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１

．

独
協
学
園
中
高
の
紀
要
も
、
と
も
か
く
第
四
号
を
上
梓
出
来
る
運
び
と
な

つ
た
。
発
行
の

月
日
が
号
を
重
ね
る
ご
と
に
少
し
づ
つ
遅
れ
て
行
く
の
が
気
が
か
り
で
あ
る
が
、
何
と
し
て

も
第
四
号
が
出
る
と
い
う
の
は
同
慶
の
至
り
で
あ
る
。
三
号
あ
た
り
で
廃
刊
と
な
る
雑
誌
が

多
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
第
四
号
が
刊
行
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
■
前
途
は

険
し
い
に
し
て
も
第

一
の
難
関
を
越
え
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
こ
れ
か
ら
は
第
五
号
以
下

が
定
期
的
に
発
刊
さ
れ
、
内
容
が
充
実
さ
れ
て
行
く
の
を
期
待
し
た
い
。
私
事
に
わ
た

，
恐

結
で
み
る
が
、
編
集
者
は
今
学
年
を
も

っ
て
四
分
の
一
世
紀
に
わ
た
り
勤
務
し
て
い
た
独
協

学
園
を
去
つ
、
ま
た
生
れ
故
郷

・
の
東
京
よ
り
中
京
の
豊
橋
の
地
に
移
る
こ
と
に
な

つ
た
。
去

る
日
が
近
ず
く
と
離
れ
難
く
な
る
の
が
人
情
で
あ
ろ
う
か
。

晩
唐
の
詩
人
章
荘
は
歌
う
。
　
　
　
　
．
　

　

・　
　
　
　
　
　
　
　
．

洛

陽

城

裏

春

光

好

洛

陽

才

子

他

郷

老

　

　

　

　

　

　

ヽ
一
′

柳

暗

魏

王

堤

此

時

心

転

迷

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

編
集
者
は
才
子
で
も
何
で
も
な
い
が
、
他
郷
に
老
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
思

う
と

一
株
の
淋
し
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
章
荘
は
次
の
句
で
詞
を
終
え
る
。

憶

君

君

不

知

編
集
者
も
出
来
る
だ
け
憶
え
て
い
て
貰
い
た
い
と
願
ら

て
い
る
が
、
そ
れ
は
厚
か
ま
し
い

願
で
ぁ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
紀
要
が
新
編
集
長
で
あ
る
服
部
先
生
に
よ
り
力
強
く
発
展
す
る

こ
と
を
心
よ
り
祈
り
つ
つ
欄
筆
す
る
。

・
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漱
石
に
お
け
る
明
治
の
軌
跡

快
な
事
が
あ
る
と
夫
が
五
日
も
六
日
も
不
愉
快
で
押
し
て
行
き
ま
す
、
丸
で

梅
雨
の
天
気
が
晴
れ
な
い
の
も
同
じ
事
で
す
自
分
で
も
厭
な
性
分
だ
と
思
ひ

ま
す

（
中
略
）
世
の
中
に
す
き
な
人
は
段
々
な
く
な
り
ま
す
。
さ
う
し
て
天

と
地
と
草
と
木
が
美
し
く
見
え
て
き
ま
す
。
こ
と
に
此
頃
の
春
の
光
は
甚
だ

好
い
の
で
す
。
私
は
大
を
た
よ
り
に
生
き
て
ゐ
ま
す
。

こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
正
宗
白
鳥
の
言
う

「
憎
人
厭
世
」
の
感
情
で
あ
り
、
激
し

い
人
生

へ
の
嫌
悪
の
念
で
あ
る
。

「
心
」
を
書
き
始
め
る
直
前
の
漱
石
の
こ
の
よ

う
な
感
慨
や
心
境
が
、

「
心
」
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
に
ふ
く
れ
あ
が
り
、
作
品
の
展

開
の
上
に
強
い
働
き
か
け
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
し
も
否
定
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
。
さ
ら
に
こ
の
書
簡
よ
り
も
や
や
あ
と
の
、
四
月
十
四
日
に
寺
田
寅
彦

へ

あ
て
た
書
簡
で
も
、
漱
石
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
種
の
厭
生
の
念
を
表
自
し
て
い
る
。

屋
上
屋
を
架
す
る
よ
う
だ
が
、
念
の
た
め
に
引
用
し
て
お
く
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
一

近
頃
人
を
尋
ね
ず
あ
ま
り
人
も
好
ま
ず
何
だ
か
つ
ま
ら
な
さ
う
に
暮
し
居
　
１

候
小
説
も
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
臨
み
な
が
ら

一
日
と
な
ま
け
未
だ
に
着
　
．

手
不
仕
候
是
も
神
経
衰
弱
の
結
果
か
も
知
れ
ず
厄
介
に
候

で
は
、
作
家
漱
石
の
こ
の
よ
う
な
激
し
い
厭
生
観
が
、
作
品

「
心
」
の
中
に
ど

う
溶
け
込
ん
で
い
る
の
か
。
簡
単
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
死
と
い
う
絶
対
の
境
地

に
帰
し
た

「
先
生
」
と
い
う
人
間
の
造
形
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
生
か

さ

れ

て

い

る
、
と
で
も
言

っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

「
先
生
と
私
」
の
第
二
十
章

に
お
い
て
先
生
は

「
私
は
他
に
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
血
の
つ
ゞ
い
た
親

戚
の
も
の
か
ら
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
私
は
決
し
て
そ
れ
を
忘
れ
な
い
の
で
す
。

（略
）
然
し
私
は
ま
だ
復
讐
を
し
ず
に
ゐ
る
。
考

へ
る
と
私
は
個
人
に
対
す
る
復

讐
以
上
の
事
を
現
に
遣
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
私
は
彼
等
を
憎
む
許
ぢ
や
な
い
、
彼
等

が
代
表
し
て
ゐ
る
人
間
と
い
ふ
も
の
を
、　
一
般
に
憎
む
事
を
覚
え
た
の
だ
。
私
は

そ
れ
で
沢
山
だ
と
思
ふ
」
と
私
に
語

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
も
前
記
二

―

ま
た
は

「心
」
の
主
題
と
変
奏

新

井

洋

一

「
心
」
を
執
筆
す
る
少
し
前
に
、
漱
石
は
東
京
朝
日
の
社
会
部
長
に
宛
て
て
、

「
今
度
は
短
篇
を
い
く
つ
か
書
い
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
そ
の

一
つ

一
つ
に
は

違
つ
た
名
を
つ
け
て
行
く
積
で
す
が
予
告
の
必
要
上
全
体
の
題
が
御
入
用
か
と
も

存
じ
ま
す
故
そ
れ
を

『
心
』
と
致
し
て
置
き
ま
す
。」
と
書
き
送

っ
て
い
る
。
し
か

し
結
局
、
そ
れ
は

「
先
生
の
遺
書
」
と
ひ
と
つ
だ
け
題
が
つ
い
た
ま
ま
終

っ
て
し

ま

っ
た
。
大
正
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
八
月
十

一
日
ま
で
百
十
回
に
わ
た
り
東
西

の

「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た

「
心
」
は
、

漱
石
の
最
初
の
意
図
と
は

裏
腹

に
、
こ
う
し
て

「
先
生
の
遺
書
」
と
題
さ
れ
た
ま
ま
で
片
付
い
て
し
ま

っ
た
が
、

現
在
の
姿
に
整
理
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
、
大
正
三
年
九
月
二
十
日
付
で

岩
波
書
店
か
ら
単
行
本
化
さ
れ
る
に
際
し
て
、
改
め
て
全
体
を
三
分
割
し
そ
れ
ぞ

れ
に

「
先
生
と
私
」
「
両
親
と
私
」
「
先
生
と
遺
書
」
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て

か
ら
で
あ

っ
た
。

漱
石
は
、

「
先
生
の
遺
書
」
の
稿
を
起
こ
す
直
前
に
、
即
ち
二
月
二
十
九
日
付

津
田
青
楓
宛
書
簡
の
中
で
、

「
心
」
の
根
幹
的
モ
チ
ー
フ
に
深
く
関
わ
る
次
の
よ

う
な
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。

私
は
四
月
十
日
頃
か
ら
又
小
説
を
書
く
筈
で
す
。
私
は
馬
鹿
に
生
ま
れ
た

せ
ゐ
か
世
の
中
の
人
間
が
み
ん
な
い
や
に
見
え
ま
す
夫
か
ら
下
ら
な
い
不
愉
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つ
の
書
簡
で
見
た
よ
う
な

「
憎
人
厭
世
」
の
念
が
噴
出
し
て
い
る
。
言

っ
て
み
れ

ば
、
先
生
が
自
殺
し
た
最
大
の
理
由
も
、
先
生
自
ら
が
犯
し
た
罪
へ
の
贖
罪
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
人
間

一
般
へ
の
憎
悪
の
た
め
と
言

っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な

先
生
の
こ
の
よ
う
な
生
へ
の
激
し
い
嫌
悪
の
感
情
は
、
何
も
他

へ
ば
か
り
向
け

ら
れ
て
は
い
な
い
。
先
生
が
Ｋ
を
自
殺
に
ま
で
追
い
込
ん
だ
自
己
を
回
想
し
た
次

の
よ
う
な
言
葉
は
、
先
生
の
憎
し
み
が
自
分
自
身
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

明
確
に
示
し
て
い
る
。

叔
父
に
欺
む
か
れ
た
当
時
の
私
は
、
他
の
頼
み
に
な
ら
な
い
事
を
つ
く
づ

く
感
じ
た
に
は
相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
を
悪
く
取
る
丈
あ

っ
て
、
自
分
は

ま
だ
確
な
気
が
し
て
ゐ
ま
し
た
。
世
間
は
何
う
あ
ら
う
と
も
此
己
は
立
派
な

人
間
だ
と
い
ふ
信
念
が
何
処
か
に
あ
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
Ｋ
の
た
め
に
美

事
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人
間
だ
と
意
識
し
¨

た
時
、
私
は
急
に
ふ
ら
ノ
ヽ
し
ま
し
た
。
他
に
愛
想
を
尽
か
し
た
私
は
、
自

分
に
も
愛
想
を
尽
か
し
て
動
け
な
く
な
つ
た
の
で
す
。

（
「
先
生
と
遺
書
」

五
十
二
）

こ
の
よ
う
な
他
者
を
も
自
己
を
も
抱
き
込
ん
だ
憎
悪
の
感
情
は
、
実
は
漱
石
自

身

の
率
直
な
内
面
の
表
白
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば

大
正
三
年

一
月
十
三
日
付
畔
柳
芥
舟
宛
の
書
簡
で
、
漱
石
が
メ
ン
デ
リ
ズ
ム
と
文

芸
と
の
関
係
を
否
定
的
に
説
き
な
が
ら

「
僕
は
自
分
で
文
芸
に
携
は
る
の
で
文
芸

心
理
を
純
科
学
的
に
は
見
ら
れ
な
い
。
又
見
て
も
余
所
々
々
し
く
て
と
て
も
そ
ん

な
も
の
に
耳
を
傾
け
る
気
が
し
な
い
。
僕
の
は
い
つ
で
も
自
分
の
心
理
現
象
の
解

剖
で
あ
り
ま
す
。
僕
に
は
そ
れ
が

一
番
力
強
い
説
明
で
す
。
若
し
そ
こ
に
不
完
全

な
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
心
理
現
象
そ
の
も
の
ゝ
複
雑
か
ら
来
る
の
で
方
法
の
わ

る
い
点
か
ら
く
る
と
は
考

へ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
照
応
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し

「
心
」
に
連
ら
な
る
漱
石
の
人
生
観
を
最
も
明
瞭
に
示
し

て
い
る
の
は
、

「
心
」
執
筆
後
の
大
正
三
年
十

一
月
十
四
日
付
岡
田
耕
三
宛
の
書

簡
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ

「
心
」
執
筆
後
の
漱
石
の
厭
生
観
の
帰
結
が
豊
饒
に
語

ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
々
長
く
は
な
る
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

私
が
生
よ
り
死
を
択
ぶ
と
い
ふ
の
を
三
度
も
つ
づ
け
て
聞
か
せ
る
積
で
は

な
か
つ
た
け
れ
ど
も
つ
い
時
の
拍
子
で
あ
ん
な
事
を
云
つ
た
の
で
す
然
し
そ

れ
は
嘘
で
も
笑
談
で
も
な
い
死
ん
だ
ら
皆
に
柩
の
前
で
万
歳
を
唱
へ
て
も
ら

ひ
た
い
と
本
当
に
思
つ
て
ゐ
る
。
私
は
意
識
が
生
の
す
べ
て
で
あ
る
と
考
へ

る
が
同
じ
意
識
が
私
の
全
部
と
は
思
は
な
い
死
ん
で
も
自
分
は
あ
る
、
し
か

も
本
来
の
自
分
に
は
死
ん
で
始
め
て
還
れ
る
の
だ
と
考

へ
て
ゐ
る
。
私
は
今

の
所
自
殺
を
好
ま
な
い
恐
ら
く
生
き
る
丈
生
き
て
ゐ
る
だ
ら
う
さ
う
し
て
其

生
き
て
ゐ
る
う
ち
は
普
通
の
人
間
の
如
く
私
の
持
つ
て
生
れ
た
弱
点
を
発
揮
　
一

す
る
だ
ら
う
と
思
ふ
、
私
は
夫
が
生
だ
と
考

へ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
生
の
　
２

苦
痛
を
厭
ふ
と
同
時
に
無
理
に
生
か
ら
死
に
移
る
甚

し

き
苦
痛
を

一
番
厭
　
一

ふ
、
だ
か
ら
自
殺
は
や
り
度
な
い
、
夫
か
ら
私
の
死
を
択
ぶ
の
は
悲
観
で
は

な
い
厭
世
観
な
の
で
あ
る
。
悲
観
と
厭
世
の
区
別
は
君
に
も
御
分
り
の
事
と

思
ふ
。
私
は
此
点
に
於
て
人
を
動
か
し
た
く
な
い
、
即
ち
君
の
様
な
も
の
を

私
の
力
で
私
と
同
意
見
に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
然
し
君
に
相
当
の
考
と

判
断
が
あ
つ
て
夫
が
私
と
同
じ
帰
趣
を
有

つ
て
ゐ
る
な
ら
己
を
得
な
い
の
で

す
。

こ
の
書
簡
と
同
趣
の
も
の
を
い
ま

一
っ
、
大
正
四
年
二
月
十
五
日
付
畔
柳
芥
舟

宛
書
簡
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
も
漱
石
は

「
私
は
死
な
な
い
と
い
ふ

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
死
ぬ
と
い
ふ
の
で
す
、
さ
う
し
て
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア

リ
ス
ト
や
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
い
ふ
や
う
に
個
性
と
か
個
人
と
か
ゞ
死
ん
だ
あ
と

迄
つ
ゞ
く
と
も
何
と
も
考

へ
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
唯
私
は
死
ん
で
始
め
て
絶
対
の



境
地
に
入
る
と
申
し
た
い
の
で
す
さ
う
し
て
其
絶
対
は
相
対
の
世
界
に
比
べ
る
と

尊
い
気
が
す
る
の
で
す
」
と
言

っ
て
い
る
。
早
い
話
が
、
生
そ
の
も
の
に
対
す
る

嫌
悪
か
ら
く
る
絶
望
と
、
死
と
い
う
絶
対
の
境
地

へ
の
憧
憬
を
二
つ
な
が
ら
に
提

示
す
る
こ
と
こ
そ
、
漱
石
が

「
心
」
の
先
生
の
内
面
を
照
射
し
別
扶
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
吉
田
精

一
の
∧
自
殺
に
よ
っ
て
先
生
の
人
格
が
完
成
さ
れ
る
∨

（角

川
版

「漱
石
全
集
」
第
十

一
巻
解
説
）
と
い
う
指
摘
は
、
解
釈
の
多
様
な

一
面
を

器
用
に
纏
め
上
げ
た
と
い
う
意
味
で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
漱
石
は
生
き
と
し
生

け
る
人
間
が
こ
の
先
生
と
同
じ
運
命
を
辿
り
、
遂
に
は
自
殺
に
至
る
と
い
う
プ

ロ

セ
ス
を
踏
む
こ
と
で
全
き
人
間
、
完
成
さ
れ
た
人
格
に
昇
華
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と

を
、
本
気
で
信
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
大
正
四
年

一
月
十
三
日
か
ら
二
月

二
十
三
日
に
か
け
て

「朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た

「
硝
子
戸
の
中
」
第
七
章
と

第
八
章
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
辺
の
問
題
を
少
し
く
検
討
し
て
お
き
た
い
。
匁
、

そ
の
第
七
章
で
は
、
漱
石
は
、
死
に
よ
っ
て
現
在
の

「
美
し
い
心
持
」
を
維
持
す

べ
き
か
ど
う
か
悩
ん
で
い
た
吉
永
秀
子
に
相
談
を
も
ち
か
け
ら
れ
、

「
死
な
ず
に

生
き
て
い
ら
つ
し
や
い
」
と
ま
で
助
言
し
忠
告
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
第
八
章

こ
ま
１
１
　
　
　
　
　
　
　
．

「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」

「
　

　

斯
う
い
ふ
言
葉
が
近
頃
で
は
絶
え
ず
私
の
胸
を
往
来
す
る

や

う

に

な
つ

た
。
　

・

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‥

　
．
　
　
　
　
　
‥

然
し
現
在
の
私
は
今
ま
の
あ
た
り
生
き
て
ゐ
る
。
私
の
父
母
、
私
の
祖
父

・
母
、
私
の
曽
祖
父
母
、
そ
れ
か
ら
順
次
に
遡
ぼ
つ
て
、
百
年
、
三
百
年
、
乃

ｒ
至
千
年
万
年
の
間
に
馴
致
さ
れ
た
習
慣
を
、
私

一
代
で
解
脱
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
、
私
は
依
然
と
し
て
此
生
に
執
着
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
０

だ
か
ら
私
の
他
に
与

へ
る
助
言
は
何
う
し
て
も
此
生
の
許
す
範
囲
内
に
於

て
し
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
様
に
思
ふ
。

（略
）
既
に
生
の
中
に
活
動
す
る
自

分
を
認
め
、
又
其
生
の
中
に
呼
吸
す
る
他
人
を
認
め
る
以
上
は
、
互
ひ
の
根

本
義
は
如
何
に
苦
し
く
て
も
如
何
に
醜
く
て
も
此
生
の
上
に
置
か
れ
た
も
の

と
解
釈
す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。

―

と
述
懐
が
あ
っ
て
、
吉
永
秀
子
に
対
す
る
助
言
の
発
せ
ら
れ
た
精
神
的
源

泉
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
漱
石
な
り
の
言
葉
で
探
り
あ
て
て
い
る
。
こ
こ
に
、

漱
石
に
と
っ
て
先
生
の
自
殺
は
、
先
生
自
ら
の
偽
り
の
な
い
心
情
の
告
自
と
し
て

許
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
先
に
述
べ
た
よ
う
に
人
間
全
体
に
押
し
か
ぶ
せ

る
こ
と
は
、
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
が
ら
で
あ

っ
た
、
と
い
う
意
味
で
の
漱
石
の
人
生

観
の
ま
た
別
の

一
面
が
覗
い
て
い
る
の
だ
。
先
生
自
身
も
、
自
分
の
自
殺
の
理
由

を
語
り
手
で
あ
る

「私
」
が
明
瞭
に
呑
み
込
め
な
い
こ
と
を
危
ぶ
ん
で
、

「時
勢

の
推
移
か
ら
来
る
人
間
の
相
違
」
や

「箇
人
の
有
つ
て
生
れ
た
性
格
の
相
違
」
を
　
一

自
覚
し
て
は
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
生
自
ら
の
死
が
先
生
固
有
の
性
格
と
先
生
　
３

が
生
き
た
時
代
の

（
あ
る
い
は
時
勢
の
）
し
か
ら
し
む
る
所
以
で
あ
る
こ
と
、
ま
　
．

た
先
生
の
死
が
先
生
の
人
格
と
時
代
と
の
総
合
と
し
て
の
独
立
的
な
個
性
か
ら
や

む
な
く
発
せ
ら
れ
た
死
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
即
ち
、
先
生
の
死
は
、
先

生
の
性
格
上
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
社
会
的
に
必
然
化
さ
れ
た

（
な

い
し
は
規
定
さ
れ
た
）
死
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
両
様
相
倹

っ
た
要

素
を
度
外
視
し
て
、
単
に
先
生
の
死
を
実
存
的
不
安
の
側
面
か
ら
追

い

つ
め
た

り
、
時
代
精
神
の
側
面
か
ら
の
み
追
い
つ
め
る
こ
と
は
、
先
生
の
死
の
実
相
を
十

分
に
解
析
し
え
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
心
」
の
先
生
の
死
に
は
、
人

間
の
心
の
深
奥
に
巣
喰
う
存
在
的
不
安
へ
の
脅
威
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「明
治
」

と
い
う
時
代
の
中
で
生
き
て
き
た
歴
史
的
実
存
と
し
て
の
漱
石
の
、

「
明
治
」
と

い
う
時
代
の
崩
壊
に
直
面
し
た
偽
ら
ぎ
る
表
白
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か

ら

で
あ

る
０
友
人
Ｋ
を
死
に
追
い
や
っ
て
か
ら
自
殺
を
考
え
つ
つ
生
き
て
き
た
先
生
は
ヽ



そ
の
間
際
に
な

っ
て
常
に
妻
に
心
惹
か
れ
自
殺

へ
の
志
を
曲
げ
て
生
き
て
き
た
。

妻
の
た
め
に
先
生
は

「
ミ
イ
ラ
の
様
に
存
在
」

（
「先
生
と
遺
書
」
一
）
し
て
い
る

こ
と
に
、　
一
応
の
満
足
を
感
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
先
生
の
内
部
に
、
あ
の

「
硝

子
戸
の
中
」
に
現
わ
れ
た
生

へ
の
意
志
を
窺
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
生

へ
の
意
志
と
死

へ
の
希
求
と
の
闘
い
に
疲
れ
果
て
た
先
生
が
、
何
気
な
し
に

生
の
道
を
歩
い
て
来
た
時
、
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
殉
死
と
い
う
二
つ
の
出
来

事
が
先
生
に
強
く
働
き
か
け
た
と
い
う
こ
と
を
、
僕
等
は
重
く
み
る

べ
き
だ

ろ

う
。
確
か
に
、
先
生
が
疲
労
の
極
、
自
殺
の
誘
惑
に
か
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
た
と
え
疲
れ
果
て
て
も
、
明
治
天
皇
が
崩
御
し
、
乃
木
将
軍
の
殉

死
と
い
う
事
件
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
先
生
は
自
殺
し
た
り
は
し
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
先
生
の
死
は
歴
史
的
に

一
回
限
り
起
り
う
る
死
で

あ
り
、
そ
こ
に
は

「
明
治
の
精
神
」
が
崩
壊
す
る
こ
と
へ
の
作
者
漱
石
の
並
々
な

ら
ぬ
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
―

‐と
言
え
る
だ
ろ
う
。

漱
石
の
文
学
が
常
に
そ
の
内
部
か
ら
分
泌
し
て
い
る
潮
流
が
、
大
別
す
る
に
二

つ
の
傾
向
、
即
ち
人
間
に
於
け
る
存
在
的
な
不
安
の
照
射
と
、
現
代
の
日
本
が
か

か
え
て
い
る
文
明
的
矛
盾

へ
の
批
判
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
座
標
軸
に
よ
っ
て
成

り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
る
の
だ
が
、
彼
の
産
物
の
個
々
に
そ
の
と

き
ど
き
の
社
会
の
反
映
が
何
ら
か
の
形
で
も
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
漱
石
が
生
き
た
社
会
的
事
象

へ

の
強
い
関
心
を
持

つ
作
家
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
、
例

え
ば
、

「
そ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
当
時
の

「
高
等
遊
民
」
の
問
題
、

「
明
暗
」
に

お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
出
現
が
そ
れ
で
あ
り
、

「
心
」
に
ひ
き
つ
け
る
な

ら
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
殉
死
に
象

徴

さ

れ

る

「
明
治
」
の
終
焉
が
そ
れ
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
乃
木
殉
死

