣がヤッファで発見され

たが,コ ーカナス方面との類似が見られる。エジプ ト人の描いたペリンテ人の絵姿は長頭の北方系種族を示す

ごとくであり,Mitchellはかれらの起源地として南ロシアの可能性を挙げている。① I日約聖書の中に,ペ リン

テ人の言語につき僅かな言及が見られるが,ペ リシテ人の都市国家は Serenと いう支配者に支配されており,

この語はギ リシァ語 tyrannOS(僣 主)・ 象形文字ヒッタイト語 tatWana― (士師)に関係づけられる。ベリシ

テ人の言語よりの借用語とされる K6ba'(兜 )は ヒッタイト語 kupahi‐ に,ベ リシテ人がヘプライ人より奪

ったヤーヴェの櫃は argaZと いう形で出て来るが,こ の語はヒッタイト語 ark― (閉 じ込める)に , ゴリアテ

という人名 (Golyat)の 一yatの部分はヒッタイト記録に出る ―WattaS,ま たは リュディアの王名に見られる

一uattaSに ,アキシュ ('Akヽ)と いう人名はホメロスに出て来るアエネアスの父である AnchiseSに 関連づ

けられる。0これらの関連づけが正しいとすると,ペ リンテ人とアナ トリア語群の間に深い関係を認めざるを

得ず,ペ リシテ人はイリュリア系という説は影が薄くなる。(1'

所で「海の民族」の中でペリンテ人は旧約聖書に登場するため僅かではあるが,考察の対象となる資料が存

在しているが,エ ジプ トの記録に出て来る他の種族はどうであろうか。 こ'一 r'一 d―nが Shardanaと 解され,

Sardinia島 と結びつけられるのは,ほぼ一致した見解のようである。(lo rw―kwは Ruku=Lukuと 解釈され,

リュキア人をさすものとされる。tW―rW―S'は前掲の Gareniの 文にもある如 く,反対説もあるが,ギ リシ

ァ語の TyrSenOi,ラ テン語の TuSCi即 ちエ トルリア人を指すとい う見解が有力のようである。(lη Sheklesh,

Wessesh,Tjekerな どについては様々の説があるようであるが, ここでは省略する。エジプ ト記録に出て来

る種族名の中で問題なのは 一k―W'―こと d'一yn― yW―n'であり,一k―W'-6を Akaiwashaと 母音を補い,d'一 yn―

F咋n'を アマルナ文書に出て来る楔形文字形の Danaunaと 同一種族と解釈すると,「海の民族」の中にギ リ

シァ人が入っていた可能性が大となるからである。ホメロスの詩に出て来るギ リシァ人を示す言葉は,後世の

如き HeneneSではなく,(IHas 2巻 684行の HeHeneSはギリシァ人全体を指さず,南テッサ リアの一小部

族を示している。)Achaioi,Danaoi,Argeioiな どの語が使われ,代表的なものが Achaioi(pl)で ある。0

AchaiOiの -Oiの前にディガンマが存在し,元来は Achaiwoiと いう形であったことは,ラ テン語形 Achivi

よりも知ることが出来るが Akaiwashaが AchaiWOiに 対応し,Danaunaが Danaolに対応することは容

易に思いつかれることである。Chantraineは 根拠を挙げていないが,``On n'admet plus que les Aqaiwaga

mentionn6s dans des doCumentS 6gyptiens solent nos Ach6ens.''と 断定している。(19しかし Finley,

Kretschmer,Matz,Schaererな どの斧々たる研究者たちは Akaiwasha=Achaioi説を支持しているよう

である。Akaiwasha=Achaioi説 は,ヒ ッタイト記録に登場する Ahhiyawaを Achaioiの 国とする説とともに

アカイア人の活動を考察する場合に重要な意味を有することになる。② Pageは Akaiwasha=Achaioi説 を否

定するが,それはメルネプタ′ヽ王碑文に出て来る 一k'―W-6'が,ユ ジプ ト語で qruntがないと記されており,

qruntと は「包皮」を意味し,一k'一 W―S'が割礼を行っていたと見て,ギ リシァ人には割礼の風習が存在しなか

った故に,一k'―W｀ 'を Achaioiと 同一視することを否定する。② SChaChermeyrは qruntにつき綿密な考

証を展開しているが,結局確たる結論は出せず, Akaiwashaに 割礼の風習があったと断定し得ないという消
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るが,こ れは Gaね,Askalon,Ashdodで ある。B.C.11世紀のアモン神殿の神官である Wenamonは ,フ ェニ

キアの Byb10Sに旅行し,記録を遺しているが,それによると t― k―k'―rの支配者である Bardarは Dorの町に

居住し,Dor以外の三都市は PhmStine人 に属し,その支配者の名称として,Warta,Makmura,Warkatana

の名を挙げている。(3)

さて正確な発音が不明であるこれ等の種族はいかなる系統に属すものであるのか。通説を紹介することにし

よう。P.Carelli lま Le Proche‐Orient Asiatique.(冨 」題ヤまDes Origines aux lnvasions des Pcuples de

la Mer.)の 中で次のように述べている。

CertainS InO■lS de CeS peupleS SOnt identiqueS a CeuX dOnt faiSaient 6tat les inscriptions de Mer‐

neptah, en partiCulier des Shardanes, des Ach6ens(Aqaywas)et des'Ilurush(dans lesquels certains

veulent voir des Tirs6niens,).  Nouveaux sOnt les ID}anauna, probablernent des gens de iCilicie, et

leS Philistins,qui venaient de Cr6te d'apres la tradition h6braique(Amos,97). p.220

Gareniの 見解は極めて常識的なもので一般に認められている通説と云ってよかろう。海の民族の中で,p―

W―r'― S―tyは フィリスチン人を指すことは,先ず疑い得ないとされるが,現在パレスチナという地名にその名

を遺し,ヘプライ人との関係で著名なこの民族は,上述の Ga“ lli の文にもある如く,1日約聖書によると

Kaphtorの 島より渡来して来たとされる。KaphtOrの 島とはクレタ島を指すものと普通解釈されるが,然 り

とすれば如何なる系統の種族であったのか。クンタの発掘の結果,象形文字・線状A文字・線状B文字が発見

され,線状 B文字はギ リシァ語を記したものであることがヴェントリスの解読の結果明らかとなったことは

余 りにも有名であるが,線状A文字と象形文字は未解読である。 C.Gordon はクンタ島のハギア・ トリアダ

出上の粘土板に記されている線状A文字を研究して,東セム語を中核とし西セム語,フ ルリ語の要素が見られ

ると述べているが,必ずしも大方の賛同を得ていないようである。(4)現在の研究の段階では線状A文字は印欧

語系の言語を記載しており,セ ム語ではないという見解が有力の如くである。(5)嘗つてKret∝hmerはギリシ

ァ語に見られる非ギツシァ語系の語彙を地名研究より指摘し,語尾に ―SS(―tt),一nthな どを有するものは先ギ

リシァ人の言語に由来すると考えた。(6)こ の指摘は現在も正しいとされるが, 問題は先ギリシァ人の言語の系

統である。その言語は長い問,非印欧系言語であると考えられて来たが,最近では,印欧語族の中のアナ トリ

ア語群(7)の 言語の語尾 (特にルヴィア語)に由来を求める説が有力である。それが正しいとすると,アナ トリ

ア語群の言語が,小アジアよリギ リシァ半島にかけてだけでなく広範に地中海域に広がっていたことになる。(8)

古典期のギリシァ人・ローマ人がギリシァ人以前の住民について記載しており,ヘ ロドトスによれば,かれ

の時代にギリシァ語でない言語を使用する種族がギリシァに居住 していた。先住民は一般に PelaSgOiと 呼ば

れていたが,こ れと異なる Lebgesと ぃう名称の先住民についての記載も見られる。(9)PhiH゛ine人は Pelas・

gOiであるという説は古くより主張されたが,現在 PhmStine=PelaSgoi説を強 く主張しているのが,ブル

ガリアの GeOrgieVで ある。GeOrgieVに 依ると,ヘブライ語の Pel｀tim(ペ リンテ人)と Pela電olは 同一

であり,PelaSg01の gが tになっているのは Folk Etymobgyで 説明がつくことであり,PelaSgOiは元

来は PelaStOiで あ り,IliaSの 古註ゃ He∝hiOSの 辞書では tになっているとい ぅ。Georgievは Pelasgoi

を印欧系に属すと見倣 し,更にかねての主張に従い,Centum語群ではなく S■em語群に属す印欧語を使用

していたものとする。{10 HuXleyはペ リンテ人を印欧語系とするが,かれはイリュリア人と見る。その名称は

イリュリア地方の PalaiSteに 由来 し,ベ リシテ人は ドー リア人と共にタレタを経由して移動 したものと考え ,

前述の WenamOnの 記録に出て来る Ibrを Doria人 と結びつける。01 Altheimは更に一歩進め,ベ リンテ
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紹 介 と 書 評 (― )