が
ま
さ
に
乃
木
希
典
が
誇
ら
か
に
生
き
た
明
治

へ
の
惜
別
の
表
明
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
先
生
の
自
殺
も
、
明
治
に
生
き
た
漱
石
の
そ
れ
へ
の
惜
別
の
譜
と
し
て
の
、

必
然
の
表
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
将
軍
の
殉
死
に
象
徴
さ
れ
る

「
明
治
」
の
終
焉
に
対

す
る
漱
石
自
身
の
内
的
表
白
を
、
い
ま
少
し
検
索
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
明
治
四

十
五
年
の

「
日
記
及
断
片
」
。
こ
こ
に
は

「
乃
木
大
将
の
事
。
同
夫
人
の
事
」
と

い
う
記
載
が
あ
り
、
短
い
字
旬
の
彼
方
に
強
い
衝
撃
が
聞
き
と
れ
る
。
ま
た
大
正

元
年
九
月
二
十
九
日
付
、
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
で
例
の
痔
疾
の
治
療
に
ふ
れ
て

「
僕

の
手
術
は
乃
木
大
将
の
自
殺
と
同
じ
位
の
苦
し
み
あ
る
も
の
と
御
承
知
あ
り
て
崇

高
な
る
御
同
情
を
賜
は
り
度
候
」
と
や
や
冗
談
め
か
し
て
述
べ
て
い
る
。
明
治
天

皇
に
つ
い
て
は
、
大
正
元
年
七
月
二
十

一
日
の
日
記
に
、
天
皇
崩
御
に
よ
る
宮
中

　
・

で
の
儀
式
の
模
様
を
克
明
に
記
述
し
た
箇
所
が
あ
り
、
次
い
で
同
じ
年
の
八
月
八
　
４

日
付
森
次
太
郎
宛
書
簡
で
は

「
明
治
の
な
く
な
つ
た
の
は
御
同
様
何
だ
か
心
細
く
　
．

候
」
と
や
や
憂
愁
を
帯
び
た
口
調
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
月
に
出
た

「
法
学

協
会
雑
誌
」
に
は

「
明
治
天
皇
奉
悼
之
辞
」
と
題
し
た
格
調
の
高
い
文
章
を
寄
せ

て
い
る
。
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
漱
石
の
こ
の
よ
う
な
内
な
る
肉
声
は
、
文
学
的

に
し
か
る
べ
く
粉
飾
さ
れ
な
が
ら
も
、

「
心
」
の
構
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る

に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

「
心
」
の
実
質
的
な
主
人
公
た
る

「
先
生
」
は
、
明
治
天
皇

の
崩
御
を
聞
き
知
る
や

「
私
は
明
治
の
精
神
が
天
皇
に
始
ま
つ
て
天
皇
に
終

つ
た

や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
最
も
強
く
明
治
の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
そ
の
後
に

生
き
残

つ
て
ゐ
る
の
は
、
必
寛
時
勢
遅
れ
だ
と
い
ふ
感
じ
が
烈
し
く
私
の
胸
を
打

ち
ま
し
た
」
と
心
境
を
率
直
に
語
り
、
妻
に
向

っ
て
は

「
自
分
が
殉
死
す
る
な
ら

ば
、
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積
だ
」
と
言
い
、
明
治
天
皇
御
大
葬
の
夜
行
な
わ
れ



た
乃
木
殉
死
に
強
い
衝
撃
を
受
け
、
遂
に
自
殺
の
覚
悟
を
固
め
て
い
る
。
確
か
に

先
生
の
自
殺
は
、
は
じ
め
の
方
で
述
べ
た
よ
う
に
、
深
い
憎
人
厭
世
の
念
に
基
づ

い
て
は
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
先
生
が
自
殺
す
る
に
当

っ
て
、
格

別
に
明
治
の
終
焉
と
い
う
時
期
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
先
生
に
与
え
た

「
時
勢

遅
れ
」
と
い
う
実
感
以
外
に
何
も
必
然
性
が
な
い
と
は
、
簡
単
に
言
う
べ
き
で
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
生
の
告
自
と
死
と
が
、
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
殉
死
と
い

う
新
旧
の
時
代
の
交
替
を
背
景
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
語
り
手
の

「
私
」

の
父
が
、
明
治
天
皇
の
発
病
と
前
後
し
て
同
種
の
病
気
で
重
態
に
陥

る

に

い

た

り
、
明
治
天
皇
の
崩
御
に
自
分
の
死
の
予
示
を
感
じ
な
が
ら
、
次
第
に
病
勢
が
募

っ
て
ゆ
く
と
い
う
副
次
的
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
が
存
在
し
、
そ
の
父
の
内
部
に

「
明

治
」
を
生
き
た
庶
民
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
明
治
天
皇
と
乃
木
大
将
と
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
心
」
の
構
成
上
無
視
で
き
な
い
問
題
を
投
げ
か
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

性
急
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
漱
石
は

「
心
」
の
中
に
、
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃

木
殉
死
と
が
当
時
の
国
民
に
与
え
た
悲
劇
的
感
銘
を
、
知
識
人
と
庶
民
の
双
方
の

立
場
か
ら
ヴ
イ
ブ
イ

ッ
ド
に
写
し
出
し
て
い
る
の
だ
。
漱
石
が

「
心
」
の
本
来
的

な
テ
ー
マ
で
あ
る
人
間
の
内
面
の
照
射
を
叙
す
る
に
当

っ
て
、
明
治
に
生
き
た
者

達
全
て
に
関
わ
る
逃
れ
よ
う
も
な
い

「
明
治
の
精
神
」
の
崩
壊
を
、
そ
の
背
景
に

め
ぐ
ら
せ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
。

い
ま
、

「
心
」
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
と

「
明
治
」
と
の
つ
な
が
り
方
の

概
略
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
明
治
天
皇
の
発
病
を
聞
い
た

私
は
、

「
つ
い
此
間
の
卒
業
式
に
例
年
の
通
り
大
学

へ
行
幸
に
な
つ
た
陛
下
を
憶

ひ
出
し
た
」
と

「
両
親
と
私
」
∧
二
∨
の
中
で
語

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
私
は
明

治
四
十
五
年
六
月
に
東
大
英
文
科
を
卒
業
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
七
月
の

五
、
六
日
に
帰
郷
、
父
や
母
が
卒
業
祝
の
宴
会
を
行
い
た
い
と
言
い
出

し

た

の

は
、
七
月
十
二
、
三
日
で
あ

っ
て
、
そ
の
予
定
と
な

っ
た
日
取
り
は
更
に

一
週
間

程
先
で
あ

っ
た
。
し
か
し
七
月
二
十
日
に
は
明
治
天
皇
発
病
の
公
表
が
あ

っ
て
、

祝
宴
は
中
止
。
そ
し
て
私
の
父
は
、
天
皇
の
発
病
後

「
凝
と
考

へ
込
ん
で
ゐ
る
や

う
に
見
」
え

「
毎
日
新
聞
の
来
る
の
を
待
ち
受
け
て
、自
分
が

一
番
先
に
読
」
み
、

更
に

「
勿
体
な
い
話
だ
が
、
天
子
さ
ま
の
御
病
気
も
お
父
さ
ん
と
ま
あ
似
た
も
の

だ
ら
う
な
」
と
深
い
掛
念
を
持

っ
て
私
に
語
る
。
や
が
て
天
皇
崩
御
の
報
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
、
父
は

「
あ
ゝ
、
天
子
様
も
と
う
／
ヽ
御
か
く
れ
に
な
る
。
己
も
…

…
」
と
嘆
声
を
発
し
深
い
悲
嘆
に
く
れ
る
。
そ
の
後
父
の
病
は
悪
化
の

一
途
を
辿

り
、
乃
木
殉
死
が
伝
え
ら
れ
る
と

「
大
変
だ
、
大
変
だ
」
と
叫
び
声
を
あ
げ
て
間

も
な
く
危
篤
状
態
に
陥
り
、

「
乃
木
大
将
に
済
ま
な
い
。

実

に
面
目
次
第

が
な

い
。
い
へ
私
も
す
ぐ
御
後
か
ら
」
と
苦
し
い
息
の
下
か
ら
言
う
。
父
が
昏
睡
状
態

と
な
り
今
日
か
明
日
か
と
い
う
状
況
の
中
で
、
先
生
の
自
殺
を
告
げ
る
遺
書
が
私
　
一

の
と
こ
ろ
に
送
り
届
け
ら
れ
る
。
私
は
危
篤
の
父
を
残
し
た
ま
ま
、
東
京
行
き
の
　
５

汽
車
の
中
に
乗
り
込
む
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

私
の
父
の
、
明
治
天
皇
の
崩
御
、
乃
木
大
将
の
殉
死
と
い
う
事
件
に
対
す
る
心

情
は
、
お
そ
ら
く
明
治
に
生
き
た
お
お
か
た
の
国
民
が
持

っ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
は
明
治
の
国
家
的
独
立
の
象
徴
と

し
て
の
明
治
天
皇
に
対
す
る
国
民

（
庶
民
）
の

一
体
感
が
示
さ
れ
て
い
る
。
乃
木

大
将
の
殉
死
の
報
知
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

一
体
感
を
直
接
的
に
訴
え
る
も
の

と
し
て
、
国
民
の
心
情
に
深
く
く
い
入

っ
た
に
違
い
な
い
。
私
の
父
の
姿
に
は
、

そ
の
よ
う
な
明
治
の
庶
民
の
感
情
を
代
表
す
る
、
い
わ
ば
最
大
公
約
数
的
役
割
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。

扱
、　
一
方
の
先
生
は
ど
う
か
。
確
か
に
先
生
は
乃
木
殉
死
に
直
接
の
ヒ
ン
ト
を

得
て
自
殺
の
道
を
選
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
乃
木
希
典
の
よ
う
に
、
絶

対
的
存
在
と
し
て
の
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
の
表
現
と
い
う
よ
う
な
自
殺
で
は
決
し



て
な
か

っ
た
。
こ
の
点
に
、
私
の
父
に
見
ら
れ
る
盲
目
的
で
無
批
判
な
乃
木
随
順

と
は
異
質
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
先
生
は

「
先
生
と
遺
書
」
（
五
十
六
）

で

「
私
に
乃
木
さ
ん
の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
か
ら
な
い
」
と
私
に
語
り
か
け
て

い
る
。
先
生
に
解
る
の
は
、
そ
の
三
十
五
年
も
の
間
、
死
の
う
死
の
う
と
思

っ
て

生
き
て
き
た
乃
木
希
典
の
誠
実
な
苦
悩
に
限
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
妻
と

自
己
と
を

「
一
東
に
し
て
」
殉
死
と
い
う
悲
惨
な
行
為
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
乃

木
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、

「
先
生
と
遺
書
」

（
五
十
五
）
で
語
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
暗
然
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。

私
は
今
日
に
至
る
迄
既
に
二
三
度
運
命
の
導
い
て
行
く
最
も
楽
な
方
向

へ

進
ま
う
と
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。
然
し
私
は
何
時
で
も
妻
に
心
を
惹
か
さ
れ

ま
し
た
。
さ
ぅ
し
て
其
妻
を

一
所
に
連
れ
て
行
く
勇
気
は
無
論

な

い

の

で

す
。
妻
に
凡
て
を
打
ち
明
け
る
事
の
出
来
な
い
位
な
私
で
す
か
ら
、
自
分
の

運
命
を
犠
牲
と
し
て
、
妻
の
天
寿
を
奪
ふ
な
ど
と
い
ふ
手
荒
な
所
作
は
、
考

へ
て
さ
え
恐
ろ
し
か
つ
た
の
で
す
。
私
に
私
の
宿
命
が
あ
る
通
り
、
妻
に
は

妻
の
廻
り
合
せ
が
あ
り
ま
す
。
二
人
を

一
束
に
し
て
火
に
燻
べ
る
の
は
、
無

理
と
い
ふ
点
か
ら
見
て
も
、
痛
ま
し
い
極
端
と
し
か
私
に
は
思
へ
ま
せ
ん
で

し
た
。

（
「
先
生
と
遺
書
」
五
十
五
）

更
に
、
先
生
が

「
私
は
妻
に
残
酷
な
驚
怖
を
与

へ
る
事
を
好
み
ま
せ
ん
。
私
は

妻
に
血
の
色
を
見
せ
な
い
で
死
ぬ
積
で
す
。
妻
の
知
ら
な
い
間
に
、
こ
つ
そ
り
此

世
か
ら
居
な
く
な
る
や
う
に
し
ま
す
。
私
は
死
ん
だ
後
で
、
妻
か
ら
頓
死
し
た
と

思
は
れ
た
い
の
で
す
。
気
が
狂

つ
た
と
思
は
れ
て
も
満
足
な
の
で
す
」

（
「先
生

と
遺
書
」
五
十
六
）
と
言

っ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
と
同
様
の
批
判
的
意
図
か
ら
発

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
が

「
明
治
の
精
神
」
へ
の
殉
死
を
説
く
の
も
、
乃

木
の
殉
死
が
天
皇
と
い
う
特
定
の
人
格
に
対
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
対
立
す

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
漱
石
は
乃
木
希
典
の
至
誠
に
は
深
い
共
感
を

覚

え

つ

つ

も
、
そ
の
至
誠
の
対
象
や
至
誠
を
全
う
す
る
た
め
に
妻
と
い
う
他
者
を
も
ま
き
ぞ

え
に
す
る
と
い
っ
た
底
の
、
い
わ
ば
前
近
代
的
倫
理
に
深
い
憤
り
を
覚
え
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
点
で
、
漱
石
の

「
心
」
は
、
鴎
外
の

「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺

書
」
と
は
正
に
逆
の
方
向
か
ら
の
乃
木
殉
死
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
先
生
の
自
殺
の
描
写
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
乃
木
殉
死
の
あ
り

方
に
対
す
る
漱
石
自
身
の
内
発
的
な
明
治
の
倫
理
的
軌
跡
を
提
示
し
え
た
と
す
る

誇
り
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

「
心
」
の
語
り
手
た
る
私
が
、
乃
木
殉
死
へ
の
素
朴
な
賛
美
者

（共
感
者
）
た

る
父
を
見
捨
て
て
先
生
の
許
へ
急
ぐ
の
も
、
こ
の
よ
う
な
死
に
対
す
る
漱
石
自
身

の
内
発
的
倫
理
の
追
求
と
い
う
、
根
元
的
モ
チ
ー
フ
と
は
無
縁
で
は
な
い
。
周
知

の
よ
う
に

「
心
」
の
語
り
手
で
あ
る
私
は
、　
心
の
中

で
父
と
先
生
を
比
較
し
て

両
方
と
も
世
間
か
ら
見
れ
ば
、
生
き
て
ゐ
る
か
死
ん
で
ゐ
る
か
分
ら
な
い

程
大
人
し
い
男
で
あ
つ
た
。
他
に
認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
点
か
ら
い
へ
ば
何
方

も
零
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
此
将
碁
を
差
し
た
が
る
父
は
、
単
な
る
娯

楽
の
相
手
と
し
て
も
私
に
は
物
足
り
な
か
つ
た
。
か
つ
て
遊
興
の
た
め
に
往

来
を
し
た
覚
の
な
い
先
生
は
、
歓
楽
の
交
際
か
ら
出
る
親
し
み
以
上
に
、
何

時
か
私
の
頭
に
影
響
を
与

へ
て
ゐ
た
。
た
ゞ
頭
と
い
ふ
の
は
あ
ま
り
冷
た
過

ぎ
る
か
ら
、
私
は
胸
と
云
直
し
た
い
。
肉
の
な
か
に
先
生
の
力
が
喰
ひ
込
ん

で
ゐ
る
と
云

つ
て
も
、
血
の
な
か
に
先
生
の
命
が
流
れ

て

ゐ

る

と
云
つ
て

も
、
其
時
の
私
に
は
少
し
も
誇
張
で
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
。
私
は
父
が
私

の
本
当
の
父
で
あ
り
、
先
生
は
又
い
ふ
迄
も
な
く
、
あ
か
の
他
人
で
あ
る
と

い
ふ
明
白
な
事
実
を
、
こ
と
さ
ら
に
眼
の
前
に
並
べ
て
見
て
、
始
め
て
大
き

な
真
理
で
も
発
見
し
た
か
の
如
く
に
驚
ろ
い
た
。
（
「
先
生
と
私
」
二
十
三
）

―
―
と
言

っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
明
白
に
作
中
に
お
け
る
先
生
の
、
私
の
父
に

―・ 6‐―



対
す
る
優
位
性
は
動
か
し
が
た
い
。
先
生
は
、
先
生
の
憎
人
厭
世
の
念
を
表
自
す

る
こ
と
で
、
乃
木
殉
死
に
対
立
す
る
先
生
自
身
の
死
に
至
る
倫
理
を
確
立
し
た
。

か
く
て
、
先
生
の
自
殺
が
贖
罪
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
人
類

一
般
の
代
表
と
し
て

の
自
己
へ
の
憎
悪
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
憎
悪

の
範
時
に
つ
い
に
合
ま
れ
な
か
っ
た
妻
を
道
連
れ
と
し
な
い
の
は
、
む
し
ろ
当
然

で
あ

っ
た
。
先
生
に
と
っ
て
妻
は
遂
に

「
純
自
」
で
あ
り
、
透
徹
し
た
人
間
不
信

の
網
の
目
に
捉
え
ら
れ
な
か

っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恐
ら
く

先
生
自
身
の
妻
に
対
す
る

「
崇
高
」
な
愛
情
の
反
照
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
と

も
か
く
も
、
先
生
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
、
死
に
至
る
内
発
的
倫
理
の
追
求
を
主
題
と

す
る

「
心
」
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
副
次
的
プ

ロ

ッ
ト

に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
漱
石
の
厭
生
観
の
表
白
と
し

て
の

「
心
」
が
、
先
生
の

「
死
」
を
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
運
命
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
な
く
、

「
明
治
」
が
終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
う
時
代
背
景
を
ち
り
ば

め
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
か
く
も
激
し
い
厭
生
観
に
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
な
お
生

の
立
場
を
否
定
し
な
か
っ
た
漱
石
の
、
生
き
ん
と
す
る
意
志
が
そ
こ
か
ら
浮
か
び

上

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
先
生
に
心
ひ
か
れ
、
私
と
先
生
の
間
に
実
の
親
子
以
上
の
精
神
的
な
つ
な

が
り
を
持
た
せ
た
も
の
は
何
か
。
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
私
に
は
学
校
の
講
義

よ
り
も
先
生
の
談
話
の
方
が
有
益
な
の
で
あ
つ
た
。
教
授
の
意
見
よ
り
も
先
生
の

思
想
の
方
が
有
難
い
の
で
あ
つ
た
。
と
ゞ
の
詰
り
を
い
へ
ば
、
教
壇
に
立
つ
て
私

を
指
導
し
て
呉
れ
る
偉
い
人
々
よ
り
も
只
独
り
を
守
つ
て
多
く
を
語
ら
な
い
先
生

の
方
が
偉
く
見
え
た
の
で
あ
つ
た
」

（
「
先
生
と
私
」
十
四
）
と
言
い
、

「私
の

眼
に
映
ず
る
先
生
は
た
し
か
に
思
想
家
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
其
思
想
家
の
纏
め

上
げ
た
主
義
の
裏
に
は
、
強
い
事
実
が
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
自
分

と
切
り
離
さ
れ
た
他
人
の
事
実
で
な
く
つ
て
、
自
分
自
身
が
痛
切
に
味
は
つ
た
事

実
、
血
が
熱
く
な
つ
た
り
詠
が
止
ま

っ
た
り
す
る
程
の
事
実
が
、
畳
み
込
ま
れ
て

ゐ
る
ら
し
か
つ
た
」

（
同
十
五
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
先
生
が
抱
く

倫
理
、
思
想
、
人
生
観
の
独
自
性
が
、
私
を
か
く
ま
で
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
私
を
し
て
先
生
の
過
去
を
知
り
た
い
と
思
わ
せ
、
先
生
の
方
も

私
の
か
く
も
深
い
傾
倒
ぶ
り
に
感
謝
を
こ
め
て
、
わ
ざ
わ
ざ
遺
書
を
書
き
送

っ
て

来
た
の
で
あ
る
。
即
ち

「
先
生
と
遺
書
」
第
二
章
で
、
先
生
は
、
か
つ
て
の
私
の

倫
理
観
、
人
生
観
を
批
評
し
て
、

「
あ
な
た
の
考
へ
に
は
何
等
の
背
景
も
な
か
つ

た
し
、
あ
な
た
は
自
分
の
過
去
を
有

つ
に
は
余
り
に
若
過
ぎ
た
か
ら
、
」
決

し

て

「
尊
敬
を
払
ひ
得
る
程
度
に
は
な
れ
な
か
つ
た
」
と
述
べ
た
が
、
私
が
先
生
の
思
　
一

想
を
導
い
た

「
過
去
を
絵
巻
物
の
や
う
に
」
語

っ
て
く
れ
と
懇
願
す

る

に
及

ん
　
７

で
、
今
度
は
は
じ
め
て
私
を
尊
敬
し
え
た
と
語

っ
て
い
る
。
先
生
は
こ
の
時
、
私

　
一

の
無
遠
慮
な
態
度
の
中
に
、
先
生
の
腹
の
中
か
ら

「
或
生
き
た
も
の
を
捕
ま
へ
て

や
ろ
う
と
い
ふ
決
心
」
を
見
、
私
の
、
先
生
を
介
し
て
独
自
の
思
想
形
成
に
踏
み

出
よ
う
と
す
る
厳
粛
な
希
求
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
先
生
は

「
あ
な

た
は
真
面
日
だ
か
ら
。
あ
な
た
は
真
面
目
に
人
生
そ
の
も
の
か
ら
生
き
た
教
訓
を

得
た
い
と
言

つ
た
か
ら
」
と
い
う
賞
讃
の
言
葉
を
送
り
、

「
私
の
鼓
動
が
停

つ
た

時
、
あ
な
た
の
胸
に
新
ら
し
い
命
が
宿
る
事
が
出
来
る
な
ら
満
足
で
す
」
と
ま
で

言
い
、
自
発
的
な
思
想
を
形
成
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
私
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
尊

敬
と
期
待
と
を
寄
せ
て
い
る
。
早
い
話
が
、
私
が
先
生
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
も
の

は
、
先
生
の
独
自
性
で
あ

っ
た
し
、
逆
に
先
生
が
私
に

「
尊
敬
」
を

覚

え

た

の

は
、
私
の
旺
盛
な
自
発
性
で
あ

っ
た

と

い
う

意
味
で
、
各
々
の
志
向
を

「
内
発

性
」
と
い
う
同

一
線
上
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



か
く
て
、
私
と
先
生
を
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
と
も
に
内
発
的
な
も
の
を
追
求

し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ

っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
無
視
で
き
な
い
の

は
、

「
心
」
の
前
作

「
行
人
」
欄
筆
後
ま
も
な
く
、
大
正
三
年
十
二
月
十
二
日
に

第

一
高
等
学
校
で
行

っ
た
講
演

「
模
倣
と
独
立
」
の
内
容
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
こ

で
人
間
心
理
の
属
性
と
し
て

「
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と

「
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
」

と
い
う
対
立
概
念
を
挙
げ
、
ど
ち
ら
も
人
間
に
と

っ
て
不
可
欠

の
属
性

で
あ

る

が
、

「
自
己
の
標
準
」
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
人

に
は
恕
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
述
べ
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

泥
棒
を
し
て
懲
役
に
さ
れ
た
者
、
人
殺
を
し
て
絞
首
台
に
臨
ん
だ
も
の
、

（
略
）
其
罪
を
犯
し
た
人
間
が
、
自
分
の
心
の
径
路
を
有
り
の
儘
に
現
は
す

こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
さ
う
し
て
其
儘
を
人
に
イ
ン
プ
レ
ツ
ス
す
る
事
が

出
来
た
な
ら
ば
、
総
て
の
罪
悪
と
云
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。

（
略
）
如
何

に
傍
か
ら
見
て
気
狂
し
み
た
不
道
徳
な
事
を
書
い
て
も
、
不
道
徳
な
風
儀
を

犯
し
て
も
、
其
経
過
を
何
に
も
隠
さ
ず
に
衡
は
ず
に
腹
の
中
を
す

つ
か
り
其

儘
に
描
き
得
た
な
ら
ば
、
其
人
は
其
人
の
罪
が
十
分
消
え
る
文
の
立
派
な
証

明
を
書
き
得
た
も
の
だ
と
思
つ
て
居
る
か
ら
、
さ
つ
き
云
つ
た
や
う
な
、
イ

ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
主
義
標
準
を
曲
げ
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
恕
す
べ
き
も
の

が
あ
る
と
云
つ
た
様
な
意
味
に
於
て
、
立
派
に
恕
す
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
事

が
出
事
る
と
、
私
は
考

へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
、

「
心
」
に
於
け
る
人
間
の
内
面
の
照
射
が
、
潜
々
た
る
外
発
的
開
花
即

イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
風
潮
に
対
す
る
貴
重
な
内
発
的
思
想
即
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト

な
態
度
の
表
出
に
連
座
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
お
の
ず
か
ら
明
白

に
な
る
。
ま
た
先
生
の

「
遺
書
」
が
、
私
心
を
混
え
な
い
あ
り
の
ま
ま
な
る
自
己

内
面
の
摘
出
に
よ
っ
て
、
先
生
自
身
の

「
罪
が
十
分
消
え
る
文
の
立
派
な
証
明
」

と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
明
白
に
な
る
。
無
論
こ
こ
で
言
わ
れ
る
罪
と
は
、
人
間
的

な
罪
で
あ

っ
て
、
社
会
的
な
罪
で
は
な
い
。

「
心
」
の
先
生
の

「
遺
書
」
に
は
、

こ
う
し
た
意
味
で
の
、
漱
石
の
自
己
救
済
の
モ
チ
ー
フ
が
、
自
己
の
内
面
を

「
す

つ
か
り
其
儘
に
描
き
得
」
た
い
と
い
う
作
家
と
し
て
の
希
求
を
通
し
て
、
込
め
ら

れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

漱
石
は
同
じ

「
模
倣
と
独
立
」
の
中
で
更
に
続
け
て
言
う
。

然
し
斯
う
云
ふ
風
に
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
人
と
云
ふ
も
の
は
、
恕
す
べ

く
或
時
は
貴
む
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
其
代
リ
イ
ン

デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
精
神
と
云
ふ
も
の
は
非
常
に
強
烈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

の
み
な
ら
ず
其
強
烈
な
上
に
持

つ
て
来
て
、
背
後
に
は
大
変
深
い
背
景
を
背

負

つ
た
思
想
な
り
、
感
情
な
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
と
な
れ
ば
、
若

し
薄
弱
な
る
背
景
が
あ
る
丈
な
ら
ば
、
徒
に
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
を
悪
用
し

て
唯
世
の
中
に
弊
害
を
与

へ
る
だ
け
で
、
成
功
は
迎
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ

る

。

こ
こ
で
言
う

「成
功
」
と
は
、
人
に

「
同
情
に
値
ひ
し
、
敬
服
に
値
ひ
す
る
観

念
」
を
起
こ
さ
せ
て
、
人
の
心
に
何
等
か
の
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
さ
し
て

い
る
。
ま
た

「
深
い
背
景
」
と
は
来
た
る
べ
き
人
類

一
般
の

「
運
命
」
を
、
時
代

に
先
ん
じ
て
示
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

「
心
」
と

い
う
作
品
は
、
先
生
の
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
な
思
想
で
あ
る
人
間
不
信
、
厭
生
観

の
描
写
を
通
し
て
、
人
類

一
般
の
運
命
で
あ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
恐
る
べ
き
働
ら
き

を
こ
の
上
な
く
的
確
に
捉
え
、
死
と
い
う
究
極
的
な
姿
を
通
し
て
、
こ
れ
を
批
判

化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
作
品
と
言
え
る
。

こ
の

「
模
倣
と
独
立
」
と
い
う
講
演
の
中
で
い
ま

一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
次

の
よ
う
な
芸
術
家
と
し
て
の

「
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
」
な
態
度
の
必
要
性
を
述
べ

た
箇
所
で
あ
る
。
引
用
が
重
な
る
が
、
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
所
で
は
あ
る
の
で
、
敢
一

え
て
書
き
添
え
て
お
く
。
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西
洋
に
対
し
て
日
本
が
芸
術
に
於
て
も
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
で
あ
る
と
云

ふ
事
も
も
う
証
拠
立
て
ら
れ
て
可
い
時
で
あ
る
。

（略
）
自
分
で
夫
程
の
オ

リ
ヂ
ナ
リ
テ
イ
ー
を
持
ら

て
居
な
が
ら
、
自
分
の
オ
リ
ヂ
ナ
リ
テ
イ
ー
を
知

ら
ず
に
、
飽
ま
で
も
ど
う
も
西
洋
は
偉
い
偉
い
と
言
わ
な
く
て
も
、
も
う
少

し
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
に
な
つ
て
西
洋
を
や
つ
つ
け
る
ま
で
に
は
行
か
な
い

迄
も
、
少
し
は
イ
ミ
テ
ー
シ
ヨ
ン
を
さ
う
し
な
い
や
う
に
し
た
い
。

か
く
し
て

「
模
倣
と
独
立
」
と
い
う
講
演
の
主
題
が
、
現
代
日
本
文
化
の
外
発

性
を
、
い
か
に
内
発
性
に
転
換
さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
漱
石
の
文
学
に
終
始

一
貫

す
る
不
易
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
心
」
に
於
け

る

「
明
治
の
精
神
」

へ
の
共
感
も
乃
木
殉
死

へ
の
感
慨
も
、
ど
う
や
ら
そ
の
よ
う

な
現
代
日
本
文
化

へ
の
内
発
性
の
追
求
と
い
う
モ
チ
ー
フ
か
ら
発
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

「
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
」
な
人
格
と
し
て
の
先
生
が
、
明
治
の
対

外
的
独
立
の
象
徴
と
し
て
の
明
治
天
皇
の
死
に
、
自
ら
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の

「
明
治
の
精
神
」
の
喪
失
を
見
、
乃
木
殉
死
に
衝
激
を
受
け
て
、
自
己
の
生
涯
ヘ

亘
る
罪
の
意
識
に
殉
ず
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
救
わ
れ
ざ
る
厭
生
観
の
所
有
者
と
し
て
の
先
生
と
い
う

人
格
の
追
求
と
、
国
家
的
独
立
を
象
徴
す
る

「
明
治
の
精
神
」

へ
の
共
感
と
は
、

西
洋
文
明
へ
の

「
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
氾
濫
す
る

「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
潮

流
の
中
に
あ
っ
て
、
真
に
内
発
的
な
文
化
、
倫
理
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
文
明
批

評
の
見
え
ぎ
る
糸
に
よ
っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
　

　

（
了
）

∧
主
要
参
考
文
献
∨

石
崎
等

　

「
こ
こ
ろ
」
（
「
国
文
学
」
昭
４４

。
４
）

西
垣
勤

　

「
『
こ
こ
ろ
』
覚
書
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
４６

・
９
）

伊
豆
利
彦

　

「
『
こ
こ
ろ
』
の

一
考
察
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
４６

・
９
）

佐
藤
泰
正
　

「
こ
こ
ろ
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
４７

・
４
２
７
）

相
原
和
邦

　

「
漱
石
文
学
に
お
け
る

『実
質
の
論
理
』
―
―

『
こ
こ
ろ
』
を
中
心

に
―
―

（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
４７

・
４
）

相
原
和
邦

　

「
『
こ
こ
ろ
』
の
人
物
像
―

‐
『
明
治
の
精
神
』
と

『
現
代
と
の
関

連
』
に
お
い
て
―

　
「
日
本
文
学
」
昭
４７

・
５
）

竹
腰
幸
夫

　

「
『
こ
こ
ろ
』
―

二
つ
の
自
殺
を
め
ぐ

っ
て
―

」

（
「
中
央
大

国
文
」
１６
　
昭
４８

・
３
）

平
岡
敏
夫

　

「
明
治
の
精
神
　
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
前
提
的
お
ぼ
え
が
き
」
　

　

一

（
「
国
文
学
」
昭
４８

・
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

大
岡
昇
平

　

「
『
こ
ゝ
ろ
』
の
構
造
」

（
「
文
学
界
」
昭
４８

。
９
）
　
　
　
　
　
　
一

平
岡
敏
夫

　

「
『
こ
こ
ろ
』
の
漱
石
」

（
「
文
学
」
昭
４９

・
５
）

幾
多
の
漱
石
研
究
書
を
羅
列
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
た
い
し
た
意
味

は

な

い

の

で
、
こ
こ
で
は
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た

っ
て
、
特
に
教
え
を
受
け
る
こ
と
の
多

か

っ
た
比
較
的
新
し
い
雑
誌
掲
載
論
文
に
限

っ
て
掲
げ
て
お
い
た
。





研

究

ノ

ー

ト

現
代
青
少
年
の
性
的
問
題
行
動
、
そ
の
実
態
と
背
景

山

　

岸

　

善

　

和

〔
一
〕

序

章

近
年
、
中
学
生

・
高
校
生
に
よ
る
性
的
問
題
行
動
が
激
増
し
て
い
る
。
そ
の
背

景
に
あ
る
も
の
は
何
か
、
社
会
的

・
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

先
ず
本
論
に
入
る
前
に
、
大
阪
府
警
察
の
布
袋
茂
子
氏
の
事
例
レ
ポ
ー
ト

『大

阪
府
下
で
の
数
的
実
態
と
補
導
事
例
』
よ
り
、
現
代
青
少
年
の
性
的
非
行
の
背
景

に
つ
い
て
、
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
よ
う
。
①

Ｏ
　
社
会
的
背
景

①
・

マ
ス
コ
ミ
の
先
行
す
る
現
代
社
会
で
、
週
刊
誌
、
映
画
、
テ
レ
ビ
な
ど
に

お
い
て
、
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
、
ス
ワ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
っ
た
特
異
な
も
の
が
過
大
に

宣
伝
さ
れ
、　
一
般
化
さ
れ
て
報
道
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

②
　
盛
り
場
に
お
け
る
ホ
テ
ル
、
旅
館
の
営
利
主
義
、
ホ
テ
ル
は
朝
か
ら
夕
方

に
か
け
サ
ー
ビ
ス
料
金
で
安
く
す
る
所
も
出
現
し
、
ま
る
で
少
年
た
ち
に
場
を
提

供
し
て
い
る
感
が
あ
る
し
、
又
大
阪
、
京
都
に
は
、
三
百
五
十
円
の
少
年
用
旅
館

ま
で
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
盛
り
場
に
は
、
モ
ー
テ
ル
、
個
室
飲
食
店
、
レ

ン
タ
ル
ー
ム
な
ど
続
々
と
新
種
の
営
業
が
登
場
し
て
い
る
。

０
　
家
庭
的
背
景

①
　
保
護
さ
れ
る
少
年
た
ち
の
親
の
傾
向
と
し
て
、
自
己
中
心
的
な
傾
向
が
み

ら
れ
、
核
家
族
化
の
進
む
中
で
、
意
ま
れ
な
か
っ
た
青
春
時
代
を
ふ
り
返

っ
て
、

今
こ
そ
豊
か
な
生
活
を
と
い
う
願
望
が
強
い
。
ま
た
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
若
い

世
代
に
物
わ
か
り
の
よ
い
お
と
な
で
あ
り
た
い
し
、
憎
ま
れ
役
に
は
な
り
た
く
な

い
と
い
う
意
識
が
強
い
。

②
　
保
護
さ
れ
る
少
年
た
ち
の
住
宅
事
情
を
み
る
と
、
貧
困
な
傾
向
が
み
ら
れ

保
護
少
年
の
家
族
全
員
が

一
―
二
室
に
生
活
し
て
い
る
例
が
珍
し
く
な
い
。
従

っ

て
悪
い
住
宅
事
情
の
中
で
、
両
親
や
兄
姉
の
性
行
為
が
少
年
の
日
に
と
ま
り
、
性

的
衝
動
を
か
り
た
て
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
反
面
、
個
室
を
与
え
ら
れ
て
い
る
少
年

た
ち
の
場
合
、
彼
ら
の
個
室
は
密
室
化
し
、
常
に
異
性
と
の
肉
体
的
関
係
の
場
に

し
て
い
た
例
も
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
親
が
子
ど
も
の
自
主
性
を
尊

重
し
て
い
る
と
称
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
、
親
は
子
ど
も
の
室
内
を
の
ぞ
こ

う
と
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。

０
　
学
校
生
活
の
背
景

①
　
高
校
進
学
能
力
が
な
い
の
に
、
世
間
体
を
考
え
て
進
学
す
る
も
の
が
多
い

現
状
で
、
多
数
の
不
適
応
生
徒
を
出
す
結
果
に
な

っ
て
お
り
、
彼
ら
は
学
業
か
ら
　
・

逃
避
し
、
結
果
的
に
非
行

へ
と

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
　
　
　
　
１１

０
　
性
知
識
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．．

①
　
氾
濫
す
る
情
報
の
中
で
、
性
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
避
妊
具
等
に
つ
い
て
は
詳

し
い
が
、
性
病
に
つ
い
て
は
無
知
な
も
の
が
多

い
。
ま
た
女
子
の
場
合
、
性
知
識

は
男
子
よ
り
少
な
い
傾
向
に
あ
り
、
避
妊
法
を
ま

っ
た
く
考
え
な
い
で
性
交
渉
を

も

つ
も
の
が
多
く
、
妊
娠
し
た
ら
気
軽
に
中
絶
す
れ
ば
良
い
と
考
え
て
お
り
、
性

の
尊
厳
な
ど
と
い
う
高
い
意
識
は
な
く
、

マ
ス
コ
ミ
か
ら
得
た
あ
そ
び
の
知
識
だ

け
で
あ
る
。

０
　
性
非
行
少
年
の
意
識

①
　
成
人
し
た
ら
真
面
目
に
な
る
。
未
成
年
の
う
ち
に
遊
ん
で
お
こ
う
と
い
う

考
え
が
支
配
し
、
罪
悪
感
は
ま

っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。

②
　
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
で
、
皆
が
や
っ
て
い
る
か
ら
自
分
も
と
い
う
多
衆
感
が

あ
る
。



他
人
に
対
し
て
は
比
較
的
厳
し
い
倫
理
観
と
伝
統
的
な
価
値
観
を
抱
き
、
そ
れ
を

強

い
て
い
る
者
の
方
が
多
い
。　
一
般
的
に
、
社
会
の
側
は
、
こ
う
し
た
行
為
を
許

容
し
た
り
、　
ま
た
は
変
質
的
な

行
為
と
し
て
、

自
己
と
は
区
別
す
る
。　
と
こ
ろ

が
、　
一
般
の
お
と
な
の
日
常
生
活
に
お
け
る

″性
″
の
方
も
か
な
り
み
だ
れ
て
い

る
事
は
事
実
で
あ
る
。
ト
ル
コ
風
呂
、
ピ
ン
ク
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ス
ト
リ
ッ
プ
、
ピ

ン
ク
映
画
な
ど
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
狂
態
ぶ
り
は
、
現
代
社
会
の
レ
ジ
ャ
ー
と
し

て
、
ま
た
は
息
抜
き
の
場
と
し
て
公
然
と
許
さ
れ
、
性
の
逸
脱
行
為
と
は
世
間
で

は
見
な
さ
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
②

片
岡
は
戦
後
の

″性
″
に
関
す
る
価
値
体
系
の
混
乱
の
原
因
を
次
の
様
に
述
べ

て
い
る
。
０

∧
敗
戦
後
、
我
国
の
戦
中
ま
で
の
価
値
体
系
の
全
て
を
反
動
的
に
否
定
し
て
か

か

っ
た
。
例
え
ば
、
天
皇
制
反
対
、
軍
閥
反
対
、
封
建
的
家
父
長
制
反
対
、
旧
　
一．

道
徳
反
対
な
ど
…
…
、
と
に
か
く
全
て
に
反
対
し
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
　

１２
一

解
放
さ
れ
た
と
い
う
錯
覚
を
犯
し
た
。
し
か
し
、
否
定
し
た
後
の
対
案
が
欠
け
　
一

て
い
た
。
戦
前
の
禁
欲
的
倫
理
を
否
定
す
る
事
に
よ
り
、
あ
た
か
も
自
動
的
に

新
し
い
倫
理
が
出
現
す
る
よ
う
な
錯
覚
に
落
ち
入

っ
た
事
で
あ
る
。
が
、
現
実

に
は
、
新
し
い
倫
理
は

一
朝

一
夕
に
し
て
は
で
き
な
か

っ
た
。
従

っ
て
短
絡
的

な
思
考
法
が
と
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
禁
欲
的
な
倫
理
の
否
定
が
解
放

に
つ
な
が
り
、
そ
の
解
放
は
欲
望
の
充
足
、
生
活
水
準
の
向
上
と
同
義
語
と
な

り
、
さ
ら
に
人
間
解
放

へ
と
拡
大
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
の
も
と
で
、
戦
後

の
奇
跡
的
な
経
済
復
興
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
の
為
の
論
理

と
な
り
、
同
時
に
欲
望
の
自
由
な
充
足
は
、　
一
方
で
は
性
欲
の
充
足
の
自
由

へ

と
拡
大
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
は
人
間
が
相
手
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
心

の
関
係
、
換
言
す
る
な
ら
ば
全
人
間
的
な
関
係
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
、
戦

前
の
禁
欲
的
倫
理
を
否
定
し
な
が
ら
、
新
し
い
倫
理
を
用
意
し
て
い
な
か
っ
た

③
　
男
女
同
権
思
想
が
、
性
の
快
楽
の
面
で
も
、
平
等
に
享
受
す
べ
き
だ
と
い

う
女
性
の
意
識
変
革
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
純
異
性
交
遊
の
女
子
側
の

積
極
性
に
も
う
か
が
え
る
。

④
　
自
己
顕
示
性
が
強
い
、
所
属
す
る
グ

ル
ー
プ
に
対
し
て
、
体
験
を
誇
ろ
う

と
す
る
心
理
が
あ
る
。

③
　
相
手
に
対
し
、
好
き
と
い
う
感
情
は
あ
る
が
、
真
の
愛
情
は
な
い
。
従

っ

て
独
占
欲
も
な
い
。

③
　
人
間
と
し
て
の
生
き
方
、
正
し
い
価
値
観
、
人
生
観
な
ど
と
い
っ
た
思
考

が
な
く
、
そ
れ
を
教
え
る
も
の
も
ま
た
周
辺
に
い
な
い
。
こ
の
た
め
、　
一
般
的
に

未
分
化
で
、
正
常
な
感
覚
が
養
わ
れ
て
い
な
い
。

以
下
、
本
論
に
お
い
て
、
布
袋
氏
の
指
摘
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
関
連
の
あ
る

問
題
点
を
筆
者
の
ノ
ー
ト
よ
り
提
出
す
る
。

〔
二
〕

社
会
的
背
景

０
　
性
に
関
す
る
価
値
体
系
の
混
乱
と
そ
の
影
響

現
代
社
会
に
お
け
る
性
に
関
す
る
価
値
体
系
は
、
他
の
価
値
体
系
と
同
様
、
戦

後
の
旧
体
制
的
価
値
体
系
の
否
定
か
ら
始
ま

っ
た
が
、
未
だ
に
確
た
る
体
系
を
も

ち
え
な
い
で
い
る
。

男
女
平
等
の
社
会
を
目
標
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
の
違
い
に
よ
る
差
別

は
残
り
、
そ
の
う
え
に
モ
ラ
ル
の
あ
り
方
ま
で
も
異
な
る
。
さ
ら
に
、
お
と
な
と

子
ど
も
の
関
係
に
お
い
て
も
、
性
に
関
す
る
倫
理
は
異
な
る

の

で
あ

る
。
例
え

ば
、
代
議
士
、
僧
職
、
教
師
、
社
長
な
ど
の

一
部
が
、
若
い
娘
を
囲

っ
た
り
、
誘

惑
し
た
り
、
痴
漢

・
ホ
モ
行
為
に
及
ぶ
な
ど
、　
一
方
で
は
、
人
妻
の
浮
気
、
売
春

な
ど
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
価
値
観
の
多
様
化
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
だ

け
の
事
で
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
多
分
に
こ
う
し
た
行

為
を
し
て
い
る
者
た
ち
は
、
自
分
の
し
た
行
為
に
対
し
て
は
合
理
化
を
は
か
り
、



国
民
に
と

っ
て
、
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
問
題
と
し
て
我
々
に
か
か

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
国
民
は
、
欲
望
の
自
由
な
充
足
＝
性
の
充
足
の
自
由
と
い

う
図
式
の
中
で
、
資
本
主
義
経
済
社
会
の
利
潤
追
求
の
手
段
と
し
て
、
性
が
商

品
化
さ
れ
る
事
に
対
し
て
断
固
と
し
て
否
定
し
て
か
か
る
だ
け
の
積
極
的
な
価

値
判
断
の
基
準
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
冗
漫
に
も
、
性
の

欲
望
が
自
由
に
満
た
さ
れ
れ
ば
自
ず
と
性
の
問
題
は
解
決
す
る
と
い
う
手
段
を

と

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
社
会
問
題
と
し
て
性
が
問
題
に
な
り
だ

す
と
、
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
を
避
け
、
封
建
的
家
族
制
度
の
廃
止
、
男
女
差

別
の
廃
止
、
公
娼
制
度
の
廃
止
、
売
春
の
禁
止
な
ど
制
度
の
問
題
と
、
性
に
関

す
る
科
学
的
説
明
す
な
わ
ち
、
性
欲
、
肉
体
の
成
熟
、
受
胎
、
分
娩
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
、
月
体
の
各
器
官
の
説
明
と
い
っ
た
科
学
の
問
題
な
ど
に
す
り
か
え
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
性
の
商
品
化
は
ま
す
ま
す
促
進
さ
れ
、
性
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
態
度
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
っ
た
価
値
判
断
の
仕
方
、
全
人
格
的

な
人
間
関
係
の
あ
り
方
と
い
っ
た
問
題
が
欠
落
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
Ｖ

こ
う
し
た
価
値
体
系
の
混
乱
は
、
当
然
子
ど
も

へ
の
躾
け
の
混
乱
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
。

０
　
孤
立
化
す
る
子
ど
も

戦
前
、
戦
中
生
ま
れ
の
親
た
ち
は

「
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
す
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
教
育
を
受
け
、
厳
し
い
性
の
抑
圧
を
迫
ら
れ
て
育

っ
て
き
た
。
し
か
し
、

現
在
の
中
学
生
、
高
校
生
は
昭
和
三
十
五
年
以
降
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
昭
和
三
十

五
年
代
の
高
度
経
済
成
長
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
急
速
な
都
市
化
現
象
は
、
都
市

へ
の
人
口
集
中
と
交
通
戦
争
は
、
子
ど
も
た
ち
を
家
の
中

へ
閉
じ
込
め
、
核
家
族

の
増
大
し
た
中
で
、
人
間
同
志
の
接
触
は
著
じ
る
し
く
乏
し
く
な
り
、
子
ど
も
た

ち
の
社
会
的
孤
立
状
態
は
確
実
に
拡
大
し
て
ゆ
く
。
友
達
や
兄
弟
を
通
し
て
の
人

間
的
な
触
れ
合
い
と
社
会
的
学
習
が
乏
し
く
、
他
人
へ
の
同

一
化
や
社
会
的

ル
ー

ル
の
学
習
の
チ
ャ
ン
ス
も
少
な
く
、
人
間
形
成
に
必
要
な
ギ
ャ
ン
グ

・
エ
イ
ジ
を

経
験
す
る
こ
と
な
く
成
長
す
る
。

「
遊
び
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
」
は
確
実
に

増
大
し
て
い
る
。

遊
び
の
空
間
と
時
間
を
も
た
な
い
で
、
社
会
性
を
喪
失
し
て
ゆ
く
子
ど
も
た
ち

が
落
ち
込
ん
で
ゆ
く
先
は
、
他
人
に
対
す
る
不
安
感
で
あ
り
、
集
団
生
活
、
学
校

生
活

へ
の
不
適
応
で
あ
る
。
子
ど
も
時
代
か
ら
の
社
会
化
さ
れ
ず
に
歪
ん
だ
ま
ま

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
、
青
年
期
に
な

っ
て
、
家
庭
の
中
か
ら
外
の
世
界
へ
押
し

出
さ
れ
、
家
族
と
の
心
理
的
な
分
離
が
出
来
な
い
ま
ま
で
、
未
知
の
社
会
的
状
況

の
中
に
放
り
出
さ
れ
た
場
合
、
人
と
人
と
の
中
で
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し