Alessandra Nibbi: The Sea Peoples, A Re-examination of the Egyptian

Sources. Oxford 1972

大 久 間 慶 四 郎

「海の民族」(Sea PeOpleS,SeeVaker,PeupleS de la mer)と い う名称は古代オ リエン トの歴史を経 く者に

とり馴染みの深いものであ り,ま た印欧語族の拡散・ヘブライ人の発展とい う事象に関心を有する者にとって

も見落すことが出来ないものであろう。特に近時,マ イクル・プェン トリスのクンタ島線状 B文字の解読・東

地中海域における考古学的発掘の盛況により,通常は青銅器時代末期に行われた民族大移動の一環として考え

られている「海の民族」について注目されるのは当然であると考えられる。ここに簡単に「海の民族」につき

触れておきたぃ。B.C.13世 紀より12世紀にかけ,オ リエン ト各地は一大民族移動の嵐に襲われたとされる。

これはヨーロッパで開始された民族移動の波がオ リエン トに波及 したものと考えられ,こ の民族移動の渦中に

巻込まれて,輝か しいエーグ文明は消滅 し,小アジアに覇を唱ぇてぃたヒッタイ ト帝国は滅び去 り,シ リアは

劫掠され,ニジプ トは一大危機に襲われた。ギ リシァでは ドー リア人が南下 し, ミュケーナイ文明は姿を消 し

た。(1)辛 うじて侵入者を撃退 したエジプ トが記録を遺 しており,「海の民族」について知ることが出来るのである。

エジプ ト記録によると,新王国第十九二朝のメルネプタ′ヽ王の時に, リピア人と共に諸民族がエジプ トに侵

入 し,こ れ らの民族名は以下の如 く記されている。一k'― W'一 S',tW―rW―も',rW―kW,も '一r~d~n,6~k~rW~ヨ・ (周

知の如 く,エ ジプ ト文字には母音を示す文字がないので,上記の民族名も母音を補って読まねばならない。杉

勇氏は Aqaiwasha,TuruSha,Shardana,ShakaluShaな どと母音を補ぢている)(2)

更に有名なものは第二十二朝のラムセス 3世の記録であ り,テーペの Medinet Habu神段に遺されたもの

であ り,J.B.PritChard編 纂の ``Ancient Near Eastern TeXtSの 中に収録されている。

(1)year 8 under the maleSty Of(Ramses Ⅲ)… …

(16)… The foreign countries made aく Юnspiracy in their islands.All就 once the lands we“

rellloved and scattered in the fray.  N。  land cOuld stand befOre their arrris, frOnl l:Iatti, Kode,

carchemish, Arzawa, and Alashiya On, being cut 。■, at one tilne.  A camp was set up in one

place an AInor.  
′
rhey desolated its people, and its land was like that which has never come into

being. 
′rhey,were cOttling fOrward tOward Egypt, while the name was prepared before thenl.

Their confederation was the Philistines, Tjeker,Shekelesh,Denye(n),and Wesesch,lands united.

・
I｀hey laid their hands upon the lands as far aS the circuit of the earth, their hea=ts conident and

trusting: ``Our plans will SuCCeed.''(以 下略)

上述の文章の PhmStineS以 下の民族名もエジプ ト文字による記載では, pW― r'―S―ty,は■ tr',d'― yn―

yw―n'な どとなってお り,母音を補 った形で訳されているわけである。エジプ ト記録に出て来るこれ らの民族

の中で,その後の記録に再び登場するのは,ユ ジプ トの onomaStiCOnの中にカナーンの地に居住 していると

される三種の民族であり,も '一 r― d―■,t■■ '― r,pW― r'― S―tyである。かれ らと関連 して三つの都市名が出て来
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§4.結  言

§3で方程式 (3.1)の解の oscillationに ついて一つの結論を得たが,条件が複雑であるので,今後

の問題として見通しの良い条件にするこ・とが考えられる。それには Kiguradzeの Lemmaに 代わるもの

を考えなければならない。

終りにいろいろと御助言,御討論いただいた早稲田大学石垣春夫教授に感謝いたします。
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a

付加条件より t―・∞ とした時,上式の最後の式は有限だから

∫
∞L残評|:|:テ

,ユ
ds<∞

となり,付加条件の最後の式に矛盾する。 よって nが evenの ときはすべての解は oscinatory であ

る。

nが oddの場合

Lemmaか ら決まる 1が正の場合,即 lが 2以上の evenの場合は前 と同様にして付加条件の最後の

式に矛盾する。 よって 1が 2以上の evenな らば,すべての解は oscinatoryである。

次に 1=0の とき (こ の場合,解 It)は い→∞のとき単調に 0に収束する),Lemmaよ リゴ(t)≦ 0

(t≧ tl).故 に It)>0と 最初に仮定 してあるから,=(t)は ‐ ∞ とした時有限な極限値 C≧ 0に 単

調に減少してい く。

C=0と いうことが証明出来ればよいわけだから,C>0と して矛盾を出す。

t3を十分大 きくとれば

t≧ t3(≧ tl)に 対 して  ″(t)≧ C>0

当然 =(t)は減少函数だから

t≧ t3に対 して   ヨg(t))≧ C>0

fは y,2に関 して非減少函数だから

f(■(t),Ig(t)))≧ f(c,c)>0

よって,上式を使 うと (3.1)は

Jn)(t)+f(c,c)p(t)≦o    t≧ t3

両辺にt‖

‐1を
かけてt,か らtま で積分すると

tn_l」
n_1)(t)_(n_1)tn-2J■ -2)(t)十

… +(n-1)!=(t)+f(C,C)∫ tSn~lp(S)dS=定
数

実際に∫iS~lJ")(S)dSを
計算す ると

∫13Sn~1夕

)(S)dS=tn~1夕 ~1)(t)~(n~1)tn~2ター2)(t)+(n_1)(n_2)tn-3Jn-3)(t)

+… +(n-1)!ズ t)+C

Lemmaよ り
=(n~1)(t),=(■

-2)(t)・
.¨,=(t)の 符号を調べて,●→∞ とすると

∫
°
tn~lp(t)dtく ∞

この不等式は,Φ が非減少,g(t)≦ tであることを使うと

∫
い
Lこ毬:長揚∫生at<∞

である。これは付加条件に矛盾する。よつて C=0

以上で証明はすべて終る。
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::? (3.3) J \ *(n-rt(t)>0, *.tt*t* (d), (c), Q(y))0, a(y))0 l o (t)>0 (;fLlJn
treventah,triltodd, Jz( (3.3) jrHUn,fLil tq, -trttt

となる。ただしCは定数である。上式で,夕
~1)(t)が

非増加であることを使 うと,

∫12喝檄辞dS≦ C+(n-1√12器鉄窯ギ指跡 s

を得る。最後の項を逐次部分積分すると

∫|メ
L奏

多亀千島1丼
ds≦ C十で面訳TS缶毛ギ謬警tヒョT河丁

―(n-1)∴ W(S)di[Φ (g(s))f(“ (s),κ(g(s)))]~1}

+(-1)n~(n-1)(n-2)グ1埒J鳥辞絡鶏ds

ただし C′ は定数で

w(t)=[g(t)]n-2Jn-2)(g(t))_(n_2)[g(t)]n-3タ
ー3)(g(t))t...