た
ら
よ
い
か
分
か
ら
ず
、
ま
た
他
人
の
行
動
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
知
や
評
価
も

出
来
ず
、
た
だ
混
乱
し
て
そ
の
あ
げ
く
、
対
人
的
状
況
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
　
一

恐
れ
て
自
己
の
殻
の
中
に
逃
避
し
た
り
、
自
己
中
心
的
な
人
生
観
や
社
会
観
を
形
　
１３

成
し
て
し
ま

っ
た
り
、
時
に
は
、
周
囲
の
誰
れ
か
れ
の
見
境
な
く
攻
撃
的
な
感
情

　
一

を
抱
く
に
至
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
０

こ
の
よ
う
に
、
家
族
や
こ
れ
ま
で
住
み
慣
れ
た
文
化
的
社
会
的
背
景
か
ら
、
量

的
質
的
に
異
な
る
新
た
な
環
境
に
置
か
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
最
初
は
背
伸
び
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
背
伸
び
は
新
た
な
環
境
に
置
か
れ
た
本
人
に
緊
張

や
不
安
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
環
境
の
変
化
と
は
、
入
学
、
入

社
、
引
越
し
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
に
こ
の
環
境
に
慣
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
次

第
に
そ
れ
が
背
伸
び
で
な
く
な
り
、
つ
い
に
は
そ
れ
が
自
然
な
日
常
の
言
動

へ
と

化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
ど
う
し
て
も
新
し
い
環
境
に
つ
い
て
い
け

な
い
と
違
和
感
を
抱
き
、
つ
い
に
は
異
邦
人
と
な
り
、
こ
の
現
実
環
境
か
ら
逃
避

し
て
し
ま
う
。
極
端
な
時
に
は
、
精
神
障
害
さ
え
招
く
。

こ
う
し
た
現
実
環
境
か
ら
の
逃
避
は
、
不
適
応
を
招
い
た
原
因
を
周
囲
の
環
境



が
受
け
入
れ
な
い
か
ら
だ
と
合
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
内
面
の
性
格

の
歪
み
を
直
視
す
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
心
の
働
き
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。

彼
ら
は
疎
外
を
感
じ
、
孤
独
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
同
じ
よ
う
な

状
況
に
置
か
れ
た
若
者
と
共
感
じ
あ
い
、　
″
孤
独
の
連
帯
″
を
つ
く
る
。
こ
れ
が

集
団
暴
行
と
な

っ
た
り
、
乱
交
と
い
う
共
有
の
行
動
と
な

っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
孤
独
は
、
周
囲
の
環
境
―
―
現
実
社
会
―
―

に
対
し
て

戦

い
を
挑
む
形
を
と
り
や
す
い
。
ｏ

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
極
め
て
偏
よ
っ
た

「
性
の
解
放
」
や

「
フ
リ
ー
セ

ッ
ク
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
す
ま
す
青
年
の
自
己
疎
外
を
生
じ
さ
せ
、　
一
方
で

は
、
非
常
に
魅
力
的
な
言
葉
と
し
て
受
け
と
り
、
か
つ
好
都
合
な
言
葉
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
親
た
ち
の
古
い
性
の
価
値
観
は
無
視
さ
れ
、
無
力
と

な

っ
て
ゆ
く
。
青
少
年
は

「
性
の
解
放
」
や

「
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
」
を
単
な
る
性

的
衝
動
の
自
由
や
性
の
処
理
の
自
由
に
お
き
か
え
て
と
ら
え
て
い
る
。
●

〔
三
〕

家
庭
的
背
景

０
　
住
宅
事
情
の
悪
化
と
心
理
的
緊
張

高
等
哺
乳
類
に
お
い
て
は
、
子
の
性
的
成
熟
は
す
べ
て
、
子
の
親
か
ら
の
離
反

と
い
う
現
象
を
伴
な
う
。
多
く
の
動
物
の
子
は
、
性
的
成
熟
以
前
か
ら
親
か
ら
離

れ
て
自
立
の
生
活

へ
入
る
。
性
的
成
熟
を
す
る
ま
で
、
親
と
同
居
し
て
い
る
と
い

う
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
種
の
繁
殖
に
と

っ
て
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
子
も
昔
は
性
的
成
熟
が
始
ま
る
や
否
や
、
親
か
ら
の
自
立
が
考
え
ら
れ

た
。
意
ま
れ
た
自
然
的
状
況
に
お
い
て
は
、
体
力
的
に

一
人
前
に
な
れ
ば
、
も
は

や
親
の
保
護
を
必
要
と
し
な
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
今
日
で
も
体
力
を
主
な

生
活
の
資
と
す
る
生
活

へ
入
る
者
は
、
青
年
期
に
達
す
る
や
否
や
親
を
不
要
と
し

て
生
き
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

人
間
の
社
会
が
次
第
に
高
度
化
す
る
に
つ
れ
、
単
に
性
的
成
熟
や
身
体
的
成
熟

だ
け
で
、　
一
人
前
と
は
み
な
さ
な
く
な

っ
た
。
そ
れ
は
お
と
な
と
し
て
の
最
低
条

件
し
か
満
し
は
し
な
い
。
知
的
能
力
や
社
会
的
人
格
的
成
熟
も
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
成
熟
は
身
体
的
成
熟
よ
り
も
ず

っ
と
遅
れ
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
性
的
成
熟
は
、
身
体
的
成
熟
の
完
了
す
る
は
る
か

以
前
か
ら
始
ま
る
。
当
然
自
立
す
べ
き
時
か
ら
さ
ら
に
数
年
、
あ
る
い
は
十
年
以

上
も
自
立

へ
の
準
備
期
間
と
し
て
、
多
く
は
親
と
同
居
し
、
社
会
的
経
済
的
に
依

存
す
る
と
い
う
生
活
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
事

は

制

度

的
、
社
会
的
公
認
の
下

で
、
子
ど
も
は
自
己
の
内
的
同

一
性
と
役
割
の
パ
タ
ー
ン
を
社
会
の
あ
る
セ
ク
シ

ョ
ン
の
な
か
に
見
定
め
る
為
の
心
理
的

・
社
会
的
猶
予
期
間
と
い
う

こ
と

に
な

る
。
だ
が
、
性
的
に
成
熟
し
て
い
る
親
子
二
世
代
間
に
、
あ
る
種
の
緊
張
が
生
じ

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
Ｕ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

現
代
都
市
に
お
け
る
家
族
形
態
を
み
る
と
、
多
く
が
核
家
族
で
あ
る
。
そ
し
て
　
１４

大
都
市
に
住
む
家
族
の
約
四
割
は
民
営
の
借
家
住
ま
い
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
半

　
一

数
近
く
は
、
四
畳
半
か
六
畳

一
間
の
ア
パ
ー
ト
住
ま
い
で
あ
り
、
残
り
の
大
部
分

は
、
六
畳
か
ら
九
畳
の
広
さ
の
借
家
ま
た
は
ア
パ
ー
ト
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の

狭
い
空
間
に
、
夫
婦
、
子
ど
も
が
同
居
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
貧
困
な
住
環
境
の
中
で
、
夫
婦
中
心
の
核
家
族
の
生
活
が
、
子
ど

も
の
性
的
成
熟
と
共
に
危
機
に
直
面
す
る
。
基
本
的
な
夫
婦
生
活
で
す
ら
満
足
に

充
た
す
事
が
許
さ
れ
な
い
生
活
が
続
く

一
方
、
子
ど
も
の
方
も
、
家
庭
内
に
お
い

て
も
、
家
庭
外
に
お
い
て
も
、
あ
り
余
ま
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
散
が
許
さ
れ
な
い

現
状
に
お
い
て
、
極
端
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
身
を
置
く
場
所
も
な

い

の

で

あ

る
。
従

っ
て
子
ど
も
は
何
か
と
理
由
を
つ
け
て
個
室
を
得
よ
う
と
す
る
。
子
ど
も

が
性
的
成
熟
を
開
始
す
る
頃
は
、
ま
た
第
二
反
抗
期
で
も
あ
る
。
子
ど
も
は
親
の

干
渉
を
極
力
さ
け
よ
う
と
し
な

が

ら

も
、

親
か
ら
の
完
全
な
独
立
が
不
可
能
な



為
、
親
の
協
力
を
得
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
は
協
力
依
頼
の
内
容
を

冷
静
に
話
し
合
う
こ
と
な
く
、　
一
方
的
な
要
求
と
い
う
形
を
と
り
や
す
い
。
同
時

に
要
求
を
受
け
る
親
側
に
も
、
夫
婦
間
の
問
題
が
内
在
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
．

す
な
わ
ち
、
親
子
雑
居
生
活
を
続
け
る
事
は
、
夫
婦
中
心
の
生
活
を
継
続
す
る
事

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
夫
の
家
庭
外
に
お
け
る
生
活
比
重
が
大
き

く
な
り
、
結
果
的
に
は
家
族
解
体
の
危
機
を
必
然
的
に
招
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
従

っ
て
、　
個
室
を
要
求
さ
れ
た
場
合
、

借
家
や
ア
パ
ー
ト
住
ま
い
の
場
合

は
、
身
近
に
ア
パ
ー
ト
の

一
室
を
子
ど
も
の
為
に
借
り
、
持
家
の
場
合
、
借
金
を

し
て
で
も
子
ど
も
の
自
室
を
造
ろ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
子
ど
も
は
個
室
を
与
え
ら
れ
る
と
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
尊
重
を

親

に
要
求
す
る
。
こ
れ
は
親
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
独
立
宣
言
を

す

る

に
等
し

い
。
誠
に
こ
の
事
が
、
子
ど
も
の
孤
立
化
を
強
め
、
さ
ら
に
、
親
子
の
断
絶
を
拡

大
さ
せ
る
も
と
と
な
る
。
布
袋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
が
も
の
わ
か
り
の
良

す
ぎ
る
場
合
、
子
ど
も
は
親
の
弱
点
を
充
分
承
知
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
弱
点
を

次

々
と
突
い
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
、
子
ど
も
の
個
室
が
、
仲
間
の
た

ま
り
場
に
な
り
、
さ
ら
に
は
異
性
を
引
き
込
み
肉
体
関
係
を
結
ぶ
場
に
な

っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

０
　
家
族
関
係
の
病
理

家
族
関
係
の
病
理
を
論
ず
る
前
に
、
先
ず
健
全
な
家
族
関
係
と
は
、
い
か
な
る

条
件
を
備
え
て
い
る
か
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

健
康
な
家
族
集
団
と
は
、
そ
の
家
族
成
員
及
び
家
族
全
体
が
、
基
本
的
な
機
能

を
適
切
に
達
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
機
能
が
達
成
さ
れ
る
為
に
は
、
夫
婦
及
び
親
子
の
関
係
に

含
ま
れ
る
生
物
学
的
、
心
理
的
、
社
会
的
、
経
済
的
可
能
性
が
十
分
確
保
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

家
族
集
団
は
、
地
域
社
会
に
対
し
て
適
度
に
適
合
し
、
地
域
社
会
の
要
請
に
応

え
る
と
と
も
に
、
集
団
の
内
部
的
統
合
が
う
ま
く
行
な
わ
れ
、
安
定
が
と
れ
て
い

て
、
家
族
の

一
人

一
人
の
要
求
が
適
度
に
充
足
さ
れ
、
そ
の
成
長
発
展
が
順
調
に

行
な
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
家
族
の
成
員
が
社
会
に
出

て
生
活
す
る
と
き
、
家
族
集
団
は
そ
の
背
景
に
あ

っ
て
精
神
的
支
え
を
与
え
、
家

族
が
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
た
場
合
、
そ
れ
を
う
ま
く
克
服
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
激
励
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
究
極
的
に
は
、
家
族
の
成

員
は
社
会
に
お
い
て
自
立
し
、
自
ら
の
活
動
に
お
い
て
そ
の
独
立
を
保
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
家
族
集
団
は
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
、
順
次
そ
れ
が
達
成
で
き
る

よ
う
に
、
心
の
支
え
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
従

っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
欲
求
不
満
や
葛
藤
体
験
を
家
族
集
団
内
に
お
い
て
適
度
に
味
わ
う
こ
と
を

通
じ
て
、
社
会
生
活
に
お
け
る
多
く
の
困
難
を
克
服
で
き
る
態
度
や
能
力
を
形
成

　
一

す
る
こ
と
が
、
健
全
な
家
族
集
団
の
持

つ
重
要
な
特
質
と
い
え
よ
う
。
ｏ
　
　
　
　
ｌ５

関
は
、
正
常
な
家
族
の
条
件
と
し
て
、
①
夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
こ
と
、
②
子
　
一

ど
も
の
数
が
多
す
ぎ
な
い
こ
と
、
③
家
族
成
員
が
健
康
で
あ
る
こ
と
、
④
人
間
関

係
が
調
和
を
保

っ
て
い
る
こ
と
、
⑤
家
族
の
生
活
様
式
が
外
社
会
と
適
応
状
態
に

あ
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
の
条
件
を
示
し
、
こ
の
内
二
つ
以
上
の
条
件
が
欠
如
す

る
こ
と
に
よ
り
破
壊
家
族
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
国

臨
床
心
理
学
者
の
高
橋
が
ア
メ
リ
カ
の
ボ
イ
ラ
ン
ド
の
家
族
病
理
類
型
を
紹
介

し
て
い
る
の
で
、　
そ
の
内

か
ら
、　
親
子
関
係
に
関
す
る
所
を
要
約
し
紹
介
し
よ

う

。同
　
完
全
主
義
の
家
族

こ
の
型
の
家
族
で
は
、
欠
陥
が
な
い
こ
と
、
及
び
、
あ
か
ら
さ
ま
な
あ
つ
れ
き

を
避
け
る
こ
と
に
関
し
て
、
不
当
な
強
調
が
な
さ
れ
る
。
　
″
完
全
主
義
″
は
、
道

徳
的
な
意
味
と
自
己
愛
的
意
味
と
を
持

っ
て
い
る
が
、
自
己
愛
は
個
人
の
内
的
価



値
と
自
尊
心
を
自
覚
す
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。
実
際
の
失
敗
や
想
像
上
の
失
敗

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
過
剰
な
自
責
の
念
や
不
安
は
、
親
や
子
ど
も
に
彼
ら

が
自
ら
設
定
し
た
り
あ
る
い
は
、
他
人
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
標
準
に
ど
う
し
て

も
到
達
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
を
絶
え
ず
引
き
起
こ
さ
せ
る
結
果

に
な
り
や
す
い
。

自
己
批
判
、
主
導
性
、
業
績
、
良
好
な
社
会
的
適
応
な
ど
に
対
す
る
個
人
の
責

任
を
過
度
に
強
調
す
る
と
、
両
親
は
自
分
自
身
を
も
、
ま
た
子
ど
も
を
も
情
緒
的

に
困
ら
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

こ
の
型
の
家
族
で
は
、
子
ど
も
に
次
の
よ
う
な
障
害
が
お
こ
る
こ
と
が
ケ
ー
ス

ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
正
常
な
適
応
を

妨
げ
る
不
安
、
及
び
非
行
の
二
つ
で
あ
る
。
不
安
は
、
社
会
的
に
有
用
な
適
応
技

術
の
発
達
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
恐
怖
症
、
過
剰
な
活
動
、
攻
撃
行
動
、

が
ん
こ
な
ど
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

田
　
不
適
合
な
家
族

こ
の
型
の
家
族
は
、
他
人
に
安
易
に
依
存
し
す
ぎ
る
傾
向
が
強
く
、
普
通
の
家

庭
で
は
自
力
で
解
決
す
る
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
も
、
激
励
、
支
持
、
指
導
や
援

助
を
求
め
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
情
緒
的
に
未
成
熟
な
家
族
の
親
は
、
責
任
を
も
っ
て
子
の
養
育
に

当
た
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
り
、
気
ま
ぐ
れ
な
、
情
緒
未
成
熟
な
態
度
で
子
ど
も
を

取
り
扱

っ
た
り
す
る
。
従

っ
て
、
子
ど
も
の
養
育
に
関
し
て
、
親
が
困
惑
し
た
り

無
力
感
に
陥

っ
た
り
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
養
育
上
の
障

害
と
、
そ
の
結
果
子
ど
も
に
生
ず
る
障
害
―
―
親
の
同
意
を
得
た
怠
学
、
成
人
や

権
威
あ
る
者
、
又
は
強
い
者
に
対
し
て
は
言
い
な
り
に
な
る
傾
向
は
強
い
。
従

っ

て
環
境
し
だ
い
で
は
非
行
に
陥
る
場
合
も
あ
る
―

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と

も
す
る
と
親
は
明
確
な
認
識
を
持
た
な
い
。

０
　
自
己
中
心
的
家
族

こ
の
型
の
家
族
の
顕
著
な
特
色
は
、
そ
の
成
員
の
社
会
的
行
為
が
自
分
勝
手
で

自
己
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
夫
婦
の
内
少
な
く
と
も

一
方
は
、
自

分
の
利
益
を
極
度
に
求
め
、
社
会
的
地
位
や
権
威
の
重
要
性
を
極
度
に
重
視
す
る

よ
う
な
行
動
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
に
お
い
て
示
す
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ

う
な
自
己
中
心
的
で
尊
大
な
性
格
や
夫
婦
間
に
お
け
る
独
断
的
な
態
度
は
、
子
ど

も
の
養
育
や
夫
婦
関
係
の
便
宜
的
な
目
的
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
悪
化
す
る

そ
の
適
応
上
の
根
本
問
題
は
、
夫
婦
の
心
理
的
発
達
と
自
我
発
達
と
の
欠
陥
か

ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
自
己
中
心
的
家
族
の
顕
著
な
特
色
は
、
社
会

的
行
為
に
お
い
て
直
接
的
、
間
接
的
に
示
さ
れ
る
自
己
愛
的
諸
要
求
の
効
果
に
よ

っ
て
生
ず
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

子
ど
も
の
養
育
上
の
障
害
を
み
る
と
、
両
親
は
双
方
と
も
子
ど
も
の
問
題
の
重
　
１６

要
性
を
軽
視
し
、
関
心
を
示
そ
う
と
し
な
い
。
夫
婦
関
係
が
対
立
し

て

い

る

の
　
一

で
、
子
ど
も
の
問
題
に
関
し
て
は
、
夫
婦
が
互
い
に
他
方
を
非
難
し
あ
い
、
従

っ

て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
で
も
、
夫
婦
は
自
分
た
ち
の
子
ど
も
の
養
育
の
ど
こ

に
問
題
が
あ
る
か
を
見
出
そ
う
と
せ
ず
、
い
た
ず
ら
に
配
偶
者
を
け
な
そ
う
と
だ

け
す
る
始
末
で
あ
る
。

こ
の
型
の
家
族
に
育

っ
た
子
ど
も
に
は
、
児
童
期
や
青
年
期
に
、
非
行
、
怠
学

精
神
疾
患
の
為
の
入
院
な
ど
が
起
こ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
年
齢
を
問
わ
ず
、
有

意
義
な
人
間
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
社
会
的
不
適
応
を
招

来
す
る
。

同
　
非
社
会
的
家
族

他
の
人
々
や
環
境
に
対
し
て
、
社
会
的
な
親
和
感
を
持
た
な
い
家
族
を
、
非
社

会
的
家
族
と
い
う
。
こ
の
型
の
家
族
成
員
は
、
社
会
的
要
請
や
現
実
に
即
応
し
て

こ
と
が
多
い



日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
欠
如
し
て
い
た
り
．
文

化
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
攻
撃
を
試
み
よ
う
と
す
る
逸
脱
的
な
社
会
行
動
が
と
ら

れ
た
り
、
ま
た
自
己
を
大
事
に
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
分
自
身
や
他
人
の
幸
福
を

危
険
に
お
と
し
い
れ
、
陰
謀
家
の
犠
牲
に
な

っ
て
し
ま
う
よ
う
に
方
向
づ
け
ら
れ

た
思
考
様
式
や
行
動
様
式
を
と
り
や
す
い
。

従

っ
て
、
大
部
分
の
家
族
の
も
の
は
、
社
会
的
に
も
法
律
的
に
も
重
大
な
結
果

を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
不
適
応
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。

子
ど
も
の
養
育
上
の
障
害
は
、
重
大
か
つ
多
面
的

で
あ

り

持
続
的
に
存
在
す

る
。
離
婚
、
別
居
、
親
の
精
神
病
院
入
院
、
犯
罪
、
子
ど
も
を
欲
し
な
い
こ
と
に

基
づ
く
親
と
し
て
の
責
任
の
放
棄
、
私
生
児
、
家
庭
か
ら
引
き
離
し
て
処
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
非
行
、
も
し
く
は
精
神
疾
患
な
ど
に
よ

っ
て
、
子
ど
も

を
保
護
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。

社
会
的
権
威
を
無
視
す
る
態
度
は
、
直
接
、
間
接
に
親
か
ら
子
ど
も
に
伝
え
ら

れ
、
精
神
病
の
親
の
存
在
や
親
自
身
が
反
社
会
的
行
為
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
の
養
育
の
問
題
が
ま
す
ま
す
困
難
な
も
の
と
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
で
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
に
し
ば
し
ば
起
こ
り
や
す
い
障
害
は
、

非
行
、
怠
学
、
及
び
精
神
病
、
あ
る
い
は
重
大
な
人
格
障
害
な
ど
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
非
社
会
的
家
族
の
全
て
の
学
童
や
青
年
が
、
非
行
に
陥

っ
た
り
、
精
神
病

で
入
院
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
尚
、
こ
の
型
の
家
族
に
お
い
て

著
し
い
特
徴
は
、
子
ど
も
が

一
方
の
親
に
同

一
視
し
、
他
方
の
親
を
尊
敬
し
よ
う

と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
兄
弟
姉
妹
間
に
し
っ
と
心
が
強
く
存
在
す
る

こ
と
に
よ
る
。

〔
四
〕

中
学
生

・
高
校
生
の
意
識
と
実
態

０
　
中
学
生
の
異
性
に
対
す
る
意
識

性
の
成
熟
加
速
現
象
が
進
み
、
現
在
女
子
の
初
潮
平
均
年
齢
が
十
二
歳
、
男
子

の
精
通
平
均
年
齢
が
十
三
歳
で
あ
る
。

一
般
に
中
学
生
の
場
合
、
早
熟
型
の
子
は
異
性
に
対
し
関
心
が
強
く
、
晩
熟
型

の
子
は
弱
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

斎
藤

・
久
郎
津
の
調
査
０
に
よ
る
と
、
異
性

へ
の
関
心
が
強
い
子
の
特
性
と
し

て
、　
一
般
に
成
熟
度
が
早
く
、
外
向
的
、
活
動
的
で
自
我
意
識
が
強
く
、
自
己
の

容
姿
、
身
長
、
性
器
等
の
こ
と
で
劣
等
感
を
も
ち
、
攻
撃
的
で
あ
り
、
ま
た
衝
動

的
な
傾
向
に
あ
り
、
た
ま
に
遺
伝
的
要
素
に
基
づ
い
た
性
に
対
す
る
異
常
性
格
傾

向
の
強
い
も
の
も
い
る
。
彼
ら
は
日
常
生
活
で
は
、
異
性
に
さ
わ
り
た
い
、
異
性

友
達
の
部
屋
で

一
対

一
で

一
緒
に
す
ご
し
た
い
。
手
を
握
り
た
い
。
腕
や
肩
を
だ

き
た
い
。
キ
ス
し
た
い
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
性
交
を
し
た
い
…
…
と
常
に
願
望
し