… +(-1)n~1(n-2)(n-3)・ (̈′ +1)[g(t)]′メ
)(g(t))

とする。

いま, nが evenの 1場合だからKiguradze's Lemmaよ り′oddと して (3.2),(3.3)を 使 うと

W(t)≦ 0である。

(3.5)と W(t)≦ 0よ り

/1ル曇袈妥計立ds≦ C十メ¬(n-1)!∫1諏器器:%爾ds

t≧ tlに対してJn)(t)≦ 0だから,Taylorの 定義によって定数a≧ 1が存在して

t≧ tlに 対 して  κ(t)≦ atn~1

となる。この tの所へ g(t)を 代入すると

Plf⊥
Dl占≦g(t),    t≧ t2.

次に (3.3)よ り κ (t)≧彎
′
すなわち κ(t)は 非減少函数である。 t≧ 't2な らば当然 t≧ tl, よって

“
(ti)≦

“
(t), また tl≦ g(t)だ から κ(tl)≦

"(g(t)), 
以_Lよ り

f(“(tl),κ (tl))≦ f(κ(t),κ(g(t)))

∫
κ S S

g tl tl

a

“

(g(t))
a      r  a  ___望 ご___■=て面百万
LttTD丁

九(gれ 2))3て葬T戸

S g S

- 18-
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任意の c>0に対 して

だ下吉¥訂 <∞ ,∫三hゼ≒蔦訂<∞ ,

∫
∞二型鴇姜tギう―∫⊇―dt=∞

その時,nが evenな らば,すべての解は,oscillatoryで あり,

nが oddな らば,すべての解は oscillatOryか 又は t―→∞ とした時,単調に 0に収束する。

[証明]

“
α)を (3.1)の non― oscinatoryな 解とする。すなわち,十分大きな t。 をとるとt≧ t。 に対して

κ(t)は定符号である。そこで,t≧ t。 に対 してκ(t)>0と 仮定する (“(t)<0の場合でも同様に扱う

ことが出来る)。

条件 (b)よ り t≧ tl(≧ t。 )に対して κ(g(t))>0と なるtlが とれる。

よって t≧ tlに 対して ,(t)>0, 
“
(g(t))>0

条件 (a),(c)よ り

Jn)(t)=― p(t)f(κ(t),“(g(t))≦ o

ここで Kiguradzeの Lemma[5]を 使 うと,0≦′≦n″ ′なる整数 ′がとれて (但 しnが偶数 ならば

′は奇数,nが奇数ならば ′は偶数 )。

t≧ ttに 対 して

Ji)(t)≧ o          (j=0,1,・ …,′ )        (3.2)
(-1)′

+T')(t)≧ 0        (j=1+1, ・・・,n)           (3.3)

χ(t)≦ポ≒デ
~'(t)●

=1,2,・・,′)   (3.4)
である。

t≧ t2に 対して g(t)≧ 2tlと なるt2(≧ tl)を 取ると,(3.4)よ り

」(g(t))≦ポァ。
(′-1)L(g(t))t≧t2   (3.5)

以下,nが evenの場合 とoddの場合に分けて証明する。

nが evenの 場 合

方程式 (3.1)の 両辺に ___」 基 ユ L____
Φ(g(t))f(κ (t),“(g(t)))

をかけ,t2か ら tま で積分する。

∫12L讐藻絆dS=イ
12画素義赳モヤ勢は百がS

「g(s)]n~lJn~1)(s)   rt
=~て

'て

百i蘇:'ア:市面丁
‐
菫言雨万 J t2

十 (n+
“g S S

+尊 g(S)]n~lJn~1)(S)dl[Φ (g(S))f("(S),∝(g(S)))]~1}

- 17-



ノ (t)+a(t)●(t)=0

ゴ (t)+a(t)=(t― α(t))=0

という二つの方程式を考える。

t―>∞ のとき←滝(t)→∞ならば,二つの解のoscinatoryを考える限りは解の振舞いは同じであろ

うと思われる。しかし,a(t)=3t/4,α (t)=1/2t2と すると

山)+十“(÷ )=0

はnOn― OScillatoryな 解κ(t)=/Tを 持ち,一方

プ()+券(t)=0

のすべての解はOScinatoryで ある [3]。

以上,二つの例からも分かる様に遅れが入ると解の振舞いは著るしく影響を受ける。

§3。 ある函数微分方程式のOsci‖ ationについて

Kamenev[4]は 常微分方程式

Jn)+p(t)f(κ )=o

の oscillationに ついての論文 を発表 した。その後 T.Kusano&H.Onose[1]は 遅れの入った方程式

夕
)(t)+P(t)f(κ

(g(t)))=0                    (3.1)

の oscillatiOn問 題へ発展させた。 ところが [1]と 同様な論法で,拡張 した方程式
κ

(n)(t)+p(t)f(“
(t)メ(g(t)))=o

に対 しても同じ結論が云えることが分ったので,以下証明することにする。

p(t)≧ 0

g(t)≦ t,lim g(t)=∞ ,g'(t)≧ o

f(y,Z)は yと zが同符号のとき同じ符号をもつ
,

fy≧ 0, fz≧ 0

また,初期条件

χ(t)=Φ (t),(t≦ to), J')(t)=“′,(j=1,2,… ,n‐ 1)

を満たす (3.1)の解が [t。 ,∞ ]で存在するものと仮定してOSCillationに ついて考える。

[定理 ]

(a)～ (c)に 加えて次の条件を満たす函数 Φ(y)が存在すると仮定する。

ΦcCn'[(0,∞ ),R], Φ(y)>0, C(y)≧ 0

(3.1)式 に対 して次の仮定 をしてお く。

(a) pcC[(o,∞ ),R],

(b) gCCω [o,∞ ),R],

(c) fcCm[R× R, R],

-16-



遅れ変数 をもつ函数微分方程式の OsCillatiOnに ついて

福 田 豊 穂

§1.緒  言

応用方面では,多 くの現象の将来の状態は常微分方程式の解によって記述されると見なすことが多い。

しか し,こ の様に問題を常微分方程式により定式化した場合,将来の状態は過去に無関係に現在の状態

だけで決まることになる。 しかし,現実には将来の状態は現在 |ざか りでなく,過去にも依存する場合が

多い。この様な現象は遅れを持った微分方程式 (函数微分方程式)に よって定式化した方が,現象をよ

り良 く表現出来る。

例えば,人口問題,経済変動,原子反応炉,フ ィー ドバック制御,数学の問題では整数論の素数分布

の問題等,さ まざまな現象が Lag(ず れ,遅れ)を 持った微分方程式によって記述されることは良 く知

られている。 しかし,こ の Lagの 存在は方程式の取 り扱いを非常に困難なものにしている。それ故 ,

理論,応用の両分野において重要であるにも拘らず,遅れ変数を含む場合は未解決及び未知の部分が多

い。

本稿では,最近 JOurnal of Differential Equationsに 出た T.Kusano&H.OnOSe[1]の 論文を

参考にして,方程式

χ
(n)(t)+p(t)f(χ

(t),χ (g(t))=0

の OsCillatiOnに ついて一つの結果を述べる。その前に Oscillationに 関しての Lagの 影糾 について

§2で考察する。

§2.Osci‖ ationに関してのLagの影響

簡単な Exampleで Lagの 影響について考察する。その前に OSCillationの 定義をしてお く。

微分方程式の解が区間 (tO,∞ )で定義されていて,こ の区間で無限個の零点を持つならば OSCilla―

toryと いい,終局的に定符号ならば nOn― OSCillatoryと いう。

Example 1

2階線形常微分方程式

ノ (t)一 χ(t)=0

のすべての解は nOn― OSCillatOryであるが,遅れが入った方程式

ノ(t)一χ(t一 π)=0

は oscinatoryな 解 χ(t)=sintを もつ。

Example 2

これから述べる例は Paul Waltmanの short paper[2]の 中に出ているものである。
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Uber die Stellung des Negationswortes ,, nicht "

Nicht aur bei der IDterpretation, soodero auch bei der Ubersetzung aus dem Japanischen ins Deu-

tsche quiilt uos die Negation ,, Dicht ". In der Schulgrammatik wird die Stellung der Negatioo

,,uicht" zu knapp behandelt, obwohl sie schon in der Anfangsetappe-aus kommuoikativen Griinden-

eiae wesentliche Rolle spielt. In der Regel lautet es trur so: Bei der Satzverneioung steht die

Negation ,,nicht" am Ende des Satzes, und bei der Wortverneinung steht sie uamittelbar bei

dem zu verneinenden Wort. Nach dieser Beschreibuug veraeinen die Schiiler z. B. folgende

Sltze so:

1. Gehst du sonntags zur Schule? Nein, ich gehe sonntage zur Schule nicht. (Richtig:

Neio, ich gehe sonatags nicht zur Schule.)

2. Kommt er piinktlich? Neiu, er kommt piiaktlich aicht. (Richtig: Nein, er kommt nicht

piinktlich.)

3. Ist er Schauspieler! Neiu, er ist Schauspieler oic,ht. (Richtig: Neiq, er ist nicht (kein)

Schauspieler.)

Warum sind die Beispiele neg 1., aeg 2. uod neg 3. grammatisch ausgeschlossen? In Analogie

zum Japanischen oeigen die Schiiler dazu, das Negatiooswort ,,nicht" stets auf deo gleichea Plalu- at
stellen. Gerhard Helbig bestimmt die Priipositioaalphrase ,,zur Schule" als einen Aktanteo, uud

deshalb muB die Satznegatioo ,,nicht " ihren Eadplatz an die valenzgebundeuen Glieder abgebeu,

da diese eine eogere Klammer mit dem Verb bilden. ,,Ptinktlich" ist eine freie Modalangabe,

und die Negation ,,Dicht" steht vor freien Modalangaben, im Unterschied dazu steht die Nega-

tion ,,Dicht " obligatorisch hinter deu Modalwdrtern. (Er kommt vermutlich nicht.) Das Beispiel 3.

kaao man auch mit ,,kein" verneieo.

Bei der Wortverneiouug spielt im Japanischen das kleine Wort. "wa",-die Partikel des

Japanischen-, eine Rolle, die deo Zustand des Subjekts oder das zu verneineode Wort be-

schrdakt. Freilich kann man auch ohne Gebrauch von ,,wa", n?imlich mit Hilfe der Betonung,

die Wortverneinung duBern.

Weon in der OberflEchetrstruktur des deutschen Satzes positionell Satz-und Wortverneinung

zusammenfallen, eDtscheidet die Itrtooation tiber die Differenzierung. (Ich gehe sotrtrtags nicht zur

Schule, sondern zur Kirche). Die Stellungsregel kannmao nicht so einfach erlernen, man muB

sich durch Ubungen mit Hilfe von Wortreiheo die richtigea 'Weoduogea der deutschen Sprache

aaeignen,

Einfach ist die deutsche Sprache nicht,

Vielfach irrt man sich bei der Stelluog von ,, nicht...
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5)前日敬作・飛鷹 節: ドイツ文法ゼミナール 1975朝日出版社

6)大岩信太郎: スタンダード・ ドイツ文法 1975 朝日出版社

7)橋本文雄: 詳解 ドイツ大文法 Π版 三修社 S.57以下。

8)同上 S.5田

9)同上 S.577

10) Schulz‐ Griesbach:  Grammatik der deutschen Spraclhe 1962 S. 354.

Pl=erSter PradikatSteil(定 動詞)

P2=zweiter Pradik■ steil(過去分詞,不定詞,動詞添加語)

(V)=VerbindungStell(接続詞,関係代名詞,関係副詞など)

(P)=V。1lSttndigeS Pradikat(述 語のすべての動詞形)

関口存男 : 独作文教程 三修社 S.155

Schulz(Griesbach:  Gramr【latik der deutschen Sprache

同上 : S.407.

oP=PrapOsitiona10bjekt

EE=PradikaterganZung

Og=Cenitivobjekt

Hielbig・ Buscha: D,eutsche Graminatik Ein Handbuch fur den Aluslander 1972.  VEB VERLAC

ENZYKLOPADIE Leipzig.

Gerhard Helbig: Problelme der deutschell Grammatik fur Ausllinder 1972. V]EB VERLAG

ENZYKLOPADIE Lelpzlg.

上掲 16)S.18 及び 17)S。 7.

上掲 17)S.453以 下。

同上 18)〔 S。 349以下〕 S。 350。

上掲 18)S.102～ 1∞ .

同上 : S.61.

グーア′ヽル ト・ヘルビッヒ: 近代言語学史 白水社版 S.1田 以下。

A.Schweizer: OjembO,der UrwaldSChulmeiSter(郁 文堂版)(高 2使用)

Ullstein・ Lexikon der deutschen Sprache, hiiten `Dl頁 。

Duden・ HauptsChwierigkeiten der deutSChen SpraChe. 1965。 S.450。

W.Wieche■ : Der schwarze Peter(朝 日出版社版)(高 2学年使用)。

E.Jahn: Begegnung mit“ m Teufel(南 江堂版)S.37.(高 2～高 3使用)

Duden(Granllnatik:  1959S. 600。

sprachpnege: Verlag: VEB Bibliographische lnstitut,Leipzig月 千」。

同上。 1%9: 3,S。 62, 同 :8S.172,

1970: 10, S。  87,  1972: 8, S. 174,

1973: 11, ls. 231, S. 238,

1974: 10, S。 111な ど,又この Helbig BuSCh文法書の一部は SpraChpnegeに 載ったも

のである。

たとぇば Deutsch Ein Lchrbuch fur AusИ nder Ⅲ Herder lnstitut 1966の S.150の練習問題な

ど。

-13-

上

上

上

同

同

同

助

０

助

聡

助

０

　

　

　

聡

　

助

　

動

η

ａ

ａ

蜀
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幼
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蜀

蜀

鋤

鋤

鋤

拗

33)



Ich werde nlich huten, das zu sagen,zu tun(ich werde es keincx3falls sagen,tun)36)

などの例をひき説明することになるが,「風邪をひかないように用心せよ !」 と応用作文させると,

日本語からの類推から,pleonastische Negationの niChtを挿入 して作文する場合が多い。こ

のような傾向は,接続詞 beVOr,biS,eheな どのときも起る。")

niChtの 位置に気をとられすぎると,修辞的 niChtを ,誤って解釈することにもなる。

......erschrak er und sah sich schnell um, οら πJθλ′ der Zwerg hinter ihコ n stunde

und ihn nachdenklich enblickte.20)

(彼はびっくりした。そして小人が自分の後にいて,思いにしずみこんで自分を見ているのではな

いかといそいであた りを見まわ した。)こ の nichtは部分否定の niChtではない。生徒には,

Ob niChtの 文型として指示する方が良いであろう。

niCht の位置による文意の異同,文のニュアンスの問題など我々にはなかなか不明な点ばか り

である。

ICh glaube, Ineine lHerren, eS iSt jetZt Zeit ftir einen kleinen I′ ikё r. マVas darf ich

lhnen anbieten P ]Benediktiner? :Ein lElixier ist das zwar auch,aber ein harmloses.

Und betrunken macht ein Glaschen bestinllnt nicht.20)

上例の niChtの 位置によって惹きおこされる緊張を生徒にどう理解 してもらえるだろうか。文

末におかれた niChtによって,強調先置された betrunkenが , ドンデン返 しになる見事さ,文
の高まりなどを説明なしに理解 してもらいたいものである。(Duden:Grammatikは SpannbO‐

genと い う語を用いている。)30)

7. :東独の Sprachpnegeに は Rat und Auskuniと Was Austtnder fragenと ぃう質問欄

がある。そこには時々否定表現に関する質問が出ていることを見ても,22)否定表現をむずかしく思

うのは我々日本人だけではないようだ。 nichtの位置の指導にあたっては,文法的説明とともに,

言語の運用練習をくりかえし行なうことによって88)言
語感覚を養い,習得させる方法が最良なの

ではないだろうか。

E)infach ist die deutsche Sprache nicht,

Vielfach irrt inan sich bei der Stellung vOn,,nicht.“

1)阿部賀隆: 独作文初歩 郁文堂 (1～2高学年使用)

2) Helbig o Buscha: Deutsche Grammatik Ein Handbuch fur den Auslander 1972. VEB VERLAG

Enzyklopadie Leipzig S.349に 詳細に記述してある。

3)岡田朝雄・岩崎英二郎 : 大学のドイツ文法改訂15版 朝日出版社 (高 1学年使用)

4)文節……文法用語の日本語訳は未だ統一されていない面がある。ここで用いられている
″
文節"は SatZ‐

gliedの 訳であろう。「 ドイツ語教育の基本的諸問題」 (ド イツ語教育研究会 。南江堂)第 5編 「新 ドイ

ツ語時代の教育学習に対応する文法用語の改訂」では SatZglied→文成分,GHedsatz→文節 (従属文)

という訳語にしている。(文法用語の統一が望まれるのは訳語のみではない)
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der Ostseeは (任意の添加語),gernは freie lMOdalangabeで あり,horentlichは Modal‐

WOrtであると規定する。

MOdalwortか Modaladverb(freie Modalangabe)か の区別は,前者は次のような文に変形

出来るが,後者は出来ないので識別出来る。
24)

Er kommt πγ%″′′θλ。→ Man vermutet,(=Es ist verm■ lich so),daB er kommt.