て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
。

一
方
、
異
性
に
対
し
関
心
の
弱
い
子
は
、
成
熟
度
が
遅
い
傾
向
に
あ
り
、
内
向
　
一

的
性
格
の
者
に
多
い
。
彼
ら
は
日
常
、
非
活
動
的
な
子
ど
も
で
あ
り
、
従

っ
て
極
　
‐７

端
な
性
的
行
動
は
示
さ
な
い
が
、
時
に
異
性

へ
の
関
心
が
極
端
に
偏
在
す
る
と
、　
　
一

適
切
な
リ
ビ
ド
ー
の
発
散
、
昇
華
の
仕
方
を
知
ら
な
い
た
め
、
予
想
も
さ
れ
な
い

性
的
非
行
に
走
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

彼
ら
は
日
常
、
異
性
と
話
し
を
し
た
い
、
机
を
並
べ
て
勉
強
し
た
い
、　
一
対

一

の
交
際
を
し
て
み
た
い
ず
好
き
な
子
と

ハ
イ
キ
ン
グ
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
し
た
い

と
い
っ
た
願
望
を
有
し
、
独
身
の
異
性
の
先
生
を
思

っ
て
い
た
り
す
る
。
時
に
は

ト
イ
レ
に
わ
い
せ
つ
な
落
書
き
を
し
た
り
、
ま
た
女
生
徒
の
衣
服
を
隠
し
た
り
盗

ん
だ
り
す
る
し
、
特
定
の
好
意
を
寄
せ
る
異
性
に
、
誕
生
日
や
修
学
旅
行
な
ど
を

き

っ
か
け
に
贈
り
物
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
学
生
の
異
性
に
対
す
る
関
心
度
の
強
弱
は
、
第
二
次
性
徴
の

発
現
の
時
期
に
関
係
す
る
が
、

男
女
相
互
の
理
解

の
仕
方
は
、

共
学
か
別
学
か

で
、
そ
の
理
解
の
仕
方
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
田
中
側
に
よ
る
と
、
共
学
の
中



学
生
女
子
は
、
男
子
に
注
目
し
、
男
子
的
な
る
も
の
を
比
較
的
抵
抗
な
く
受
容
す

る
傾
向
が
あ
り
、
異
性
に
対
す
る
優
越
視
的
傾
向
、
同
性
に
対
す
る
自
卑
的
、
控

え
目
的
評
価
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

男
女
共
に

（
別
学

・
共
学
と
も
に
）
、
我
国
の
伝
統
的
と
も
い
う
べ
き
、
男
尊

女
卑
の
観
念
を
基
調
と
す
る
異
性
観
は
、
今
日
の
中
学
生
に
お
い
て
も
か
な
り

一

般
的
に
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
男
女
別
学
に
お
け
る
異
性
の
理
解
は
、
観
念
的
、
自
負
自
尊
あ
る
い

は
蔑
視
で
あ
る
傾
向
が
強
く
、
総
じ
て
非
現
実
的
な
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
る
。

共
学
に
お
け
る
異
性
の
理
解
の
仕
方
は
、
別
学
と
は
対
照
的
に
、
よ
り
現
実
的
、

即
事
的
傾
向
が
強
い
。

０
　
高
校
生
の
性
意
識
と
実
態

東
京
、
埼
玉
、
山
梨
の
高
校
生

一
、
三
四
八
名
に
つ
い
て
調
査
を
行
な

っ
た
藤

田
０
に
よ
る
と
次
の
様
な
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
性
に
関
す
る
知
識
及
び
言
葉
に
関
す
る
側
面

男
子
の
場
合
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
経
験
者
、
性
交
経
験
者
、
女
子
の
場
合
、
性
交

経
験
者
に
、
性
的
行
動

・
性
風
俗

・
避
妊
に
関
す
る
言
葉
を
、
他
の
者
よ
り
も
多

く
認
識
し
、
内
容
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
日
常
会
話

で
も
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
。
尚
、
高
校
生
が
あ
げ
た
性
的
行
動

に
関
す
る
言
葉
と
し
て
、
性
交
、
オ
ナ
ニ
ー
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
、

計

６０

６９

１９

女

３５

７５

５５

男

２５

％

６４

京

玉

梨

東

埼

山

女
２０２
８１
７４
駆

男

１９

２９

５２

８３

カ
ン
ニ
リ
ン
グ

ス
、　
ア
ナ
ル
セ
ッ
ク
ス
、

後
背
位
、　
正
常
位
、

前
戯
な
ど
八
五

語
、
性
風
俗
に
関
す
る
も
の
と
し
て
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ

・
Ｄ
、
ま
わ
し
、
本
番
、
テ
ト

ラ

・
ド
ッ
キ
ン
グ
、
ス
ワ
ッ
ピ
ン
グ
、
ギ
タ
ー
リ
ス
ト
、
泡
踊
り
、
三
極
攻
め
、

ス
ト
リ
ー
キ
ン
グ
な
ど
二
百

一
六
語
、
ま
た
避
妊
に
関
す
る
語
と
し
て
、
オ
ギ
ノ

式
、
基
礎
体
温
、
ピ
ル
、
コ
ン
ド
ー
ム
、
ペ
ッ
サ
リ
ー
、
パ
イ
プ
カ
ッ
ト
、
受
胎

調
節
、
腟
外
射
精
法
、
人
工
妊
娠
中
絶
、
Ｉ

・
Ｕ

・
Ｄ
な
ど
四
五
語
で
あ

っ
た
。

性
知
識
に
関
し
て
は
、
友
人
よ
り
も
自
分
は
知

っ
て
い
る
方
か
？
　
と
い
う
質

問
に
対
し
、
未
経
験
の
男
子
は
半
数
以
上
が
友
人
と
ま

っ
た
く
同
じ
と
判
断
し
て

い
る
の
に
対
し
、
女
子
未
経
験
者
の
多
く
は
、
友
人
よ
り
も
知
ら
な
い
、
ま
た
は

わ
か
ら
な
い
と
い
う
判
断
が
九
〇
％
以
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
的
経
験
者

（
キ

ス
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
性
交
）
で
は
、
男
子
の
場
合
、
キ
ス
経
験
者
を
除
く
経
験
者

達
は
半
数
以
上
が
友
人
よ
り
性
知
識
を
も

っ
て
い
る
と
判
断
し
、
女
子
の
場
合
、　

　
・

性
交
経
験
者
の
み
、
友
人
よ
り
多
く
知
識
を
も

っ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
　

　

１８

こ
の
事
か
ら
す
る
と
、
女
子
に
お
い
て
は
、
自
分
が
友
人
よ
り
も
性
に
つ
い
て
　

¨

知
ら
な
い
…
…
と
い
う
意
識
の
強
い
者
が
、
知
ろ
う
と
い
う
動
機
か
ら
性
交
経
験

を
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
。

性
知
識
に
つ
い
て
友
人
と
比
較
す
る
事
が
可
能
と
い
う
事
は
、
性
に
関
す
る
情

報
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
友
人
と
成
立
し
て
い
る
事
を
意
味
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
女
子
性
交
経
験
者
の
四

一
・
九
％
の
者
が
、
友
人
と
は
比
較
で
き
な

い

（
わ
か
ら
な
い
）
と
回
答
し
て
い
る
事
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
女
達
の
場
合
、

学
校
生
活
に
お
い
て
、
友
人
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
何
ら
か
の
理
由
で
疎

外
さ
れ

（
ま
た
は
自
己
疎
外
し
）
、
孤
独
な
状
況
に
置
か
れ

て

い
る

か
、
ま
た

は
、
教
室
で
も
家
庭
で
も
、
性
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
わ
ざ
と
避
け
て
い

る
結
果
、
比
較
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
彼
女
達
は
、
教
室
で
は
普
通

の
子
ま
た
は
お
と
な
し
い
子
で
通

っ
て
い
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

表-1 藤田調査
サンプル数

計   483 865 1348

表-2 表1の 内性的
経験者人数

キス経験者
ペッァィング
経験者
性交経験者

未経験者

出 典 :注 ⑪



②
　
悩
　
み

高
校
生
の
性
に
関
す
る
悩
み
と
し
て
、
未
経
験
者
の
男
子
は
、
恋
人
が
い
な
い
、

性
器
が
短
小
、
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
習
癖
な
ど
で
悩
み
、
女
子
は
、
恋
人
が

い
な
い
、
乳
房

（
ま
た
は
ヒ
ッ
プ
）
が
大
き
い
、
生
理
痛
な
ど
に
悩
ん
で
い
る
。

キ
ス
経
験
者
の
男
子
は
、
性
交
を
し
た
い
と
い
う
欲
求
、
相
手
の
気
持
ち
な
ど

で
悩
み
、
女
子
は
性
病
を
心
配
し
、
相
手
の
性
交
欲
求
、
第
二
者
の
介
入
、
相
手

の
気
持
ち
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
。

ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
経
験
者
の
男
子
は
、
強
い
性
交
欲
求
や
勉
強
意
欲
の
低
下
に
悩

み
、
女
子
は
処
女
膜
損
傷
を
心
配
し
、
相
手
の
性
交
欲
求
や
自
分
の
乳
房

（
ま
た

は
陰
唇
）
の
肥
大

（
ま
た
は
変
色
）
、
性
病
の
恐
れ
な
ど
で
あ
る
。

性
交
経
験
者
の
男
子
は
、
相
手
の
処
女
性
へ
の
疑
惑
、
関
係
の
発
覚
の
恐
れ
、

相
手
が
継
続
的
に
性
交
渉
を
も

っ
て
く
れ
る
か
と
い
う
、
相
手
の
心
変
わ
り
を
心

配
な
ど
を
し
て
お
り
、
女
子
の
場
合
、
処
女
を
喪
失
し
た
事
の
後
悔
、
妊
娠
、
性

病
の
恐
れ
、
性
交
の
習
慣
化
を
心
配
し
、
相
手
の
日
外
、
性
器
の
変
化
、
関
係
の

発
覚
、
相
手
の
心
変
わ
り
な
ど
を
心
配
し
て
い
る
。

③
　
性
行
動
経
験
時
の
状
況
判
断

キ
ス
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
性
交
と
い
っ
た
性
行
動
を
経
験
し
た
時
、
各
自
が
予

期
し
て
い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
キ
ス
経
験
者
の
場
合
、
男

子
よ
り
も
女
子
の
方
が
意
図
的
で
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。　
″
キ
ス
″
の
場
合

女
子
に
と
っ
て
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
性
交
と
は
受
け
と
り
方
が
、
や
や
異
な
っ
て

い
る
事
に
原
因
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ス
を
メ
ン
タ
ル
な
も
の
と
し
て
、
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
次
元
で
受
け
と
め
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
キ
ス
は
、
身
体

的
な
損
傷
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
安
易
な
気
持
ち
が
あ
る
。

″
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
″
の
場
合
、
男
子
は
キ
ス
と
同
様
衝
動
的
に
行
動

し
て

お

り
、
直
前
ま
で
予
期
し
て
い
な
い
者
が
多
い
。
女
子
の
場
合
、
九
〇
％
が
予
想
し

て
い
な
か
っ
た
状
況
で
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
経
験
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
性
交
経
験
に
な
る
と
、
男
子
の
九
〇
％
近
く
は
意
図
的
で
あ
る
が
、

女
子
の
九
〇
％
以
上
は
、
そ
う
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

女
子
達

（
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
性
交
経
験
者
）
が
、
ま

っ
た
く
予
期
し
な
い
状
況
に

お
い
て
、
性
的
経
験
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
難
間
で
あ
る
。
彼
女
達
は

あ
る
程
度
は
承
知
の
上
で
、
意
図
的
に
経
験
し
て
い
る
も
の
と
し
て
判
断
し
た
方

④
　
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
賛
否

フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
に
対
し
、
賛
否
の
理
由
を
自
由
に
書
か
せ
た
所
、
男
子
に
賛

成
が
多
く
、
女
子
に
反
対
が
多
か
っ
た
。

反
対
理
由
と
し
て
、
○
良
く
な
い
事
だ
か
ら
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
っ
た
本

質
的
理
由
、
○
性
病

・
妊
娠
の
恐
れ
、
処
女
で
な
い
こ
と
が
将
来
結
婚
す
る
相
手
　
一

に
わ
か
る
と
い
う
生
物
的
理
由
、
○
愛
情
が
な
い
の
に
…
…
、
肉
体
だ
け
の
結
び
　
１９

つ
き
で
は
…
…
、
動
物
と
同
じ
で
は
な
い
か
…
…
と
い
っ
た
心
理
的
理
由
、
○
教
　
¨

師

・
友
人
に
知
れ
る
と
恥
ず
か
し
い
、
家
族
に
わ
か
る
と
困
る
、
近
所
の
人
に
わ

か
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
社
会
的
理
由
な
ど
で
あ
る
。

反
対
者
は
圧
倒
的
に
女
子
に
多
く
、
性
的
未
経
験
者
も
性
的
経
験
者
も
共
通
し

て
お
り
、
六
〇
％
―
九
〇
％
台
が
反
対
し
て
い
る
。
男
子
の
場
合
、
未
経
験
者
は

五
〇
％
台
が
反
対
し
、
性
交
経
験
者
の
方
が
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
経
験
者
よ
り
反
対

者
が
多
い
が
い
ず
れ
に
し
て
も

一
七
％
―
約
二
七
％
台
に
す
ぎ
な
い
。

反
対
に
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
賛
成
理
由
を
み
る
と
、
○
自
然
な
こ
と
、
良
い
こ
と

人
間
も
動
物
と
い
っ
た
本
質
論
、
○
避
妊
で
き
れ
ば
良
い
、
処
女
で
あ
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
生
物
的
理
由
、
○
お
互
い
が
好
き
だ
っ
た
ら
、
愛
し
合

っ
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
心
理
的
理
由
、
○
極
め
て
個
人
的
な
問
題
で
あ

っ
て
、

他
人
が
ど
う
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
本
人
次
第
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
理
由

が
良
い



が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
賛
成
者
は
、
ペ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
性
交
経
験
を
し
た
男
子
に

多
く
、
五
三
％
―
六
五
％
台
で
あ
る
。

こ
う
し
た
賛
成
、
反
対
の
状
況
を
み
る
と
、
性
行
動
に
さ
い
し
て
の
男
子
側
の

能
動

（
加
害
）
的
立
場
と
、
女
子
の
受
動

（
被
害
）
的
立
場
の
相
異
が
、
そ
の
ま

ま
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

〔
五
〕

フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
病
理

中
学
生

・
高
校
生
に
か
ぎ
ら
ず
、
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
を
実
行
す
る
者
達
の
主
張

の
大
部
分
は
薄
ペ
ラ
な
も
の
で
あ
る
。

犯
罪
心
理
学
者
、
長
谷
川
浩
氏
に
よ
る
と
、
彼
ら
が
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
無
意

識
で
あ
ろ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
危
機
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
存

在
す
ら
危
機
に
落
と
し
め
て
し
ま
う
と
い
う
。
以
下
、
長
谷
川
氏
の
要
旨
を
紹
介

す
る
。

彼
ら
は
、
快
楽
本
位
、
セ
ッ
ク
ス
本
位
の
関
係
を
通
し
て
、
性
器
的
感
覚
の
満

足
を
得
る
の
み
で
あ

っ
て
、
彼
ら
が
愛
情
と
感
じ
て
い
る
も
の
は
、
愛
情
体
験
と

は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
セ
ッ
ク
ス
が
終
了
す
る
直
前
ま
で
は
、

ス
リ
ル
感
、
好
奇
心
、
烈
し
い
狂
気
、
サ
ド

・
マ
ゾ
的
快
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
が
、
性
行
為
が
終
了
す
る
と
同
時
に
、
相
手
の
魅
力
は
消
え
、
人
間

的
関
係
も
終
了
す
る
。
従

っ
て
、
彼
ら
は
お
互
い
に
、
人
間
を
道
具
化
し
、
セ
ッ

ク
ス
技
法
の
問
題
に
力
点
を
置
い
た
関
係
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
同
時
に
、
性
行

為
終
了
と
共
に
、
意
識
的

・
無
意
識
的
に
彼
ら
の
多
く
は
虚
無
感
を

感

じ

て

お

り
、
性
交
と
い
う
事
態
を
招
い
た
相
手

へ
の
敵
意
さ
え
感
じ
て
お
り
、
反
面
そ
う

し
た
場
面
に
の
め
り
込
ん
だ
自
己
へ
の
嫌
悪
感
、
全
人
格
的
関
係
が
存
在
し
な
か

っ
た
事

へ
の
虚
無
感
を
感
じ
る
。
従

っ
て
、
敵
意

・
自
己
嫌
悪

・
虚
無
感
は
悪
循

環
を
お
こ
し
や
す
い
。
さ
ら
に
、
罪
責
感
は
、
実
存
の
危
機
感
を
生
じ
さ
せ
、
そ

の
為
、
自
己
弁
護
の
試
み
を
行
な
う
。
こ
の
合
理
化
は
、
さ
ら
に
実
存
の
危
機
感

を
高
め
、
刹
那
主
義

へ
と
逃
避
す
る
。

フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
実
行
者
の
責
任
感
と
い
う
の
も
、
表
面
的
で
あ
る
。
彼
ら

は
性
交
渉
の
結
果
に
対
す
る
責
任
と
し
て
、
社
会
的
役
割
、
義
務
に
関
連
づ
け
て

受
け
と
め
る
。
従

っ
て
、
両
性
の
合
意
の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
予
防
措
置
を
講
じ

て
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
金
で
解
決
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
従

っ
て
、
合
意
の

セ
ッ
ク
ス
に
第
二
者
が
責
任
性
を
云
々
す
る
必
要
な
ど
な
い
と
考
え
る
。

従

っ
て
、
万
全
の
予
防
技
術
に
支
え
ら
れ
た
不
安
の
乏
し
い
セ
ッ
ク
ス
、
感
覚

的
な
快
楽
追
求
の
セ
ッ
ク
ス
、
強
姦
ま
が
い
の
セ
ッ
ク
ス
な
ど
で
は
、
ほ
と
ん
ど

責
任
性
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
ら
は
技
術
に
専
念
す
る
こ
と
で
、
社
会

的
実
害
が
見
え
な
け
れ
ば
、
責
任
は
な
い
と
安
堵
す
る
。
不
純
異
性
交
遊
や
売
春

で
補
導
さ
れ
た
高
校
生
達
が
、

「
お
と
な
が
や

っ
て
い
る
の
に
何
が
悪
い
」
と
反

発
す
る
の
も
、
こ
の
責
任
な
し
の
心
理
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

予
防
技
術
を
用
い
て
も
、
妊
娠
し
た
時
、
彼
ら
は
金
を
用
意
し
、
妊
娠
中
絶
を
　
２０

す
る
こ
と
で
責
任
を
は
た
し
た
と
思

っ
て
い
る
。
だ
が
、
妊
娠
の
発
見
が
遅
れ
、　
　
¨

出
産
に
至
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
不
本
意
な
子
を
出
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

女
に
と

っ
て
、
男
の
側
が
は
な
は
だ
し
く
責
任
性
を
欠
如
し
て
い
る
と
、　
一
層
こ

の
事
態
は
深
刻
で
あ

っ
て
、
子
捨
て
、
子
殺
し
の
悲
劇
に
女
性
を
追
い
つ
め
る
事

と
な
る
。
②
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献
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Ｈ
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―
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―
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九
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年
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文
教
書
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九
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総
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∽
・ミ
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編
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性
行
動
―
わ
が
国
の
高

校
生

。
大
学
生
に
関
す
る
調
査
報
告
―
　
小
学
館
　
一
九
七
五
年

東
京
都
民
生
局
婦
人
部
福
祉
課
編
　
東
京
都
の
婦
人
保
護
　
東
京
都
広
報
室

都
民
資
料
室
　
∽
工
∞

辻
　
悟
編
　
思
春
期
精
神
医
学
　
金
原
出
版
社
　
一
九
七
二
年

Ｋ

・
イ
メ
リ
ン
ス
キ
ー
著
　
北
野
光
雄

・
湯
浅
敬
之
助
監
修
　
性
の
精
神
衛

生
　
社
会
保
険
新
報
社
　
一
九
七
七
年

福
島
　
章
　
甘
え
と
反
抗
の
心
理
　
日
本
経
済
新
聞
社
　
一
九
七
六
年

柏
熊
路
子

「現
代
に
お
け
る
女
子
非
行
の
動
向
と
背
景
」
日
本
犯
罪
社
会
学

会
編

『犯
罪
社
会
学
研
究
』
２
　
立
花
書
房
　
一
九
七
七
年

末
完

（
一
九
七
八

。
二

・
三
二
）
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∧
紹
介
と
書
評
∨

三
浦
つ
と
む
著

「日
本
語
は
ど
う
い
う
言
語
か
」

山

　

田

　

直

　

巳

こ
の
著
作
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
、
い
わ
ば
旧
著
に
属
す
る
作
物
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
実
に
斬
新
で
、
説
得
力
に
豊
む
こ
と
今
な
お
右
に

出
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
新
鮮
な
感
動
を
持

っ
て
読
了
し
た
評
者
の
目

か
ら
見
る
と
、
（
評
者
が
言
語
学
・国
語
学
の
門
外
漢
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
）

斯
界
に
於
い
て
甚
だ
評
価
が
低
い
こ
と
の
不
当
を
感
じ
、
亦

「
語
学
」
に
と
ど
ま

ら
ぬ
広
い
分
野
の
人
々
に
多
く
の
方
法
論
的
示
唆
を
与
え
る
だ
ろ

う

こ
と

を
考

え
、
あ
え
て
紹
介
の
筆
を
と

っ
た
次
第
で
あ
る
。

そ
の
目
次
は
次
の
様
に
な

っ
て
い
る
。

第

一
部
　
言
語
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

第

一
章
　
絵
画

。
映
画

・
言
語
の
あ
り
か
た
を
く
ら
べ
て
み
る
。

第
二
章
　
言
語
の
特
徴
―
そ
の

一
、
非
言
語
的
表
現
が
伴

っ
て
い
る
こ
と
。

第
二
章
　
言
語
の
特
徴
―
そ
の
二
、
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
が
分
離
し

て
い
る
こ
と
。

第
二
部
　
日
本
語
は
ど
う
い
う
言
語
か
。

第

一
章
　
日
本
語
は
ど
う
研
究
さ
れ
て
き
た
か
。

第
二
章
　
日
本
語
の
文
法
構
造
―
そ
の

一
、
客
体
的
表
現
に
は
ど
ん
な
語
が

使
わ
れ
て
い
る
か
。

第
二
章
　
日
本
語
の
文
法
構
造
―
そ
の
二
、
主
体
的
表
現
に
は
ど
ん
な
語
が

使
わ
れ
て
い
る
か
。

第
四
章
　
日
本
語
の
文
法
構
造
―
そ
の
三
、
語
と
文
と
文
章
と
の
関
係
。

第
五
章
　
言
語
と
社
会

大
項
目
だ
け
を
抜
き
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、　
一
瞥
通
常
の
文
法
書
と
は
異

な
る
こ
と
が
分
ろ
う
。
そ
の
方
法
は
見
か
け
上
か
ら
分
類
し
て
行
く

の

で

は

な

く
、
そ
の
表
現
の
内
容
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
従
来
の
文
法
書
は
、
そ

し
て
、
学
校
文
法
の
ほ
と
ん
ど
は
外
形
上

（
形
式
上
）
の
相
違
に
着
日
し
た
の
に

対
し
、
言
語
の
特
殊
性
を

「
対
象
を
ど
う
認
識
し
、
そ
れ
を
ど
の
様
に
表
現
す
る

か
」
と
い
う

「
対
象
―
―
認
識
―
―
表
現
」
の
過
程
的
構
造
を
も

っ
て
把
握
し
よ

う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
認
識
」
論
に
基
づ
い
て
論
及
し
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け

だ
。
勿
論
そ
の
際
、
形
式
上
の
相
違
が
意
味
を
持
た
な
い
の
で
は
な
く
し
て
、
形

　

一

の
分
類
で
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
な
く
、
な
ぜ
そ
の
様
な
形
式
上
の
相
違
が
表
わ
　
２３