Er komlnt punktlich―)*:Es ist punktlich so, daB er kornΠ lt.

又は決定疑間で

Konllnt er?          Vernlutlich.

I【onllnt er?         *Ptinkltich.

Modalwortだけでも答えられるが,Modaladverbだけでは答えられない。IModalwortは主観

的立場から,Modaladverbは 客観的立場であると指摘する。そして niChtは常に,Modalwo武

の場合は後に,Modaladverbの 場合はその前に位置するとして,(3)と (4)の niChtの 位置の相

違を説明している。

Aktant― この見なれぬ文法用語は何であろう。テニエル (Lucien Tenuiё re)に よればF)文

は aCtantS(共 演成分)と CirCOnStantS(状況成分)によってあらわされ,動詞はいくつ actants

をとるかによって分類される。……一定数の共演成分を伴う動詞の能力を,テニエルは原子価にた

とえて,動詞の結合価または動詞価と名づけている。例文 (1)の Er liegt im Bettの im Bett

を消去して,Er liegtだ けでは非文法的な文であるとし,liegtは二つの動詞価をもつ動詞,im

Bettは actantSで あるという。例文 (2)の an der OSt∞eは文から消去出来,Er erholt sich

だけでもよく,an der Ostseeは circon"ants,freie Angabeで あるとする。外国語としてド

イツ語を学ぶ我々には,文成分を義務的な (ObHgatOriSCh)共 演成分と随意的な (fakultatiV)共

演成分,更に任意の添加語とを判別することはむずかしい問題である。

6.それぞれの文法理論によって文法用語がことな り,ま た文法用語の訳語も統一されていない

現状であるから,文法用語に依存して文の構造を説明することは学習者を混乱せしめる危険がなく

はない。初級文法 (学校文法)では,教育的立場から日本語とドイツ語の文の構造のちがいを把握

出来るように配慮し,文意把握が正確に出来るように指導することがなにより大切である。

「 ドイツ語が出来る」ということは,文法用語の理解でもなければ,文法を学んだから出来る

ようになるのでもないことは自明のことである。指導上大切なことは,ドイツ語の運用能力を身に

つけさせることであり,それは日本語の言語能力と相関関係があることも明らかである。たとえば

wie hat inan sich zu hiten, hier in der Predigt von E)ingen zu reden, unter denen

die schwarzen sich nichts vorstellen kёnnen!25)

(こ の土地で説教するときには,黒人が聞いてもなんのことかわからないような物ごとは決して口

にしないように,極度に用心しなければならないのだ !)〔浅井真男氏訳〕の場合, 日本語では一決

して口にしない―と否定になるが, ドイツ文には否定語はなく,SiCh httenに その鍵がある。授

業では
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Der Autobus fahrt nicht zwei Tage。 (=SondernegatiOn)

Der Autobus fahrt zwei Tage nicht。 (=Satznegatin)

③ 本来の時の副詞の場合 ,

a)話 し手の立場 と無関係な時の副詞,

(heute, lnOrgen,gestern,oft, lange)

Er besuchte uns gestern nicht.(===Satznegation)

(先置された niChtは常に部分否定 )

Elr besuchte uns nicht gestern, sOndem vorgestern.

b)話 し手の立場に左右される副詞 (gleiCh,bald,Sp訛 ,Zeitigな ど)iや,継続相動詞に

は用いられない時の副詞の場合はその前に,(Er blieb gestern.*Er blieb sp社)

Elr besucht uns nicht bald。

*:Er besucht uns bald nicht.

この場合は部分否定である。全文否定 ということは意味上あ り得ない。

○任意の話法の添加語の場合はその前に,

(1)Er lお nicht mit guter Aussprache.

*(2)Er las mit guter Ausprache nicht.

(3)Er l器 nicht richtig.

*(4)Er las richtig nicht.

勿論 (1)と (3)は部分否定,(1)読んだが,正 しい発音ではなかった,(3)正 しくは読まなかった。

○前例の任意の話法の添加語 (Modaladverbien)と は反対に Modalwё tterの場合はその後に位

置する。

Elr besucht uns vernlutlich nicht.

*Er besucht uns nicht vernlutlich.

5(b)Probleme der deutschen Grammatik fur Auslander

グルハル ト・ヘルビッヒは上著で次の 4例文の nichtの 位置のちがいを次のように説いてい

る。
23)

(1)Er liegt nicht iin Bett.

(2)Er erholt sich an der O)stsee nicht.

(3)Er besucht inich nicht gern.

(4)Er besucht mich hO“ entlich nicht.

(1)と (2)の im Bettと an der O゛ seeの前置詞を "場所の状況規定語“(Lokalbestimmung),

(3)と (4)の gernと horenlichを ,,話法の規定語 (Modalbestimmunoと している従来の文

法では,何故 niChtの位置がちがうのか, これだけでは説明出来ないとして,(1)と (2)の nicht

の位置のちがいは Akta武 (共演成分)の問題であり,(3)と (4)のそれについては, Modalan‐

gabeと ModalWO量 の問題であるとしている。im Bettは Aktant(共演成分)であり, an
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ただし次の場合は keinが用いられる。
22)

① 名詞+動詞=動詞

Er holte Atm。 (=試 mete)―→Er holte keinen Atem.

② 名詞+動詞=形容詞

Er hatte Hunger。 (=war hungrig)→ Er hatte keinen Hunger.

○前置詞つき目的語の場合,niChは前後に位置しうる。

a) Er erinnert sich nicht an mich.

b) :Er erinnert sich an inlich nicht.

a)の場合,全文否定か部分否定かはイントネーション及び対比文 (SOndern)に よる。

Er erinnert siCh nicht an lnich(,SOndern an dich)。

○全文否定の niChtは ,動詞価 (ValenZ)に より動詞と緊密に結びついている (義務的又は随意

的共演成分)さ まざまな副詞規定の前に位置し,動詞とワク構造をつくる。

Er legt das]Buch nicht auf den SChrank。

*Er legt das]Buch auf den Schrank nicht.

E)ie Versaml■1lung dauert nicht den ganzen′ I｀ag.

*:Die'Versaminlung dauert den ganzen′rag nicht.

Er verhielt sich nicht ruhig.

*Er verhielt sich ruhig nicht.

○任意の場所の添加詞 (frei lokale Angabe)の 場合は前又は後に位置する。

Ich traf ihn iin C)af6(dort)nicht.

Ich traf ihn nicht iin Caf6(dort).

○任意の原因の添加語 (freie Kausalangabe)の場合 ,

① 前置詞旬の場合,前又は後に

Er erschien wegen des ES毅 )ns nicht.(=Satznegation)

Er erschien nicht wegen deS Essens.(Sondemegation oder Satznegation)

② 副詞の場合,その後に

Er erschien deshalb nicht。

中Er erschien niCht deshalb。

ただし

Er erschien nicht deshalb, sondern......(Sondernegation)

○任意の時の添加語の場合,

① 前置詞句の場合,その前又は後に,

Er besucht mich am Abend nicht。 (=SatznegatiOn)

Er besucht nlich nicht am Abend。 (=Sonder‐ oder Satznegation)

② 4格副詞の場合,
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(7)Der VOrhang ielinidlt zwischen den Akten。

(8)Er wollte dch im Harz nicht erholen.

(9)Er woll“ sich nicht im Harz erholen。

(6)と (8)は全文否定であるが,{7)と (9)は普通のイントネーションでは全文否定,前置詞句に

アクセントが置かれると部分否定 となる。

5(a)2 全文否定

否定詞 niChtは全文否定の場合は文末に位置し,否定のワク構造 (NegttiOnSklammer)を 形

成する。ただし,分離前詞・不定詞過去・分詞などは(定)動詞とより密接な関係にあるから,nicht

は文末の位置を,それらにゆずることになる。

Elr wird inOrgOn nicht abreisen/]Er ist gestern nicht abgereist。 /Er reist heute nicht ab。

E)r untersuchte den psychischen ZuStand des]Kranken nicht.