れ
る
の
か
と
考
え
よ
う
と
言

っ
て
い
る
。
見
か
け
上
の
形
態
が
異
な
る
か
ら
異
な
　
一

る
の
だ
と
断
定
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
背
後
で
異
な

っ
た
形
を
生
ぜ
じ
め
て
い
る

も
の
が
あ
る
筈
だ
。
そ
れ
は

一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
て

い
る

の
で

あ

る

。著
者
は
、
国
語
学
と
い
う
限
定
さ
れ
た
窓
に
拘
泥
せ
ず
日
本
語
と
い
う
範
時
で

捉
え
、
そ
の
大
概
念
と
し
て
の
言
語
論
を
考
え
る
。
そ
し
て
、更
に
視
野
を
広
げ
、

そ
も

「
表
現
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
。
絵
画

。
映
画
と
い
う
表
現
の
形

態
は
言
語
と
い
う
表
現
と
ど
う
異
り
、
ど
う
類
同
な
の
か
と
問
う
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
表
現
全
体
を
支
え
て
い
る
の
が

「
認
識
論
」
上
の
問
題
で

は

な

い

の
か
、

と

。評
者
が
手
に
し
て
い
る
本
は
季
節
社
版
第
四
刷

（
一
九
七
三
）
な
の
だ
が
、
そ

の
著
作
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
幾
多
の
最
新
刊
書
を
顔
色
な
か
ら



し
め
る
に
十
分
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
の
理
論
と
言
う
と
専
門
家
が
自
己
の
慰
み

の
如
く
し
て
、
甚
だ
難
解
な
議
論
と
厳
密
さ
で
も

っ
て
論
を
進
め
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
著
者
は

「
論
の
級
密
さ
」
に
於
い
て
他
に
譲
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
れ
を
わ
た
く
し
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
非
専
門
の
者
に
も
十

分
門
戸
を
開
い
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。　
一
読
驚
い
た
こ
と
は
、
研
究
書
の

い
か
め
し
さ
に
は
見
る
べ
く
も
な
い

「
ク
リ
ち
ゃ
ん
」
の
漫
画
が
描
か
れ
て
い
た

こ
と
だ
。
読
み
進
む
内
に
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
た
の
だ
が
、
根
本
進
氏
の
こ
の

漫
画
は
、
認
識
構
造
を
理
解
す
る
に
実
に
有
効
に
働
い
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

二

さ
て
我
々
は
こ
れ
か
ら
詳
細
に
三
浦
氏
の
論
理
展
開
を
見
て
行

く

こ
と

に
な

る
。
氏
は
、
開
巻
第

一
「
Ｉ
　
絵
画
と
言
語
と
の
共
通
点
」
の
項
で
、
次
の
様
に

述
べ
る
。実

は
絵
画
の
性
格
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
言
語
の
正
し
い
理

解
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
す
。
言
語
も
絵
画
も
、
人
間
の
認
識

を
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
る
よ
う
な
感
覚
的
な
か
た
ち
を
創
造
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
相
手
に
訴
え
る
と
い
う
点
で
、
言
い
か
え
れ
ば
作
者
の
表
現
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
共
通
な
性
格
を
持

っ
て
い
ま
す
。

人
間
の
表
現
行
為
の

一
つ
と
し
て
言
語
を
位
置
付
け
、
絵
画

・
言
語

。
映
画
の

三
者
が
ど
の
様
に
関
係
し
、
ど
の
様
に
分
離
す
る
か
を
先
づ
間
う
て
み
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
は
次
の
四
つ
の
設
間
を
提
出
す
る
。

０
　
絵
画
や
写
真
は
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
と
い
う
対
立
し
た
二
つ
の
表

現
の
き
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
統

一
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
主
体
的
表
現
の
中
に
は
さ
ら
に
位
置
の
表
現
と
見
か
た
や
感
情
な
ど
の

表
現
と
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
言
語
の
場
合
は
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う
か
。

０
　
同
じ
家
を
絵
画
で
表
現
す
る
の
に
、
写
生
的
な
立
場
と
地
図
的
な
立
場
と

あ
り
、
同
じ
星
を
絵
画
で
表
現
す
る
の
に
も
写
生
的
な
立
場
と
地
図
的
な
立

場
と
が
あ
る
よ
う
に
、
家
の
あ
り
か
た
や
星
の
あ
り
か
た
を
言
語
で
表
現
す

る
と
き
も
、
写
生
的
な
立
場
と
地
図
的
な
立
場
と
が
あ
る
は
ず
だ
。
で
は
、

言
語
で
は
こ
の
よ
う
な
立
場
の
ち
が
い
が
ど
う
い
う
か
た
ち
を
と

っ
て
あ
ら

わ
れ
る
か
、
ど
う
結
び
つ
い
て
い
く
か
。

０
　
同
じ
画
面
や
同
じ
音
楽
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
の
世
界
の
中
で
使
わ
れ
る

場
合
と
そ
の
外
で
使
わ
れ
る
場
合
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

事
実
は
、
言
語
の
理
解
に
あ
た

っ
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
は
ず
だ
が
、

ど
う
か
。

０
　
漫
画
の
同

一
的
の
中
で
、
子
供
が
夢
を
見
て
い
る
場
面
を
描
く
場
合
。
先

づ
寝
て
い
る
子
供
の
姿
を
描
き
、
頭
の
部
分
に
か
こ
み
を
付
け
て
行
動
し
て
　
一

い
る
姿
を
描
き
込
む
。
こ
の
場
合

「
寝
て
い
る
子
供
の
姿
」
と

「
か
こ
み
の
　
４

中
の
行
動
し
て
い
る
子
供
の
姿
」
と
は
次
元
が
異
な
る
。

つ
ま
り
観
念
的
世
　
一

界
と
現
実
の
世
界
と
に
二
重
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
観
念
的
世
界
を
現
実

と
し
て
、
更
に
観
念
的
世
界
を
二
重
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
日
常

に
は
あ
る
が
、
言
語
の
場
合
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
設
間
に
は
や
や
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
な
し
な

が
ら
三
浦
氏
の
解
答
を
聞
い
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

０
の
解
答

　

「
作
者
の
と
ら
え
る
相
手
を
客
体
と
呼
び
、
作
者
自
身
を
主
体
と

呼
ぶ
な
ら
、
客
体
に
つ
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
同
時
に
主
体
に
つ
い
て
の
表
現
を

伴

っ
て
く
る
こ
と
」
に
な
る
。
つ
ま
り

一
枚
の
写
真
、
絵
画
に
は
人
物
な
り
が
描

か
れ
た
り
写

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
写
す
位
置
、
描
く
位
置
に
よ
っ
て
見
一

え
方
が
異
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
同
じ
対
象
を
描
い
て
も
描
き
手
が
異
な
れ
ば
当
然

画
面
も
異
な
っ
て
来
る
。
要
す
る
に
対
象
を
描
き
な
が
ら
描
く
劃
州
も
そ
こ
に
は



同
時
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
を
主
体
的
表

現
と
客
体
的
表
現
の
統

一
体
と
言

っ
て
い
る
。

さ
て
、
解
答
を

一
言
で
記
す
と
、
言
語
の
場
合
に
は

「
客
体
的
表
現
と
主
体
的

表
現
が
分
離
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
一
切
の
語
を
、
語
形
や
機
能

な
ど
で
は
な
く
、
対
象
―
↓
認
識
―
↓
表
現
と
い
う
過
程
に
お
い
て
し
ら
べ
て
み

る
と
、
次
の
よ
う
に
二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。」
と
述

べ
、
二
種
類
と
は
０
客
体
的
表
現
、
０
主
体
的
表
現
だ
と
記
す
。

０
　
客
体
的
表
現
と
は
、
話
し
手
が
対
象
を
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
表
現

し
た
語
で
す
。

「
山
」
「
川
」
「
走
る
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
主
観
的

な
感
情
や
意
思
な
ど
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
話
し
手
の
対
象
と
し
て
与
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば

「
悲
し
み
」
「
よ
ろ
こ
び
」
「
要
求
」
な
ど
と
表
現
し
ま

す
。０

　
主
体
的
表
現
は
、
話
し
手
の
持

っ
て
い
る
主
観
的
な
感
情
や
意
思
そ

の
も
の
を
、
客
体
と
し
て
扱
う
こ
と
な
く
直
接
に
表
現
し
た
語
で
あ
る
。
悲

し
み
の

「
あ
あ
」
、
よ
ろ
こ
び
の

「
ま
あ
」
、
要
求
の

「
お
い
」
、
懇
願
の
「
ね

え
」
な
ど
、
感
動
詞
と
い
わ
れ
る
も
の
を
は
じ
め
、
「
…
…
だ
ろ
う
」
「
…
…

ろ
う
」
「
…
…
ら
し
い
」
な
ど
の
助
動
詞
、

「
…
…
ね
」

「
…
…
な
あ
」
な
ど

の
助
詞
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
具
体
的
な
文
で
示
す
と
、

（客
）

（
主
）

火
事

。
だ
。

と
い
う
具
合
に
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
と
が
分
離
し
て
い
て
、
二
種
類
の

単
語
を
組
み
合
せ
て
表
現
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
解
答
終
了
で
は
な
く
次

の
様
な
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

言
語
は
、
絵
画
や
映
画
の
よ
う
に
対
象
の
感
性
的
な
面
を
と
ら
え
て
模
写

す
る
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
対
象
の
感
性
的
な
面
を
と
ら
え
て
模
写
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
作
者
の
感
覚
器
官
の
位
置
、
感
覚
的
な

と
ら
え
か
た
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
意
味
で
、
主

体
的
な
あ
り
か
た
の
表
現
が
、
客
体
的
表
現
か
ら
き
り
離
せ
な
い
も
の
と
し

て
つ
い
て
ま
わ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
言
語
が
対
象
の
感
性

的
な
面
と
関
係
を
も
た
な
い
表
現
形
式
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
こ
の

よ
う
な
制
約
か
ら
の
解
放
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
絵
画
や
映

画
で
は
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
と
が
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
存
在

し
た
の
に
、
言
語
で
は
分
離
さ
れ
個
々
に
独
立
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る

結
果
と
な
る
の
で
す
。
い
い
か
え
る
と
言
語
が
対
象
の
感
性
的
な
面
か
ら
の

制
約
を
の
が
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、　
一
方
で
は
表
現
の
た
め
の
社
会
的
な
約

束
を
必
要
と
す
る
結
果
を
、
ま
た
他
方
で
は
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
と
　
〓

を
分
離
さ
せ
る
結
果
を
う
み
だ
し
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
言
語
の
本
質
的
な
特
　
”

徴
を
求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
表
現
の
二
重
性
は
、
絵
画
や
映
画
の
場
　
．

合
で
は
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
の
統

一
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
が
、
言

語
で
は
こ
れ
が
分
離
し
た
か
わ
り
に
、
今
度
は
言
語
的
表
現

（
一
定
の
種
類

に
属
し
て
い
る
か
た
ち
を
創
造
し
て
そ
の
種
類
と
し
て
の
面
で
概
念
を
表
現

す
る
）
と
非
言
語
的
表
現

（作
者
の
認
識
を
創
造
さ
れ
た
感
性
的
な
か
た
ち

自
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
）
と
い
う
か
た
ち
の
二
重
性
が
生
ま
れ
て
い
る
点

が
ち
が

っ
て
い
ま
す
。
（
カ

ッ
コ
内
の
コ
ト
バ
は
評
者
）

要
す
る
に
、
主
体
的
表
現
と
客
体
的
表
現
の
分
離
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
他
方

言
語
的
表
現

（特
定
個
物
を

一
般
化
し
て
表
現
す
る
）
と
非
言
語
的
表
現

（特
殊

な
感
性
的
な
か
た
ち
の
表
現
）
と
が
二
重
化
し
て
く
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
に
心
付
く
こ
と
が
、
言
語
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
最
重
要
な
問
題
だ

っ

た
と
筆
者
は
述
べ
る
。



０
の
解
答
　
設
間
０
の
解
答
で
、

「
言
語
的
表
現
」
と

「
非
言
語
的
表
現
」
の

二
重
化
と
い
う
か
た
ち
で
言
語
が
成
立
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

「
地
図
的
立
場
」
と
は
、
即
ち
言
語
的
表
現
で
あ
り
、

「
写
生
的
立
場
」
と
は
非

言
語
的
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
図
的
立
場
で
は
、
丸
い
家
で
あ
ろ
う
と

四
角
の
家
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
感
性
的
面
を
そ
の
ま
ま
に
書
く
わ
け
で
は
な
く
、

家

一
般
を
表
わ
す
普
遍
的
記
号
を
創
造
し
て
、
そ
れ
で
家
を
示
す
こ
と

が

で
き

る
。
こ
れ
即
ち
、
三
浦
氏
の
言
わ
れ
る

「
言
語
的
表
現
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て

「
写
生
的
立
場
」
は
、
丸
の
家
は
や
は
り
丸
く
、
四
角
は
四
角
に
感
じ
ら
れ
る

よ
う
な
形
そ
の
も
の
で
、
感
性
的
に
表
現
し
な
け
れ
ば
写
生
と
は
言
え
な
い
。
こ

れ
は

「
非
言
語
的
表
現
」
と
氏
の
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
言
語
の
場

合
は

「
写
生
的
立
場
」
と

「
地
図
的
立
場
」
と
が
二
重
化
す
る
か
た
ち
で
表
現
を

形
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

０
の
解
答
　
映
画
に
お
け
る
主
題
歌
と
映
画
の
中
の
場
面
と
の
関
係

・
ラ
ジ
オ

ド
ラ
マ
に
お
け
る
ド
ラ
マ
と
伴
奏
音
楽
と
の
関
係
を
三
浦
氏
は
考
え
て
み
よ
う
と

言
う
。
映
画
の
場
合
で
言
え
ば
、
登
場
人
物
達
に
は
、
主
題
歌

（
テ
ー
マ
・
ミ
ュ

ジ

ッ
ク
）
は
聞
こ
え
な
い
が
、
そ
の
映
画
観
賞
者
に
は
、
登
場
人
物
達
の
会
話
と

同
時
に
テ
ー
マ
・
ミ

ュ
ー
ジ

ッ
ク
も
当
然
な
が
ら
聞
こ
え
る
。

「
伴
奏
音
楽
は
画

面
の
世
界
と
内
容
的
に
は
つ
な
が

っ
て
い
な
が
ら
も
、
画
面
の
世
界
と
は
別
に
画

面
の
世
界
の
外
側
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て
、
画
面
の
中
に
楽
団

が
出
て
演
奏
す
る
場
合
と
は
ち
が
う
の
で
す
。」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。　
ラ
ジ
オ

ド
ラ
マ
の
場
合
も
同
様
で
、
出
演
者
達
の
会
話
と
伴
奏
音
楽
と
の
関
係
は
同

一
場

面
に
視
聴
者
に
は
受
け
取
ら
れ
て
も
実
は
、
別
々
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
端
的
な
例
で
言
え
ば
、
ラ
ヴ
シ
ー
ン
に
甘
い
音
楽
が
流
れ
た
か
ら
と
言

っ
て

ラ
ヴ
シ
ー
ン
を
演
じ
て
い
る
者
達
に
聴
こ
え
る
筈
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

ボ
ー
ル
が
顔
に
当

っ
て
、

「
目
か
ら
火
が
出
る
」
と
い
う
場
面
を
描
い
た
漫
画

を
見
る
と
、
ボ
ー
ル
が
顔
に
当

っ
た
場
面
に

「
火
花
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
火
花
は
外
か
ら
見
て
見
え
る
筈
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
こ

の
当

っ
た

「
人
の
立
場
に
移
行
し
て
、
こ
の
人
物
の
主
観
で
あ
る
と
こ
ろ
の

『
目

か
ら
火
が
出
る
』
あ
り
さ
ま
を
も
画
面
に
描
い
た
」
結
果
の

「
火
花
」
で
あ

っ
た

こ
と
が
分
る
。
す
る
と
、

「
こ
の
人
物
を
客
体
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
」
と

「
こ

の
人
自
身
の
立
場
」
と
が
二
重
化
し
て

一
つ
の
画
面
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
言
語
の
場
合
、
こ
れ
は
ど
の
様
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
解
答
も
、
設
問
０
の
解
答
に
触
れ
て
説
明
し
て
行
か
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
。
と
い
う
の
は
、

「
客
体
的
表
現
」
と

「
主
体
的
表
現
」
の
問
題
に
踏
み
込
む

か
ら
で
あ
る
。
例
文
を

一
つ
、

④
暗
く
て
よ
く
分
ら
な
い
が
男
引
―・
―
渕
Ч
。

映
画
の
場
合
の

「
現
実
と
そ
の
外
」
、
日
か
ら
火
が
出
る
場
面
に
お

け
る

「
場
面
　
一

と
火
」
こ
の
関
係
は
右
の
例
文
と
の
比
較
で
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
で
あ
　
豹一

ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

「
暗
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
は
誰
が
そ
の
場
に
来
て
も
略
同
様
な
感
じ
方
を

す
る
現
実
で
、
い
わ
ば
客
体
的
な
把
握
が
さ
れ
て
い
る
表
現
で
、
映
画
の
場
合
の

「
現
実
」
、
漫
画
の
場
面
に
お
け
る

「
客
観
的
な
場
面
」
と
同
質
の
表
現
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

「
男
ら
し
い
」
の
表
現
は
語
り
手
の
推
量
そ
の
も
の
を
直
接
に
示
す
語
と
し

て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
実
の
世
界
の
あ
り
か
た
か
ら
、
相
手
の

あ
り
か
た
が
暗
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
推
量
が
う

ま
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
、
現
実
に
つ
な
が
っ
て
は
い
て
も
、
推
量
そ
の

も
の
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
世
界
の
外
に
主
観
的
な
も
の
と
し
て
う
ま
れ
て

い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
映
画
の
場
合
の

「
現
実
の
外
」
、
漫
画
の
場
面
に
お

け
る



「
火
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
暗
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
相
手

の
あ
り
方

（客
体
的
表
現
）
に
対
し
て

「男
ら
し
い
」
と
い
う
語

り

手

の
気
持

（主
体
的
表
現
）
が
推
量
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
。

○
彼
は
実
に
男
引
ｕ
同
ｏ

こ
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
″
文
法
的
″
に
は
こ
れ
ら
の

「
ら
し
い
」
に
つ

い
て
、
０
を
推
量
の
助
動
詞
、
同
を
接
尾
語
と
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
０
主

体
的
表
現
、
０
客
体
的
表
現
と
い
う
本
質
的
な
認
識
論
上
の
相
違
に
基
づ
く
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
単
な
る
形
式
上
の
区
別
か
ら
結
論
を
出

す
の
で
は
意
味
が
な
い
の
だ
。
認
識
の
構
造
を
調
べ
、
そ
れ
と
表
現
の
構
造
と
の

関
係
に
お
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
著
者
は
言

っ
て
い
る
。

解
答
は
、
絵
画

。
映
画

な

ど

の
場
合
に
同

一
画
面

（場
面
）
に

「客
体
的
表

現
」
と

「
主
体
的
表
現
」
の
統

一
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ

て
い
た
の
が
、
言
語
の
場
合
は
、
そ
れ
が
各
々
独
立
し
て
表
現
を
形
成
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

０
の
解
答
　
こ
の
解
答
を
記
す
前
に
本
書
の

「助
動
詞
の
認
識
構
造
」
の
項
を

開
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
、
生
活
の
必
要
か
ら
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
を
問

題
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
な
い
視
野
の
か
な
た
の
世
界

を
と
り
あ
げ
た
り
、
過
去
の
世
界
や
未
来
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
た
り
し
て

い
ま
す
。
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
位
置
や
置

か
れ
て
い
る
立
場
と
同
じ
よ
う
な
状
態
が
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
想
像
の
世
界

に
あ

っ
て
も
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
観
念
的
に
二
重
化
し
、
あ
る
い
は
二
重

化
し
た
世
界
が
さ
ら
に
二
重
化
す
る
と
い
っ
た
入
子
型
の
世
界
の
中
を
わ
た

し
た
ち
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
行

っ
た
り
帰

っ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。
昨
日

わ
た
し
が

「
雨
が
ふ
る
」
と
い
う
予
想
を
立
て
た
の
に
、
今
朝
は
ふ
ら
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
現
在
の
わ
た
し
は
、

予
想
の
否
定
　
　
過
去

雨
が
ふ
ら
―
―
な
く
あ

っ
―

た
。

と
い
う
形
で
、
予
想
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
過
去
の
事
実
を
回
想
し
ま
す
９

言
語
に
表
現
す
れ
ば
簡
単
な
、
い
く
つ
か
の
語
の
つ
な
が
り
の
う
し
ろ
に
、

実
は
左
図
に
示
す
よ
う
な
二
重
の
世
界
と
、
そ
の
世
界
の
中

へ
観
念
的
に
行

っ
た
り
帰

っ
た
り
す
る
主
体
的
な
動
き
と
が
か
く
れ
て
い
ま
す
。

漫
画
の
曲
の
場
合
に
は
二
重

・
二
重
と
か
こ
み
を
重
ね
て
複
雑
に
絵
を
描
く
必
要

が
あ

っ
た
の
に
、
言
語
の
場
合
は
、
実
に
簡
単
な
表
現
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
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三

四
つ
の
設
間
の
解
答
を
長
々
と
綴

っ
て
来
た
が
、
著
者
の
文
法
体
系
を
評
者
な

り
に
仮
に
ま
と
め
て
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

名
詞

（物
体
ま
た
は
観
念
体
を
表
現
す
る
）

動
詞

（
運
動
し
発
展
し
変
化
す
る
属
性
を
表
現
す
る
）

静

詞

活
用
の
あ
る
も
の
＝
形
容
詞

（静
止
し
固
定
し
変

化
し
な
い
属
性
を
表
現
す
る
）

活
用
の
な
い
も
の

〓
中

副
詞

（
話
し
手
の
観
念
的
な
運
動
を
背
後
に
持

つ
）

連
体
詞

（対
象
が
運
動
し
な
く
て
も
発
展
消
滅
す
る
も
の

多
様
に
変
化
す
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
）

助
詞

（
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
対
象
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面

の
客
観
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
）

助
動
詞

感
動
詞

・
応
答
詞

・
接
続
詞

形
容
動
詞
を
認
め
ず
、
形
容
詞
と
形
容
動
詞
の
語
幹
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を

ひ
と
ま
と
め
に
し
、
静
止
し
固
定
し
変
ら
な
い
属
性
を
と
ら
え
る
と
い
う
意
味
で

「
静
詞
」
と
命
名
し
た
。
形
容
動
詞
の
成
立
に
は
漢
語
に
つ
い
て
の
表
現
の
工
夫

が
形
容
詞
の
表
現
法
に
浸
透
し
て
行

っ
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る
。四

三
浦
氏
の
こ
の
認
識
論
的
方
法

（実
は
こ
れ
が
文
法
論
で
は
当
然
の
帰
結
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
は
、
時
枝
誠
記
氏
の

「
言
語
過
程
説
」
に
大
き
く
影
響
さ

れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
来
て
い
る
。
言

語
と
い
う
特
殊
な
表
現
形
態
か
ら
す
れ
ば
、

「
認
識
」
の
問
題
に
当
然
行
き
当
る

筈
の
も
の
だ
が
、　
こ
れ
を
強
く
打
ち
出
し
た
の
は
時
枝
氏

で

あ

り

（
著
者
は
、

「
天
文
学
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
出
現
に
も
似
た
重
要
な
意
義

を

持

つ
も

の
」
と
、
「言
語
過
程
説
」
を
評
価
し
て
い
る
。）
そ
れ
の

一
層
の
徹
底
化
と
精
緻

化
に
勉
め
た
延
長
上
に
三
浦
氏
の
方
法
が
あ

っ
た
。

こ
の
観
点
か
ら
文
を
見
て
行
け
ば
、
言
語
表
現
が
持

っ
て
い
る
驚
く
べ
き
可
能

性
に
目
を
開
か
れ
る
し
、
い
わ
ゆ
る

「
読
み
込
み
」
と
い
う
こ
と
の
浅
深
に
思
い

到
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
に
強
い
反
省
を
強
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
評
者
も

更
に
繰
り
返
え
し
読
ん
で
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
氏
の
代
表
的
な
定
義
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
こ
の
舌
足
ら
ず
な
半
可
通
の

紹
介
文
を
終
ろ
う
と
思
う
。

言
語
の
意
味

認
識
を
基
盤
に
し
て
音
声
が
語
ら
れ
文
字
が
書
か
れ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
は
単

　
一

な
る
空
気
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
音
声
に
な
り
、
ペ
ン
の
上
に
あ
る
イ
ン
ク
の
　
閣

一
滴
に
す
ぎ
な
か

っ
た
も
の
が
文
字
と
な

っ
た
と
き
、
そ
こ
に
意
識
的
に
創
造
さ
　
．

れ
た
か
た
ち
は
そ
の
背
後
に
あ
る
認
識
と
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
創
造
さ
れ

た
形
に
結
び
つ
き
そ
こ
に
固
定
さ
れ
た
客
観
的
な
関
係
が
言
語
の
意
味
な
の
で
す

辞
書
の
性
格

言
語
の
中
に
は
表
意
文
字
の

「月
」
「
川
」
「島
」
や
音
声
の
「
ワ
ン
フ
ン
（
犬
）」

「
ガ
ラ
ガ
ラ

（
玩
具
）」
「
チ
ン
ド
ン
屋
」
な
ど
の
よ
う
に
、
ま
だ
対
象
の
感
性
的

な
あ
り
方
と
似
た
か
た
ち
を
使

っ
て
い
る
も
の
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大

多
数
は
対
象
の
感
性
的
な
あ
り
方
と
は
関
係
の
な
い
か
た
ち
を
使
い
ま
す
。
こ
の

場
合
、
ど
う
い
う
概
念
に
ど
う
い
う
か
た
ち
を
使
う
か
は
、
社
会
的
な
約
束
と
し

て
成
立
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
社
会
的
な
約
束
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
辞
書
な

の
で
す
。
「意
味
」
と
区
別
し
て

「
意
義
」
を
教
え
て
く
れ
る
と

言
う

べ
き
で
し

よ

う

。

客
体
的
表
現

主
体
的
表
現



反
射
指
示

山
田
孝
雄
の

「
反
射
指
示
」
は
称
格
指
示
と
異
な
ら
な
い
。　
一
人
称
の
話
し
手

も
、
や
は
り
現
実
の
自
分
か
ら
観
念
的
に
分
裂
す
る
の
で
す
。
現
実
に
は
対
象
で

あ
る
自
分
と
話
し
手
と
は
同

一
の
人
間
で
す
が
、
認
識
構
造
と
し
て
の
観
念
的
な

話
し
手
の
位
置
は
、
現
実
の
話
し
手
の
そ
れ
か
ら
分
離
し
て
別
の
と

こ
ろ

に
あ

り
、
そ
こ
か
ら
対
象
と
し
て
の
自
分
を
扱
う
の
で
す
。
こ
の
観
念
的
な
分
裂
に
よ

っ
て
、
両
者
の
間
に
話
し
手
と
対
象
と
の
関
係
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が

一
人
称
と
し

て
表
現
さ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
山
田
孝
雄
の

「
反
射
指
示
」
と
は
称
格
指
示
と
異

な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

動
詞
と
形
容
詞

動
詞
は
そ
の
実
体
の
属
性
の
中
で
運
動
し
発
展
し
変
化
す
る
も
の
を
と
ら
え
て

表
現
し
、
形
容
詞
は
こ
れ
に
対
し
て
静
止
し
固
定
し
変
化
し
な
い
も
の
を
と
ら
え

て
表
現
す
る
、
と

一
応
の
区
別
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

「
あ
る
」
が
動
詞
で

「
な
い
」
が
形
容
詞
で
あ
る
理
由
が
わ
か
り
ま
す
。
時
間
的

空
間
的
な
存
在
と
い
う
も
の
は
、
ほ
か
の
属
性
が
変
化
し
な
く
て
も
、
あ
り
か
た

と
し
て
こ
こ
か
ら
あ
そ
こ
へ
と
変
化
し
ま
す
か
ら
、
動
詞
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て

「
な
い
」
は

「本
が
な
い
」
と
か

「
金
が
な
い
」
と
か
特

殊
の
規
定
さ
れ
た
無
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
無
の
変
化
は
と
り
も
な
お
さ
ず
無

で
な
く
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
あ
る
」
に
変
化
す
る
こ
と
以
外
に
あ
り
え
ま
せ

ん
。
そ
れ
で

「
な
い
」
は
変
化
し
な
い
も
の
を
と
ら
え
て
表
現
す
る
形
容
詞
の
か

た
ち
を
と
っ
た
の
で
す
。

時
制

（
過
去

。
現
在

・
未
来
）

こ
れ
は
属
性
で
は
な
く
、
時
間
的
存
在
で
あ
る
二
者
の
間
あ
る
い
は
二
つ
の
あ

り
か
た
の
間
の
相
対
的
な
関
係
を
さ
す
言
葉
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
客
観

的
な
関
係
な
の
で
す
。

付
記

「
認
識
論
的
方
法
」
な
ど
と
記
し
た
が
、
基
本
的
に
は
ど
の
様
な
方
法
で
あ
ろ

う
と
認
識
に
基
づ
か
ぬ
そ
れ
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
何
等
か
の
認
識
に
基
づ
い

て
い
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
様
な
言
い
方
は
自
明
の
事
柄
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

対
象
を
自
己
の
思
考
体
系
の
中
に
嵌
め
こ
む
。
そ
こ
に
個
定
し
、
自
己
と
の
距
離

を
計
測
す
る
。
そ
の
様
な
作
業
は
当
然
な
が
ら
日
常
の
う
ち
に
や

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
自
覚
的
で
あ
り
得
る
か
は
大
き
な
問
題
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
対
象
と
自
己
の
距
離
に
つ
い
て
の
作
業
を
客
観
化
し
た
と
こ
ろ
で
観

察
し
て
見
る

「
目
」
を
自
己
の
中
に
備
え
て
い
る
か
否
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
だ

と
言
う
わ
け
だ
。

こ
と
に
言
語
の
よ
う
に
、
誰
に
と

っ
て
も
日
常
の
所
為
は

一
層
通
常
性
の
中
に

埋
没
し
て
し
ま
う
。
そ
の
ゆ
る
や
か
な
る
変
化
は
連
続
性
の
中
に
う
も
れ
、
そ
の
　

一

節
を
そ
れ
と
感
じ
さ
せ
な
い
。
顕
在
化
す
る
の
を
ひ
た
す
ら
避
け
な
が
ら
行
く
隠
　
２９

密
の
如
く
に
そ
の
変
化
の
結
果
と
し
て
の
決
定
を
教
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
　

．

あ
る
な
ら
ば
、
観
察
者
の
側
に
秘
や
か
な
る
変
化
に
対
す
る
銃
い
観
察
眼
が
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
現
状
享
受
で
は
な
く
、
そ
の
由
来
に
対
す
る
問
い
か
け
が
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
と
い
う
の
だ
。
現
実
を
理
解
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
背
景

へ

の
思
い
、
所
以

へ
の
問
い
か
け
、
即
ち
成
立
し
た
結
果
と
し
て
の
日
常
に
対
す
る

「
否
」
と
い
う
態
度
。
こ
の
洞
察
に
基
づ
い
た

「
否
」
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
方
法
の
基

礎
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
浦
氏
は
実
は
こ
れ
を
言
わ
ん
が
た
め
に
、
こ
の
述
作
を

な
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
の
言
う
認
識
論
的
方
法
と
は
そ
の
様
な
も
の
を

最
も
入
手
し
や
す
い
版
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
で
あ
る
。
専
門
家
に
限
ら
ず

学
校
文
法
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
、
深
い
導
き
を
与
え
て
く
れ
る

書
と
し
て
是
非
お
勧
め
し
た
い

一
書
で
あ
る
。

指
し
て
い
る



あるいは人間自身が何であるかという問いに対する答えを常に求めて来たが,科学的分析の手続きによ

ってその答えが得られるという保証は,かならずしもない。従って人間は人間に対して,さ まざまな解

釈をくり返して来た。だが,人間は,その発達した大脳の新皮質に特有な価値評価の方式でしか評価で

きない。その結果,人間の自己評価は自分が自然の最高の傑作であるという自画自讃的傾向から離れる

ことはまずできないので,あ らゆる人間的現象は, この観点から説明され,正当化されることになる。

著者達もこの例外ではないのであるが,彼らは,あ くまでも仮説一検証の形をととのえた科学的理論

の構成を目指したのではなく,あ くまでも科学とは別の観点から,すなわちひとつの思想でもってこの

Man‐ childを 書いたようである。従って,彼らの思想には幼児的な無邪気さを多分に残した知識人型の

人間を特に魅惑するような魅力をもってはいないが,一見平凡で常識的な「大人」の観察と批評があり,

それが皮肉で辛辣な調子のものになるのは当然といえよう。

以下,本書の目次を記しておく。

第 一 章

第 二 章

第 二 章

第 四 章

第 五 章

第 六 章

第 七 章

第 八 章

第 九 章

第 十 章

第十一章

第十二章

序論

知性は退化的要因である

知性の進化/他の動物における知能/

情緒の発達に対する知性の調節作用

天才

理想,道徳および審美的評価

芸術における幼稚化

拡大する子供部屋

家庭/料理/衣服/家/女性観

遊び

快楽/趣味/ピ ユー リタニズム/玩具

/玩具としての機械類

性

勇気の問題

破壊の快感

暴力

内乱と戦争/変貌する社会

世界の世界

統治/政治/自 由主義的アプローチ/

政治家と指導者

心理的要因

はじめに/個人対社会/精神身体的機

構と対処機構/家族治療/親子関係/
マン・チ ヤイル ドの肖像/テ ス ト/結

論

過密化の一側面

文化の傾向
―

 「正常者」と「異常者」

退行的進化

はじめに/事実
一

解剖学的証拠/メ

カニズム～ホルモン/原因～ウィルス

あるいはデウス・ェクス・マーキナ/

結果～新しい種/歴史

未来

要約

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十三章
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て,新 しい形態をつ くりあげるのは不安定な生物である。従って人間は,進化の段階の一番上に居るの

ではなく,又,よ り高次の形態へと進んでいく過程にあるものでもない。むしろ人間は,肉体的素質の

面からみれば,そ の欠陥を,異常発達を遂げた新皮質で,過剰補償しながら,後向きに進んでいる退行

的進化の産物なのである。

著者は,例 として,樹上生活をしていた猿をあげている。

樹上生活に適応していた猿は樹から下 りて生活する理由はまったくなかったのが,猿の中のあるもの

がなぜ,慣れた,便利で快適なその正常な棲み場所を去って,未知の未経験の縄張りで,不確実かつ冒

険的な生活をはじめるという,極端な道をとったのか
一

と。著者は, この疑間に対し,一つの仮説を

たてる。すなわち,樹上生活をしている猿の間に脳炎やポリオの流行があったと想像する。病気の流行

は,多 くの個体を死に追いやり,少数の生き残 りは,そ の巧みな運動能力を失うか,脳の打撃の結果 ,

体の一部が麻痺することによる。

これらの猿にとっては,樹上生活を棄てて,新しい生活様式に自分を適応させるしかない。地上の生

活が始まれば幼児の時に経験したのと同じ様な無力な状態で,新 しい危険に直面しなければならない。

この様な境遇に置かれた時,彼 らがその赤ん坊の習慣へと退行し,そ の必要や警告を伝達しあうのに,

赤ん坊と同じような音声を用いる傾向が出てくるであろうことは十分想像できる。そして,こ の赤ん坊

風の音声が構造的に強化され,ついにはその後代々声帯が一層変化に富んだ信号を表現するに足るよう

に変化するに至る。このことがまた脳の一部を刺激し,やがて言語中枢となる。

霊長類にかぎらず,不利な条件下では,一層原始的な適応様式へと退行する (=幼児時代の行動への

逆戻り=祖先からの逸脱)。 そして,単に退行するのではなく,そ の退行的な性質を,新たに出現した

種にとって有益な,新 しいメカニズムヘと変換するのである。

従って,人間という新しい種は,二つの退行的進化をしている。第一に,人間は木から下 りた。次に

成熟した形態から成熟度の低い形態に下 りてきた。人間の起源に於いては,遅延,禁止,抑制,妨害 ,

その他の規則正しい成長過程に対するブレーキが普遍的な重要性をもっていた。この事は,解剖学的 ,

生理学的側面についてはただちに立証が可能であると著者は考える。反応を遅らせる能力のおかげで,

人は思考したり感情を抑えたり,別の選択可能性について考えたりすることが可能となったが,こ れら

は,いずれも人間独特の能力である。こうした能力は,本能的なものではなく,いずれも成熟を遅らせ

ることで手に入れた学習時間の結果であり,幼稚化に伴うものである。従って,著者達は「幼稚化」の

意味を二つの側面を表現するために使用している。その第一は人間の社会的未成熟や困難な問題がこの

幼稚化に起因している。第二に,人間が達成した最高の成果も,子供ぽい学習能力とか,発見の喜びと

か創造的な好奇心とか,い ずれも人間構造の本質的部分をなしているもののおかげである。

この Man‐ childの 理論体系を示す部分は,第 16章の部分であろう。彼らはこの章で,「幼形成熟」「幼

形進化」といった,彼 ら独特のタームを説明しているが,こ の点については,読者諸兄が直接読まれる

ことを希望する。要は退行的進化を説明するための諸科学の研究成果をまさに集大成したものである。

人間は, 自分が何者であるかを探求せずにはいられない動物である。人間の歴史は,人間の自己意識 ,
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<紹介 と書評>

D.ジ ョナス,D.ク ライン著, 竹内靖雄訳

「幼稚化の時代」 I.I.1972,竹内書店

山 岸 善 和

訳者竹内によると,著者 A.D.ジ ョナスとドリス・クラインは夫婦であり, ジョナスはニューヨー

クに住む精神科医であり, シナイ病院神経精神科の リサーチ・フェロー, InStitute Of TheOretiC」 Me‐

dicineの リサーチ・ディレクターも兼ねている。妻のクラインは,夫 も所属している Institute of The‐

Oretical Medicine所 属の科学評論家である。彼女は英国で文学,歴史,文化人類学などを学び,Syna‐

nonの 著者ダニエル・カズ リエルと共同で精神病の専門誌に論文も書いている。

この二人が,人間の進化について研究を始めようとした動機は各々の立場を反映している。ジョナス

は精神科医として,精神病院にくる患者のみならず,「正常」な成人にも共通してみられるある種の現

象に気がついてこの問題と取 り組んでいる。その問題とは,人 々の行動一
特に社会生活の面では,一

人一人が社会的,文化的要請に基づいて役割の演技をしている (こ れは日常のあたりまえの行動である

が)のであるが,どんなに知的で,も ったいぶった,教養のある人でも,そ の役割演技を終えて,仮面

をはずした裏側の生活 (家庭生活や治療場面など)では,ほ とんど一律に子供ぽい行動が見 られること,

この矛盾が動機となっている。一方,科学評論家のクラインは,人間行動の観察を通して,最近の大人

の外観や行動がますます若者風になっていく傾向にあること,そればかりでなく,若者特有の態度が ,

芸術的,文化的,社会的活動など,あ らゆる分野に浸透していることに強い印象を受け, これについて

進化論的基礎にもとづいた説明が可能かどうかということが動機となっている。

彼らは一世代又は人間の歴史全体を構成する全世代を観察して,そ こから人間の現在の姿を形成する

のにあずかったすべての要因に対してその手がかりとなるような,ひ とつの傾向を引きだそうとしてい

る。人間の技術的進歩,社会的崩壊の増大,それに人類にあっては未熟な行動がますます長びくという

こと,こ れらの間の矛盾について,そ の生理学的,解剖学的な対応物が存在しないかどうかを調べる必

要が出てきたのである。

彼らには,二つのイ′反説がある。第一の仮説は,<人間は退行的進化の産物>であり,第二の仮説とし

て,<その人間の知性は,病気が重要な役割を演じたような一連の状況のおかげである>と。

彼らの「進化」の定義は次の様なものである。いわゆる進化とは, 自然の失敗の結果である。つまり,

病気や能力喪失,あ るいは突然変異がもたらした欠陥を過剰に補償するという, 自然の失敗の結果なの

である。・……進化は,最適者生存のせいではない。むしろ自己及び子孫における一連の過剰補償を通じ
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以上で Bachr¨hの著作の紹介と若千の批評を終えるが,最後に総括的な批評をつけ加えると,冒頭

に述べたロス トフツェフ,ヴ ェルナ ドスキーが説いた西方におけるアラン人研究の欠落をこの書物は果

たして充分に補い得たかということになるが,筆者の見解では,欠落の一部は補い得たが,全般的には

未だしの感が深い。勿論アラン人に関する資料が不充分であるという制約があることは認められるが,

筆者が既に指摘したようにアラン人と封建制起源との関連性, アラン人の ガ リア に お け る定住方法

(Chronica Gallicaに よるとアランの定住に抵抗した土地所有者は駆逐されたという。)な どについて今

一段の精緻な研究が望ましい。しかし,在来ゲルマン人の陰にか くれて殆んど看過されていたアラン人

の中世初期における活動を追求したこの書物はそれなりに充分の意義を有するものと云ってよかろう。

1978 1年 3月 22 日

追記

この “紹介と書評"は筆者が独協学園中高の紀要の編集者として止むを得ず書いたものである。編集

者の力量不足のため,予定していた原稿が仲々集まらず,ページ数が著しく不足する虞れがあったので,

急遠,穴 うめという形で書かざるを得なかった。従って学園を辞任し移転準備をせねばならぬ環境の筆

者が僅かな日数の間にまとめたものであるから,全 くのお笑い草の結果になってしまった。このような

形のものを掲載するのは心苦しいが,上記の事情を御賢察されて御寛容をお願いしたい。学園を去る編

集者の最大の心残りは紀要の前途であるが,独協学園の優秀な教員諸賢が研鑽の結実を続々と紀要に寄

せ られることを哀心より希望する次第である。
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―王伝説」を再検討せんとしている。著者はアーサー王の魔法の剣である EКdiburを アラン人が戦の

神のシンボルと考えた剣と関連づけようというのである。更に著者はアーサー王伝説を検討して二つの

全 く異なるアーサー像が見られるという。一つはアーサー王を偉大なキ リス ト教徒の英雄とするもので,

他は英雄に全 く反する存在で,キ リス ト教徒ではあるが,手に負えない暴君で教会や聖職者と争いを起

す人物とするものである。後者の伝承ではアーサーは戦に敗れ,竜に打勝つ事も出来ず,聖者に辱かし

められる。「聖カラノグの生涯」「聖パダルンの生涯」「聖ギルダスの生涯」などの聖者伝のアーサー王は

芳ばしからざる人物 という風に描かれている。著者はかかる “手に負えない王"(Recdicitrant Khg)

であるアーサーは中世初期に実在していた人物の反映と考えるのであるが, ``手に負えない王"をたし

なめたのは5世紀におけるアルモ リカと西部プリテンの最も著名な聖者である聖ゲルマノスであり,た

しなめられた人物をアルモ リカのアラン人支配者 Eother(Goar)と 見倣す。 聖ゲルマノスは聖者とし

てのみならず軍事的指導者としても著名で,ベーダやネンニウスに dux beniと 書かれているというが ,

この聖者の事績とアラン人 EOtherの 事績が混清してアーサー王伝説が生れたと著者は考える。極めて

大胆なそして興味ある説とも云えるが,筆者の見解では根拠が薄弱のように思われる。アーサー王伝説

の有する二面性への着目は面白いが,そ の一面を直ちに未だ異教徒であるアラン人の王に結びつけるの

は速断が過ぎるようである。著者は最後にアラン人が西欧に及ぼしたインパクトは戦士としてアラン人

が支配階級を構成した場合が多 く,ま た同化性あるアラン人が先住民の中に融合してしまった事をあげ,

アラン人の西欧における歴史は成功とも云えるし,ま た永続性ある国家を建設せず,後世に対し,充分

な影響を及ぼさなかったことょり失敗とも云えると考える。そして著者は今日でもフランスのノルマン

ディー地方に残る云いまわし方を挙げ中世初期のアラン人の行動に対する無理解と反アラン的偏見を示

すものとしている。それは次の如き云いまわしである。

“Cet hOmme est violent et allain.''

以上で本文は終るが,附録として載せられる三篇の中,第一篇と第二篇は本書の主題である西欧にお

けるアラン人とは直接の関係がないので,こ こでは省略し,第二篇のアランの地名だけを見てみる。著

者はアラン人が定住したか,或いはアラン人と何等かの関係のある地名の リス ト・アップをしているが ,

仏 。伊・西・スイスにわたり総計56に のぼる。その中いくつかは前述したものの中に入って い るが ,

Alan,Anain,AlaincOu■ などの明らかにアラン人に由来することが一目瞭然たるものの他に Moulin

de Langeの ように一見するとアランを思わせるものが認められない地名がある。しかし, この地名は

中世の記録には Molendinum de Alanhaと 記されており,Alanhaの語頭 の Aが 欠落 し Lanhaが

Lageと 変ったものということがわかっている。正字法が確立していない時代にはアランも色々な綴り

方がされており,ま たケル ト系やゲルマン系の類似の発音の名称が地名に残っている場合もあるので ,

(Langais.ゲ ルマン系の Aninか ら由来している可能性もある)著者が述べているように歴史的・考

古学的にアラン人と深い関係のあることが立証されない限り断定を下すことは避けねばなるまい。 日本

におけるアイヌ系またはマライ・ポリネシア系の地名研究の場合と同じく,極めて慎重な態度が要求さ

れる所以である。
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とにならないと弁明し,著者は Go雷 の弁明に遊牧民の風習を認めているが,こ れはいささか牽強付会

の気がする。Goarと いう名は時に Goarusと ラテン式に書かれるが, ギ リシア式の表記では
「

ωαρ

となる。そして現代のオセット人の人名 Iaukharに 相当し,ゲルマン式表記では Eocharと なる。例

えば 5世紀前半のオルレアネのアラン人支配者は Goarと 書かれたり EOch額 と書かれたりしているが

同一人物である。E∝harと ぃう名も種々の綴 りで書かれるが,東 ゴー ト王テオ ドリックの娘である ア

マラスエンタと結婚した Eutharic(Eothart?)は 「テオ ドリック事蹟 Gesta Theodorici」 によると

ex AlanOrum sti⊇eと あり,ア ラン系である事は 確実である。スペインにおけるアラン人の根跡は僅

かであるが,西 ゴー ト支配もアラン人の影響を完全に払拭しなかった。 6世紀の後半にガリシア地方の

Ore“eの有力者に Aspidiusと ぃう名が見えるが,A叩 とぃぅのはイラン語で “馬"の意味であり,

前述の東ローマの将軍 Asparの 場合にも認められる。 ラテン式表記の Awidiusと ぃう名は ギ リシア

式表記の 'Иσπαδαs又は 'Иσπ′σαsに 相当するものであろう。(Vasmerは Die lranier in Sudmsland

に於て Awarの説明をして WOhl VOn iran.aSpabara‐ “Reiter"と 云っている。S.34)最後の節に於

て著者は西欧におけるアラン人の文化的遺産につき考察しているが,そ れはあまり豊かではない。ガ リ

ア各地から発見された皮帯の締め金は百数十箇出土しているが,ア キタニア様式と称されているものに

は種々の文化の影響が認められる。 フランク,西 ゴー ト,ブルグンド,さ らにはコプ トのモチーフが認

められるが,元来は中央アジア起源であることは云う迄もない。動物模様と角ばった肩と曲った足の稚

拙な人物模様が特徴であるが,類似した模様はハンガ リー,南 ロシアのフン族支配の時代のものに見出

される。締め金に文字を刻みつけたものが発見されているが,次のように読める。

LAVAZ.TURC

FLAVIGERASPUS

著者によると一行日は確実なことは云えないが,二行日はFLAVIと GERASPUSと 分けて読めるが ,

文法的に正確に云えば Flavius Geraspusで ある。Flaviusは ラテン式名称であるが,6か ら7世紀頃に

は野蛮人出身の者もローマ名を持っていたのは珍らしくないから問題は後半の Geraspusで ある。一a"