OPradikatiV(述語内容語)の場合,niChtはその前に位置する。ただし副詞の場合は前後いず

れにも位置する。

Er wird nicht Lehrer.             *Er wird Lehrer nicht。

Er wird nicht krank.               *Er wird krank nicht.

Er ist llicht dOrt。 (=ISatz‐ oder SOndernegation)

Er ist dort nicht(=Satznegation)

OniChtは 形容詞が副詞的に用いられている場合はその前に,本来の副詞の場合は前後いずれにも

位置する。

1)er SChiler arbeitet nicht aei3ig。

*iDer SChiller arbeitet iei3ig nicht.

lDer Schtiler arbeitet nicht dOrt.

])er schuler arbeitet dort nicht.

〇本来の格 目的語 (Kasusobiekt)の場合は文末に位置する。

Elr findet das iBuch nicht.

ただし,① 目的語が長い場合は否定のワク構造からはずれる傾向にある。

(→  Er llntersuchte den psychischen zus餞 口d des Kranken nicht.

(b)Er trltersuchte nicht den psychischen Zust2md des Kranken.

② 受動文とな り得ず,動詞と緊密にむすびついている熟語の場合は,必ずその前に位置する。

Er spielt nicht Kla宙 er。 (=auf dem Klavier)
*Er spielt Klavier nicht.

Er“htt nicht AutO.(=mit dem Auto)

*Er f`ihrt Auto nicht.

Er nahlm nicht Abschied。 (=verabschiedet sich)
*Er nahln Absx3hid nicht.
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Ich trinke nicht gern Bier.(,そ |ま引ミ調として) Ich trinke Bier nicht genl.

と覚えさせれば問題はないが,(初級文法入門期では言語感覚を養 うという点から見ると,文法的

説明をすることがかえってマイナスになることもある)外国語を学ぶ者にとって文法は,文を正し

く理解するための水先案内人のようなものであるから,文法上の説明が必要となるときもある。幼

児に酸味のある菓子を与えて,「お菓子甘い ?」 とたずねた場合,「すっぱい」ということばを知ら

なければ,「甘くない」ではなく,「 このお菓子甘いない」と言うことがある。幼児はそのうち「甘

くない」と正 しい表現が出来るようになる。勿論幼児は文法上の規則や何活用などということを知

っているけではない。外国語学習者は,幼児のような言語習得の過程を経るわけではないから,文

法上の知識が必要となる。

5.a)Helbig‐ Buscha  Deutsche Gralnlmatik  Ein Handbuch filr den Auslander‐

unterricht'7)と

b)IHelbig: Problelme der deutschen Gralnコ latik ftr Auslander13)よ り

「母国語授業のための文法は子供の頃より身につけた言語感覚をふまえてのものである。文法は

先ず第一に,言語上の規則を体系づけ,意識化させることに役立つ,それに対して外国人のための

文法は,その言語を自由に駆使出来るようにするためのものである。」“
)両書ともドイツ人にとって

はあまり問題とならないようなことがらでも,外国人にとっては重要であることを重点的に記述し

たもので,文法上の問題点 (PrOblemgrammatik)を 論したものではなく,文法上明確なこと

(Resultatgrammttik)を,外国人の授業のために著した文法書である。

5.0 1 nichの 位置
20)

(1) Elr kOmlnt nicht anl Abend, sondern erst anl Morgen.

(2) Er traf sie nicht VOr, sondern nach der・ VbrStellung.

(3) Sie haben daS Auto nicht be‐ , sondern entladen.

(1)は文成分全体,(2)は文成分の一部のみ,(3)は語の一部すら分離 した形の部分否定の例であ

る。

(4) Nicht alle Studenten waren verheiratet.

(5) Alle Studenten waren nicht verheiratet.

普通のイントネーションの場合,(4)は部分否定 (全員ではなく,大部分の者が,(5)は全文否定。

ただし,次の様なイントネーションの場合,部分否定となる。(5→ は否定を強めているのではな

く,内容の制限 (文否定から部分否定へ)である。

(5) Alle Studenten waren nicht verheiratet.(==Satznegation, 100% der Studenten)

(5a)Alle Studenten waren nicht verheiratet。 (==SondernegatiOn, etwa 90% der

Studenten)

全文否定 と部分否定で niC社 の位置が同じ場合,イ ントネーションがその区別をすることにな

る。

(6)Der Vorhang fiel zwischen den Akten nicht。
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1. 普通の方法 (重心たるべき語・句の直前に niChを置く)

ao  Man geht nicht sOnntags zur Schule.

bo  Man geht sOnntags nicht zur Schule.

2。  なお一層局限強調を明らかにする法 (重点たるべき語・句をと共に文頭に先置す)

ao  Nicht sonntags geht inan zur Schule。

bo  Nicht zur Schule geht lnan sonntags.

3.局限強調を最も明らかにする法 (重点たるべき語・旬のみを文頭に先置して, niChtを 旧

位置に残す)

a.  Sonntags geht inan nicht zur Schule.

b.  Zur Schule geht lnan sOnntags nicht。

重点たるべき語・句を文頭に先置して niChtを 旧位置に残す場合には,nicht は,文末の動詞

(又は動詞群 [Verbalgruppe])の 直前に位置するのが通則である。 (Zur Schule braucht man

SOnntagS naturliCh niCht Zu gehen等 )。 勿論『動詞と一概念をなす文肢』 (文離前綴及び前項

の文例における Zur SChule等)が存在すれば niChtはその前に置く。 (Sonntags geht man

niCht Zur SChule又 :|ま Am SOnntag gehe ich gewё hnlich nicht aus等 )。 また, 動詞・動

詞群 。前綴 。前綴的文肢がなければ niChtは一番最後に置く (Zur Schule geht man sonntags

geWOhnliCh niCht)。  ・・・・・・

関口文法の局限的否定では,niChtの 位置を考える場合,niCht～ ,∞ndemで考えよ, という

ことであ り,生徒には説明しやすい。ただし

Man geht sonntags zur schuleの (全)文否定は

Man geht sonntags nicht zur Schuleで あ り,局限的否定 (部分否定)の文 lb。 と同じ ―機

語順となる。部分否定の場合,「否定された文成分の核 (Gliedkern)並びに訂正部にも判別アク

セントがおかれる」
15)ので,上の例は SttZtonか UnterSdleidungStOnか によって,全文否定

か部分否定かが決定されることになる。

4.(全)文否定における niChtの 位置。

¨̈ (̈全)文否定の場合,否定詞 niChtは情報領域 (Inbrmationsbereich)の 最後,述語補足

語 (P盗dikatS‐ erganZung)や前置詞つき目的語 (Pぬpositionalobiekt)ぁ るいは二格 目的語

(Genitivobiekt)の 前におかれる。“
)

|‐

―
SttZた ld

Kontaktbereich Informationsbereich

Pl(V) ../… …............… .……NICHT―OP(Og)―E―P2(P)

1。  .Trinken Sie gerll Bier?― →*Nein,ich trinke genl Bier llicht.

ビールは好きですか。いいえ,好きではない。

生徒は日本語からの類推と,文否定の nichtは文末に置くという原則によって,上例のような否

定文を作ることがある。文法的説明抜きで,
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に,基本位置からはずれて文末に来ることになる。したがづて gem(trinkё n)に伝達価値をお

き,「好きで好きでビールを飲むのか」「好きですか」と強調して質問していることになる。この場

合,「最高の伝達価値を持つ文成分が文のイントネーションの頂点を担 うことになる。」 したがって

文意伝達には, 語順とイントネーションが相互に関連していることになる。 この UnterSChei‐

dungStOn((強 調)判別アクセント)は ,文アクセントより強く,文意伝達の上から必要ならば, ど

の文成分にもおくことが出来る12)(文 を読む場合留意 しなければならない点である, さもないと正

しい文意を伝達出来なくなる)。

Satztonと UntescheidungstOnの比較“
)

Satzton: Ge"ern hat der Lehrer dem Schuler dヨ 墜_旦ucL gegeben.

(昨 日先生は生徒に本を与えた)

Unterscheidlmgston:

Gestenl hat der I£hrer dem Schlller das Buch gegeben。

(た とえばノー トではなく,本を)

G}estern hat der Lehrer dem Schiller das IBuch gegeben.

(た とえば女生徒にではなく,男生徒に)

(3)estern hat der Lehrer denl Schuler das IBuch gegeben.

(た とえば女の先生ではなく,男の先生が)

Gestern hat der LehК r ttm Schuler das Buch gegeben.

(た とえば他の生徒にではなく,その生徒に)

Ges些:rn hat der l£hrer dem Schuler das Buch gegeben.

(た とえば今日ではなく,昨 日)

]D)er Lehrer hat dem Schiller das]Buch geschenkt.

(た とえばただ貸したのではなく,贈った)

3.部分否定と判別アクセント

関口存男氏は ,,Nichtの 局限的否定 ``と して次のように説明している♂ )・・・・・・

Nichtの 位置に関する一般的法則 : Nichtは 原則として打消さんとする語句の直前に置かれる。

Man geht nicht sonntags zur Schule.  .

日曜は学校へ行かない。

題文においては,打消そうとする概念は SOnntagSで ある。もしZur SChuleのみを打消そうと

するならば Man geht sonntags nicht zur SChule《 吾人は日曜には学校へは行かない》と

なる。一
Nichtの位置を何処に置いてよいか判断がつかなかったならば,dcht.… …, sondem

の形式で考えて見ればよい。題文の際は,分解すれば 《日曜にではなく,平日に学校へ行くのだ》

即ち Man geht nicht∞ nntags,∞nden an覇 rerktagen Zur SChuleと 考えると和文の趣

意に適合する。故にこの文から SOndem¬Ⅳerktagenと いう余計なところを除き去ったものが正

文である。 ・̈ …更に否定を局限強調する三種の語順として… ・̈
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2. Ich begab mich nach Osaka.

補 足 語

naCh OSakaを 1では副詞規定, 2で は補足語と区別している。そして副詞規定と補足語の区別

セま,

としている。

G}eht das Bこ ind nur ungern in die Schule?"

副詞規定   熟語規定語

の例では h die SChuleは 副詞規定であ リズ 熟語規定語として定形要素であるとしているが,

Geht das Kind nlr ungeril z"J′ ′S′α″′P

の場合では,単に副詞規定であるのか, さらに定形要素となるのか明確ではない。

1及び 2の文を否定する場合, ここで言 う説明では,

neg la)十 1ch fuhr nlit dem Auto nach Osaka nicht.

neg 2)  Ich begab inich nicht nach C)saka.

となる。

neg la)は 非文法的な文であ り,

neg lb) Ich fuhr」
「

lit denl Auto nicht nach C)saka

でなければならない。 したがって 1の naCh Osakaを単に副詞規定 とするだけでは不十分であ

る。niChtの位置について学習者を迷わせるもう一つの原因は, ドイツ語の語順がかな り自由だと

いうことにある。勿論一定の規則があるわけだが,学習者は語順があま りにも自由であることにと

まどいを覚えることがある。「 ドイッ語では述語と関係の深いものほど文末に来る」 という一般的

説明の仕方がある。関係が深いとはどういうことか判然としない。たとえば,

1. Trinken Sie gel■.Bier?

2.  
′
rrinken Sie Bier gern?

1と 2で は,gernと Bierの位置がちがっている。語順の相違による伝達内容はどうちがうのだ

ろうか。 Schulz‐ Griesbachでは語順について次の図を用いて説明している1°)

P'(V). P2(P)

……文成分の位置については次の基本規則が適用される。伝達価値 (Mitteilungswert)の 少ない

文成分は文域 (SttZたld)の はじめに位置する。文成分の伝達価値はそれが文域の終 りに近づくほ

ど高くなる。文域の終 りに伝達価値の最も高い文成分がおかれるのである, ・……これは ドイッ語

の特徴である。1の文は普通の場合の語順であるが, 2で は gemに高い伝達価値をおいたため
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完全になるという点に両者の区別の基準がある。



keinに よる否定文

名詞を否定するには否定冠詞 keinを もちいるが, これによる否定は,部分否定のことも

あれば,意味のうえからは全文否定になっていることもある。

E)as ist kein iBuch, sondern ein iH:eft.

それは本ではなく, ノー トである。

Ich habe vor dir gar keine lGeheinlnisl蛍 〕.

ぼくはきみに対 してまった く秘密をもっていない。

例 20

以上の2例は文法教科書を任意に選んで見たものである。その他の例も,全文否定。部分否定と

否定文をわけ, 日本語訳を添えている場合,

1.Er kommt heute nicht。 彼は今日来ない。(全文否定)

2.Er kommt nicht heute。 彼は今日は来ない。(部分否定)

と助詞 くは〉により,区別を明確にしている。その場合,助詞くは)の 日本語文法による文意規定は

問題ではなく,学習者の言語感覚に期待しての説明である。しかし日本語では,2の部分否定であっ

ても,助詞 〈は〉を省略して,強意アクセント又は語サ1順 をかえて表現することも可能である。 (一

定のシチュエーションがはっきりしている話しことばでは,必らずしも助詞 〈は〉を用いなくとも

わかるが,書きことばとしては必要である。)

更に定動詞要素 (定形要素)と いう文法概念を用いて説明してある場合,学習者にとって定動詞

要素とは何か,が問題となる。いわゆる文法書のなかから,詳解 ドイツ大文法 (橋本文雄著)7)を

例に検討してみる。

1. Ich fuhr mit dem Auto nach Osaka.6)

′
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① 全 文 否 定 :niChtは 原則として文末におく。

Sie liebt ihren Bruder nicht.

定動詞要素があれば, niChtそ の前におく。

Ich 、verde ihm nicht helfen.

Er ist seinenl Vater nicht ahnlich.

Er komlnt heute nicht zuruck.

Heute gehen die Kinder nicht in die Schule。

② 部 分 否 定 :niChtは否定する語句の前におく。

Sie liebt nicht ihren BIruder( , SOndern ihre SChWeSter。 )

「定形要素」とは定形と密接な関連をもち,こ れと一概念をなし,ま たはこれと習慣的に結び

つき不可分な関係に立つ語句をいう。程度及び否定の副詞規定はあらゆる文脈の後, 但し定

形要素や準定形要素の前に置く。

副詞規定   冨」詞規定



lernen

lerne

例 不定 詞 句 jetzt iei3ig Deub山

Ich jetzt nei3ig Deutsch(定動詞正置)

降tZt lerne ich iei3ig Deuヽ ch.(定動詞倒置)

◇疑問文・否定文でも英語の doに当たる助動詞を必要としない。疑問文は定動詞を文頭
に出し,否定文は否定詞を添えればよい。

【例】 Sprechen Sie FranZё sisch? Nein,iCh SpreChe nicht Franzosisch.*

(DO you speak FrenCh? N・ 0,I don't speak French.)

配 語 法 (Ⅱ)一 副文章の場合一
◇疑問詞にみちびかれる間接疑問文,従属接続詞にみちびかれる従属文, 関係代名詞や関
係副詞にみちびかれる関係文などは,主文章に接続 してはじめて意味が完結するので, 副
文章と呼ばれる。

◇副文章では,その文章のしめくくりとして, 定動詞がかならず文の最後に置かれる。こ
の配語法を定動詞後置という。

【例】 Ich wei3 nicht,wO er jetzt wohnt.

Ich wei3, da3 er in dieser Stadt wOhnt.

Kennst du das Land,wO die iZitOronen bltthn?

― Goetlle―

〔注〕 主文章と副文章との間にはかならずコンマ (Komma)を つける。

初級文法では,定動詞の位置 (正置・倒置・後置)や語形変化などが十分に指導されれば,学習

者は最小限度の文法的知識を学んだことになると言えるのであろうが,限 られた時間的制約のなか

では, niCht の位置についてはあまり扱わないのが普通のようである。*例
文 Sprechen Sie

Franzёsisch? Nein,ich sprecheガ磁′Franzozisch.の 場合,返答としては Nein,ich

spreche滋滋 Franz6si∝h. が普通である。

2・ l nichtの位置について記述 している文法教料書の例

例 1)5)

niChtを もちいて否定文をつくるばあい,nichtを文末におくと,その文の定動詞を,つ
ま り文全体を否定することになる (全文否定 )。 これに反 して,あ る成分だけを否定 したいと

きは,否定されるべき語の直前に nichtを おく (部分否定 )。

Er gru3t den Lehrer nicht。 彼はその先生に挨拶 しない。

Er gri3t nicht den LehК r。 (挨拶はするが,その先生にではない → 彼はその先生には

挨拶 しない。)

ただし,定動詞が Kopula(繋辞)であるばあいは,述語名詞あるいは述語形容詞のまえ
に niChtをおく。

Er ist gesund。 → Elr ist nicht gesund.

・
Ｌ

１
３
ヽ
お

＾
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否定 詞 niChtの 位 置 につ い て

糸    井 透

■ヽ■■‘
　　
一日臀ＩＦ

1. 外国語学習の初期の段階においては,聞 くことから話すことへ,更に読むことから書くこと

へ進んでいくのが理想とされているが,現実にはさまざまの条件のために,ドイツ語学習者はこの

学習過程を経られない状況にある。

本校における中学の学習課程では, ドイツ人教師の援助があり,入門期には聞き,話す能力に,

その後読み,書 く能力に指導の重点が移されているが,高校においては大学受験を目前にして,い

きおい初級文法の習得を第一段階とし,読む能力中心の授業が行なわれているのが現状である(ド

イツ人教師による会話の時間もあるが)。

初級文法では文を構成している諸要素の変化の仕方やその用例を学習し,読本と平行しつつ,文

の基本構造への理解を深めることが肝要である。語形変化,語順,語の用法や基本構造を習得する

には,文例を倣い,自 分で ドイツ文を作ることが最良の方法であると思われる。 ドイツ語作文のテ

キストは初級文法修了者を対象としているものが多く,作文の授業は文法終了後に行なわれるが一

般的のようである。例えば,「彼が私を訪ねてくれたとき,私はまだ昼食を食べていなかった。」°

という文を ドイツ語に訳させる場合でも,さ まざまな問題が含まれている。

besuchen,als,noch,zu Mittag,essenの 語をあらかじめ与えても,Als er nlich besuchte,

hat“ ich noch nicht zu Mittag gegessen。 というドイッ文を作るためには,語形変化,時称,

語順,主文,副文,niChtの 位置などが問題となる。我々外国人を悩ますのは,時称や語順であり,

特に否定文の場合には,niChtか keinか2),niChtが 文中のどこに位置するかなどである。本稿

は実際指導上の面から,niChtの 位置をめぐる問題を取 り上げたものである。

2.本年度使用 した文法の教科書
3)には,niChtの 位置について,例文を学習する過程で自然に

習得出来るように配慮されてはいるが,項 目をあげての説明はなかった。配語法については次のと

お りである。

配 語 法 (1)一 不定詞句と文―一

◇不定詞は不定詞句の最後に置かれる。不定詞句の語順は,語形の軽いものから重いもの

へ,ま たは意味の軽いものから重いものへと並べるのを原則とする。したがって,英語の語

順とは逆で,ほぼ日本語の語jl日 と同じと考えてよい。

【例】 jetZt nei3ig Deutsch lernen いま熱心に ドイツ語を学ぶ

(==to be learning(German very hard now)

◇不定詞から文をつくるには,主語を定め, 不定詞を主語の人称・数に応じて定動詞化す

る。定動詞は平叙文の場合,つねに第 2文節 (文節とはそれ以上切 りはなせぬ文の最小構

成単位)に位置する。

“

-1-
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南
唐
の
後
主
で
あ
る
詩
人
李
短
は
往
く
春
を
惜
し
ん
で
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

牡
丹
の
花
は
謝

（
ち
）
り
て
鶯

の
声
は
欲

（
や
）
み
ぬ
　

´

緑
の
楊
は
院
に
満
ち
中
庭
に
月
あ
り
。

吾
々
の
住
ん
で
い
る
世
界
は
、
華
麗
な
南
唐
官
廷
の
文
化
が
開
花
し
た
江
南
と
は
似
て
も
似

つ
か
な
い
殺
伐

な
光
景
を
呈
し
て
い
る
が
、
冷
厳
な
時
の
歩
み
は
そ
の
か
み
と
変
ら
ず
人
を
し
て
過
ぎ
去
れ
る
時
間
を
歎
か

し
め
る
。
紀
要
創
刊
号
に
編
集
後
記
を
書
い
て
よ
り

一
年
が
夢
の
間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
に
編
集

委
員
だ
っ
た
遠
山
先
生
は
明
治
大
学
に
去
り
、
委
員
の
顔
ぶ
れ
も
若
千
変
っ
た
。
第
二
号
は
年
度
内
に
発
刊

し
た
い
も
の
と
努
力
し
た
が
、
再
び
大
に
遅
延
し
て
し
ま
い
弁
解
の
辞
に
窮
す
る
有
様
で
あ
る
。

し
か
し
内
容
的
に
は
論
文
の
ほ
か
に
、
紹
介
と
書
評
、
研
修
会
報
告
な
ど
を
収
め
、
創
刊
号
に
比
べ
多
様
化

し
充
実
し
て
い
る
と
思
う
ｏ

李
短
は
次
の
句
で
、
そ
の
作
品

「
菩
薩
蛮
」
を
閉
じ
て
い
る
。

人
遠
く
し
て
、
涙
開
干
た
り
。

燕

（
つ
ば
く
ろ
）
飛
び
　
春
又
も
残

（
す
た
）
る
。

自
然
は
変
る
こ
と
な
き
繰
り
返
し
の
連
続
で
あ
る
が
、
人
事
に
は
変
遷
、
進
歩
が
見
ら
れ
る
。
さ
さ
や
か
な

紀
要
で
は
あ
る
が
、

一
号
ご
と
に
僅
か
で
も
改
善
さ
れ
、
進
歩
し
て
行
け
ば
、
紀
要
発

刊
の
意

義

が
あ
ろ

う
。
編
集
者
は
読
者
諸
賢
の
温
か
き
御
支
援
と
御
理
解
を
表
心
よ
り
得
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
仮
借
な
き
御

批
判
と
御
鞭
撻
を
今
後
も
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
Ｋ

・
０
生
）

―
―
紀
　
要
　
委
　
員
―

委
員
長
　
　
　
　
大

久

間

委
　
員
　
．　

　

服
　
　
部

．
″
　
　
　
　
　
　
　
水ヽ
　
　
翻澤

慶

四

郎

武
　
　
司滉

委

員

糸

井

藤  安

本  藤

義  維

信  男 透

研 究 紀 要  第 2号

昭和50年 7月 10日 印刷
昭和50年 7月 20日  発行

発行者 東京都文京区関口3丁 目8番 1号

独協申 。高等学校 紀 要 委 員 会
編集者 大 久 間 慶 四 郎 (代表)

印刷所 東京都豊島区東池袋 5丁 目6番14号

株式会社 豊 島 プ リンテ ィン グ
TEL(987)6665(イ ミ)



Review of Dokkyo Secondary High School

No. 2 1975

Articles

On the Fluidity of "Folk Songs" in the Edo Period

- 
on the origin of ,,Matsunoha-Hindagumi"

..'......Shigetoshi

A View of Treatments of Physiognomy on Lunheng

Masayoshi Shimada

On the "Magic" in Ancient Japan """Mitsuya Kawai

Oscillation for Functional Differential Equations with
Retarded Argument. "Toyoho Fukuda

"Teach-in" Reports :

On the Education of Private Junior High Schools in Japan
...Jdji Shing&

On the Judgements of "schoolbook" Problems
..'...Hiroshi Nagasawa

A Survey of the Schoolwork Attainments by

Dokkyo Junior High School Students""""'Yasuo Kojima

Introductions & Book Reviews :

Alessandra Nibbi : The sea Peoples' A Re'examination

of the Egyptian Source"""""""""Keishiro Ohkuma

Siecutations bY T. E. Hulme

- 
Essays on Humanism and the Philosophy of Art

'..Yoshinobu Fujimoto

Publlshed by

Dokkyo Secondary High School Review Committee

Address : Dokkyo Secondary High School

1- 8 - 3 Ch6me, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo

Kimura

Ｎ
酬
グ