は前述のAspar,Aspidiusに見 られるようにイラン語で説明がつくのであり, Gersapと いう名前はイ

ラン系諸族にはありふれた名称であり, 刻文では一S一が脱落していると考えられる。 従ってこの刻文

を記した締め金はアラン人のものであった事は明らかである。アルモ リカに於いてアラン人の要素が見

られるのは既述の通 りであるが,ケ ル ト系, ラテン系に比し稀薄であることは著者も認める。しかしケ

ル ト系が優勢であったのは 事実 としても著者はすべてケル ト起源で 説明 する事は出来ないと考える。

Cad― という要素を含んだ名称はケル ト地域に極めて普通であリケル ト語で戦士を意味するが, Cad一

という語はイラン語では有力者を意味する。従って Cad一 という要素を含んだ名称をすべてケル ト語で

説明するのは危険と考えるのである。例えば 6世紀中葉に於て中部アルモ リカに名前だけが知られてい

る CaduOnと いう有力者がいたが, この名はスキタイ人の統率者である καδου″sに極めて類似して

いる。 著者は CaduOnを アラン系と断定しているわけではなく, すべてケル ト系として説明すること

が出来ないという例として挙げているが, この論理を使って文句なしにケル ト系とされている「アーサ
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む地方に移動したとされるが,それは地名により実証される。 6世紀の半ばに COnOmOrと いう者がア

ルモ リカ西部を支配していたが,そ の支配地域には四種の異った言語が使われ,四民族が混在していた。

著者はケル ト系, ローマ系,ゲルマン系,そ してアラン系と考える。四種の言語が使用されていると記

載してあるのは “Vita Sancti Pauli''で あるが,残念乍ら民族名は述べられておらず quatuOr linguae

diVerSalum gentiumと あるだけであり,四種の言語をどれに比定するかが問題であ るが, 著者が考察

しているようにラテン語, フランク語,ケ ル ト語,ア ラン語とするのが最も蓋然性が高いようである。

アルモ リカ起源の中世説話の中に幾つかヨーロッパの諸民族の起源に関するものがあるが,ア ラン人の

優越性を主張するものがある。Nenniusの Hisbria Bretbnumの 中に含まれているものはアルモリカ

のアラン系の聖職者が書いたものとされるが,大洪水のあとでノアの子ヤペテがヨーロッパに定住した

が,ヤ ペテの子が Alanusで最初のヨーロッパの住民となったという。Alanusは IIisicon,Armenon,

Neugioの 二人の子があり,そ の子孫がヨーロッパ諸民族となったというのである。 アルモ リカにアラ

ン系の要素が混在していたことはほぼ疑い得ないことと思われるが,ア ルモ リカのアラン人はケル ト系

の住民と相互に影響を与えあったと思われる。ケル ト人は戦車の民であり,騎乗の民ではなかった。

しかし,12世紀の記録によるとアルモ リカ人は世界最優秀の騎馬の民と される。 (Stephen Of Llan‐

daffの “聖テイロの生涯")アルモ リカ人の戦闘方法についての中世の記録は古代末期の著作家が述べ

たアラン人の戦闘方法についての記述を彿彿せじめるものがあるが, 特に興味 の あ るの は Prumの

Reginoが lo世紀にブルターニュ人 (つまリアルモ リカ人)の戦闘がマジャール人に類似していると述

べていることである6ハ ンガ リー国家を建設したマジャール人は元来アジアの騎馬民族であることは云

うをまたない。アラン人はフン族やサルマティア人と同じく徒で戦うことを嫌い,騎乗して戦うことを

好んだが, 7世紀初頭のセブィリアのイシドールスはアラン人が徒の戦闘に弱かった事をあげている。

前述の Stephenは アルモ リカ人は徒で戦うより騎乗して戦う方が七倍も効果的であると述べているが ,

12世紀頃に至るまでの戦闘では騎士も徒で戦うことが多かった事を著者は多 くの例証を挙げ述べている。

一例を挙げると 1106年の Tinchebraiの 戦で目撃者の記録ではヘンリー王と貴族達を含め 96%の者が

徒で戦った。しかしこの戦で王はアルモリカ人に対しては騎乗して戦うように命じたという。更にアラ

ン人が他のステップの遊牧民と同じく得意であった偽りの退却が 9世紀のアルモ リカ人の戦闘方法につ

いての記述に見られる。ウィリアム征服王が勝利を収めたヘイスティングスの戦の際にも偽りの退却が

ノルマン人とアルモ リカ人の同盟軍によりなされサクソン人を敗北せしめた。ポアティエのウィリアム

は最初に偽り退却が Alanus伯に率いられたアルモ リカ人によりなされた事を述べている。次の南ガリ

アにおけるアラン人に関する節で著者はまず南ガ リアに於てアラン人がアルモ リカにおけるようにうま

く行かなかった事を述べる。中世初期に於て南ガリアに於て Alanusと か Goarと いうアラン系の人名

が散見されるが, 著者はその例として西ゴー ト王アラリック2世に仕えた Goeric(又は Goiaricと 綴

る),前述の聖 Goarな どを挙げるが,聖 Goarが大食漢であって,かれの庵を訪れた巡礼と朝食をとっ

た事が原因で司教に喚問された事を述べている。 (通常,隠者は午前中に食事をとることが許されなか

ったのである。)Goarは巡礼を温くもてなす義務があり,かれ自身が断食をすることは温 くもてなすこ
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第二章の結論として著者はスペイン,ア フリカ, コンスタンチノープルに於てアラン人は失敗し,イ

タ リアとガ リアでは成功したが,要するに成功した場合はローマと親善関係を結んだ事によると考える。

そして二世代の間にアラン人は遊牧より定住生活に入り, ローマの大土地所有者の仲間入りをしたと考

える。アラン人は中央アジア以来のエリー ト戦士階級を定住後も形成したが,それは経済上の裏付けが

なくては不可能であり, ローマがアラン人の軍事力を利用しようとしてアラン人をローマの社会組織の

中に組み込み上層階級に位せしめたというのである。著者は最後に結論する。Thereおre,the Alans as

an erstwhile,nomadic warrior elite becaine a settled,landhOlding wariOr clas.Among the crum‐

bling ruin of R。 lman institutiOns the Alans,especialけ thOse in Gaul, were in a good position to

become a part of a new medieval arist∝ racy.中 世の新たな貴族階級の一部を形成したということは

封建制の形成と深いつながりを有することであり,歴史学上に極めて重要な問題であることは云うをま

たない。著者は短かい結論を述べただけで封建制という言葉も使用せず問題を打切ってしまっているが ,

筆者としては最も知 りたい箇所が実はこの点である。勿論封建制の起源の問題にのめり込んで行くこと

を著者は用心深 く避けたのであろうが,こ の点が本書の云うならば食い足りない感を抱かせるものであ

ることは否定出来ない。尤も本書の性質上封建制の成立まで論ずることはやや見当違いであるのかも知

れない。そして著者は封建制の成立とアラン人の関連性につき正面からで は な い が,側面から一種の

allusionを 第二章に於て行っている。そこで第二章について考察してみよう。 第二章は著者の持論とも

云うべきアラン人の同化についの章であるが,著者はまず,ア ラン人の同化力の例として,ア キタニア

におけるアラン系地名が,西 ゴー ト系地名に比べて多いことを挙げ,ア ラン人が西ゴー ト人より進に数

が少なく,かつ居住期間が短かかったにかかわらずそのような結果をもたらしているのは同化力の故と

考える。ついで著者はガ リアのアラン人が正統派キ リス ト教に 5世紀末に改宗していることを挙げ,聖

Goar(Goarと はアラン名である)を例にあげる。 (Goarの 父は Georgius,母 は Valeriaと いうロー

マ名を持っていたが,息子に自民族の偉大な指導者であった Goarの名をつけたものと著者は想定して

いる。)西 ゴー ト人は可成 り後までア リウス派であったから,著者が云うようにアラン人がガリアの住民

の宗派である正統派に改宗したことは同化力の表れとも云えるが, しかし西ゴー ト人は民族移動の前か

らアリウス派であり,ア ラン人は前述する如く戦神を崇拝する異教徒であったことを忘れてはなるまい。

次に第一節 The Alans of Armorica,第二節 The Alans in Southern Gaul,第 二節 Cultural lnteК h‐

angeと なり本文は終るが,第二章は著者が最も力を注いだと思われる章であり, 仲々興味がある (し

かし,同時に即座に首肯し兼ねるような)箇所が見 られるので注意して検討して行こう。アルモ リカに

おけるアラン人については前にバカウダエの反乱とアラン人による鎮圧で一寸触れたが,ア ルモ リカは

アラン人を含む種々の民族の混合地帯であり451年 のカタラウヌムの戦の後でローマの将軍の Aegidius,

ついでその子の Syagriusが保有していた。フランクの発展により, メロヴィング家のチルデ リッヒは

アルモ リカのアラン人を攻撃し不成功に終ったが,チ ルデ リッヒの子クローヴィスは 6世紀初頭にアル

モ リカに覇権を樹立した。 クローヴィスはその結果,数千のアラン人の騎馬軍を味方につけることが出

来たとされる。 5世紀の終りにオルレアン地方から一部のアラン人がアルモ リカのブリトン系住民の住
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スイス国境地帯の地図を挙げアラン系の地名を図示しているが,Anain,Allain∞wt,Anainvmeな どの

明らかにアランより出ている地名のほかに,Sampigny(ア ミアン南東)と いうアラン人の人名(Sambida)

より出たと思われる地名も挙げているが,但 しこれは 4世紀にローマ領内に軍事植民者 (laeti)と して

入ったサルマティア人の遺したものかも知れないとしている。アラン人は広義のサルマティア人の一部

であるから,こ れは当然のことであろう。西ローマ帝国末期にガ リアにバカウダエと呼ばれる下層農民

を中心とした反乱が勃発したが, その中心は アルモ リヵ ArmOrica(後 のブルターニュ)で あり, 445

～446年 にかけアルモ リカに反乱がおこり,将軍 Aetiusは アラン人の王 Goarを してバカウダエ 鎮圧

に赴かせ,ま もなく反乱は鎮圧された。かくてアラン人はアルモ リカに定住することになる。著者は第

二章に於てアルモ リカとアラン人の関係につき論じているから第三章に於て見ることにしよう。第二章

の終りに於て著者はガリアに於ける考古学上のアラン人遺跡の分布図を挙げている。アラン人と覚しき

墳墓には変型された頭骨が出土している。頭骨の変型はアジアのステップ地帯に居住していた頃よりの

アラン人の風習であった。次に考古学的遺物の出土した地図を挙げるが, これを見るとガリアのかなり

広い領域にアラン人が拡散していた事が判る。
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アランの民族名に由来していることは云う迄もなぃ。(H.Grё hlerの もber Ursprug und Bedeutung

der franあ sischen Ortsnamen.2 Teilに Alan.Alaigneな どを非ゲルマン系民族の遺した地名として

挙げている。)440年にもアラン人は首長 Sambidaに 率いられローヌ川沿岸の地に定住しているが,か

れ等の遺した地名が Anan,Alancon,Alenconな どである。アラン人はローマ帝国の傭兵として活躍

しているが,特にゲルマン人出身であるが西ローマの偉大な軍人,政治家であったスティリコの下でよ

く帝国を防衛した。時人はアラン人を評して次のように云っているが,筆者はこの事実をアラン人特有

の同化力に帰因せしめている。 “in L威 los ritus transistis Alani''(Claudian,De Con.Hon.IV,11.

485 ff)イ タリアのアラン人はスティリコの下で軍事植民という形で入植し,土地の給付の代りに軍事

奉仕の義務を負っていた。北イタリアにアラン人の屯田地が多かったことは著者が南ガ リアと同じく地

図を挙げているが, ここでは名称のみ挙げると Anain,Alagna,Alagna LOmenina,Alan d'Riano(現

Landriano),AlanO di PiaVeな どがある。これ等の屯田地はアルプスを越えイタリアに入る道路上の謂

わば要衝に当たり,西 ローマ帝国がかかる要衝の地にアラン人を配置した事は帝国がアラン人に対しそ

の軍事力を高 く評価した事と考えられよう。ついで著者はコンスタンチノープルのアラン人という節で ,

西帝国のスティリコと同様な野蛮人出身であるが東帝国の軍事二政治に活動したアラン人の Ardaburius

とその子ASparに ついて記述している。 Asparは テォ ドシウス2世の死後に元老院 より帝位に即くよ

うに求められたが, これを辞し,部下の トラキア人 Marcianを帝位につけ,ついで Leo Iを擁立した

が,結局 レオ I世によりその子 Adaburius(祖 父の名をついだ)と 共に誅貌されてしまった。若千興

味があるのは,A"arに は二人の異った民族を母に持つ二人の息子があり,長男は Ardaburiusと いう

アラン名,次男は PatriCiuSと いうローマ名,末子は HermaneriCと いうゲルマン名を持っていること

で,そ れぞれの母はアラン人, ローマ人,ゲルマン人だったと思われる。かかる一種の国際結婚は当時

珍らしくなかったと見え,東 ゴー ト王 Andに の名はアラン名であり, 妻はアラン女性であった。スペ

インに入ったヴァンダル人の場合も同盟者アラン人との密接な関係が見 られる。アランとヴァンダルは

一時パンノニア (現ハンガ リー)に居住したが 4世紀末に西方に移動を開始し, ローマと同盟関係に入

ったものもあったが,他 はガ リアを攻略し,次いでスペインに入った。スペインを荒らしたヴァンダル・

アラン同盟種族は土着のローマ人と協定を結びアラン人はルシタニアとカルタゲナにヴァンダル人はバ

エティカとガラエキアに定住することになった。侵入野蛮人はローマの大土地所有者の一種の賓客とし

て大土地所有者より給付をうけ,代 りに侵入や掠奪を防ぐというものであった。ヴァンダル人は結局ス

ペインよリアフリカに渡るが,ヴ ァンダルと共にアラン人もアフリカに渡り,政治的には多数派である

ヴァンダル人に従属していたが,ユ スチニアヌスの遠征軍に征服されるまで,その民族性は保持してい

たよ うで あ る。 しかし政治的 に従属 していたこと は 419年 に ヴァンダル王 の Guntharicが Rex

Vanddorum et Alanorum(ヴ ァンダル人とアラン人の王)と いう称号を名乗 り, ュスチニアススの

征服まで代々のヴァングル王がこの称号を保持し続けたことよりも明らかである。

ガ リアに入ったアラン人の一部は前述せる如く王 GOarに 率いられローマと同盟関係を結んだが,か

れ等の定住によリアラン人と関係のある地名が各地に見 られる。著者はガリア北東部,オ ル レアン地方 ,
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i_間で行われた柳の枝を使う占 卜は中国との関係を示すものと著者は考えるが,占 卜はともあれ祖先崇拝

が中国と関係があるとは筆者には首肯しかねる。中国人の祖先崇拝観はアラン人のものとは無縁のもの

i_で あろう。アラン人の戦術はその秀れた騎馬戦術によることは勿論であり,中央アジアの遊牧民に共通

のものとも云えるが, フン族と同様に偽りの退却のあとで反転して強力な打撃を加えることが得意であ

るという風にローマ側の記録は伝えている。この章の終りで著者が強調しているのはアラン人の同化力

であり,被征服民はアラン人に同化されたし,ア ラン人自身が積極的に他民族に同化して行った例も見

られる。 トラキアの境界地帯ではアラン人は遊牧生活を放棄し,定住生活に入 り, 自己の言語も棄てて

しまった。アラン人を母にゴー ト人を父にもって軍人皇帝の一人となったマクシミヌスは トラキア語を

使い, ラテン語は殆んど出来なかったと云われるが,こ れもアラン人の同化力の一つの例証となるであ

ろうか。そしてこの他民族との同化について著者は第二章に於て詳細に論じるが,そ の前に第二章につ

いて見てみよう。第二章は西方に移動したアラン人についてであり, 次の各節に分かれる。Alans and

Visigoths,Alans in ltaly,Alans at Constantinople,Alans and Vandals,Alans in Gaul,Conclusions

である。ここで内容を詳しく紹介する余裕もないし,ま たその必要もないが,注目すべき点だけを挙げ

て見ると, 4世紀の70年代に入 り南ロシアのステップ地帯に侵入したフン族が最初に征服したのがアラ

ン人であることは周知の如 くであるが,つ いでフン族は東ゴー ト族を襲い東ゴー ト王 Ermanrich は自

殺し,あ とをついだ VithimiriSも 敗死し,Alatheusと Saphraxと いう二人の指導者がゴー ト人を指揮

したが,Saphra【 という名はゲルマン系の名ではなくアラン人の名前であるとされる。周知の如 く西ゴ

ー トが ドナウを渡リローマ領のモエシアに移住した事件をもって所謂ゲルマン民族大移動が始まるので

あるが,ロ ーマ領に入ったのは西ゴ

ー トのみではなくアラン人も含まれ

て い る こ と は 確 実 で ,有 名 な ア ド リ           A HIS■ ORY OF■ E AMws

アノープルの戦にアラン人騎兵隊が

活躍したとされる。414年 に西ゴー

ト人は Athaulf王 に率いられ南ガ リ

アに定住地を求めたが,ア ラン人は

西ゴー ト人と行動を共にしていたが ,

ローマの有力者と単独交渉を行い土

地を与えられるという条件で,い わ

ば西ゴー トを裏切り,ゴー ト人は415

年にピレネーを越えスペインに至っ

た。アラン人の南ガ リアにおける定

住を図示すると右のようになる。

▲印はアラン人が定住した場所で

あるが,そ の中のいくつかの地名は

Alan
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Chapter Ⅲ.The Assimilation of the Alans.

Append破  I.Tacitus ignores the Alans.

Appendix l. A、 rrian against the Alans.

Appendix皿 .Alan Place Names.

第一章はアラン人に関する古典作家の遺した記録についての記述が中心であり,セ ネカよリアンミア

ヌス・マルケ リヌスに至る。著者は記述をアラン人に限定しているので,サルマティア人の中でアラン

人に属さないイアジゲス (IaZygeS)や ロクソラニー (Rox01ani)に ついては殆んど言及していない。 し

かしアラン人を含めて上述の種族がサルマティア人と総称される民族に所属する以上,ア ラン人以外の

種族についても若千の考察が欲しい所である。従って吾々はアラン人以外のサルマティア種族について

の古典作家の記述に関しては R.E.所載の P.Kret∝hmer著す所の “Sarmatae"並 に “Sarmatia"

を参照せねばならない。 しかしアラン人に関する著者の古典作家の記録については博捜という感を抱か

せるものがあり,史料としては第一級のものとも云えぬものまで網羅しているが,著者はアラン人が帝

政末期のローマ人に充分熟知されていた民族であったことを立証せんとしているのであるから,その点

はあまり問題にならないとも云えよう。 この章の後半で著者はアラン人の社会,風俗習慣,宗教などに

ついて紹介しているが,主 としてアンミアススの記述に従っている。著者はアラン人を多数の種族より

構成された文化的な存在であって,単一の言語的,人種的な集団ではないと見倣している。更にアンミ

アススが「殆んどのアラン人は長身で端正な風貌をしており,髪は一般に金髪である。」と記述している

のはアラン人全体についてではないと考える。アラン人は馬 。牛・羊の飼育により生活し,好適な放牧

地を求めて頻繁に移動し,車がその家である。アラン人は河に沿ってキャンプをはる事が多いが,水の

便が良いという事と河岸は家畜のための草に恵まれている事と野生の果実を得やすいからである。遊牧

民の主食が家畜の肉と乳であることは著者はアラン人についても述べているが,一種の副食として野生

の果実をあげていることは注意されてよい。著者はアラン人が全 く農耕を行っていないと述べているが,

これは若千疑間がある。M¨nchen― Helおnに よるとサルマティア人のクルガンの発掘の結果,かれ等の

一部が農耕を行っていたことが考古学的に立証されているからである (上掲書 p.174～ 178)。 アラン人

社会は著者によると二つのグループに分かれる。一つは戦闘と狩猟に従事するグループであり,他は然

らざるグループで,後者には女子,子供,老人が属しその地位は低い。老人は唯一の名誉ある死である

戦死をしなかった故に軽蔑される。かかる社会は遊牧民に通常見られる所であり,吾々に直ちに史記の

「匈奴列伝」を思い起こさせるものである。 アラン人には奴隷制は見られず,捕虜はアラン人の中に組

み入れられたと考える。アラン人の指導者は老練な戦士達により選ばれるが,同時代のゲルマン人の間

に見 られるような長老会議は存在しなかった。著者はゲルマン人間では老人が賢いということで尊敬さ

れたのに反し,ア ラン人間では卑怯で堕落した者として軽蔑されたと述べているが,こ れは一部を除き

純然たる遊牧生活を送っているアラン人と農耕が主たる生業ではないにしてもすでに農耕を行っている

ゲルマン人の差という風に解釈出来よう。アラン人は戦の神を崇拝し,そのシンボルは大地につきさし

た抜身の剣であった。アラン人は戦場で勇敢に戦死した先祖を崇拝したが,こ の祖先崇拝とアラン人の
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らである。デュメジル説ならびにそれを敷術した大林・吉田説の当否は別にして,オ セット人
一

アラ

ン人の研究が 一つの意味 を有することは明らかであろう。(蛇足をつけ加えるとデュメジル説を日本神

話の解釈に適応することに筆者は反対である。)

また,い ささか旧間に属するが,古 くて新らしいローマ衰亡論の一つに第二次大戦後に有力になった

F.Altheimや A.Piganiolに より主張されたローマ滅亡の原因を M.Weber流の社会経済上の変化

に求めるのではなく,軍事技術の変化に対するローマの非適応性に求める説があるが,そ の際問題とな

るのが, ローマを直接に滅ぼすに至ったゲルマン人に対するサルマティア人の及ぼした軍事技術面にお

ける影響である。この点に於てもその説の当否は別としてサルマティア
ー

アラン研究の重要性を首肯

せしめ得るものであろう。サルマティアーー アラン人研究の有する意義につき若千述べたわけであるが ,

本書は題名の示す如 くヨーロッパにおけるアラン人の活動に焦点をあてたものであり,そ の点に最大の

意義が認められる。サルマティア研究の概説書である T,Sulimirski“ The Sarmatians"(A∝ ient Pe‐

OpleS and PlaCeS,ThameS&HudЮ n,1970)は アジアのサルマティア人につき主として扱っており,

ヨーロッパのサルマティア人
一

アラン人については僅にエピローグとして若千触れているに過ぎない。

J.Hannatta lま “Studies in the History and Language of the Sarmatians''(Acta Antiqua et AК h‐

aC010giCa,Sttged 1970)に 於て黒海北岸とハンガ リーのサルマティア人につき触れ ているが,西欧の

サルマティア人について殆んど触れていない。西欧におけるサルマティア人につき筆者の利用し得たの

は僅に G.Vernadsky:Der Sarinattthe Hinter『 und der germani∝hen Vё lkerwanderung.(Saecu‐

lum,II,1951,p.3∞～392)で あるが,こ れとても西欧におけるかれ等の動向については決して詳しい

とはいえない。同じく Vernadskyの Ancient Russia.(Yale University Pres,1969,Seventh edtiOn)

にはサルマティア人につき比較的詳しく記述してあり,そ れ自体は極めて興味あるものであるが,(特
に月氏の支配種族をアラン人と見倣す見解など)ロ シア史の書物である以上,記述が東欧を中心として

いるのは止むを得ない。従って西欧におけるサルマティア
ー

アラン人に関する文献としては筆者の知

る限りでは B∝hrachの ものが唯一のものである。勿論,雑誌に収録されている個別論文では西欧にお

けるサルマティア
ー

アラン人を扱っているのは存在する。例えば E.A.Thompsonが The Journal

of Roman StudieSに 発表した The Settlement of the barbarians in Southern Gaul.(XLVI,p.65～

75,1956)な どがあるが,こ れはゲルマン諸部族と共にアラン人につき一寸触れている程度でアラン人

のみについての論考ではない。さて本書は序文,謝辞 (著者の七年にわたるアラン人研究の際に援助を

惜しまなかった人々に捧げているが,その筆頭に挙げられているのが,0.J.:Maenchen‐ Helinで あり,

1973年 に M.Kntthtの編纂によりその論文集が The World of the HunS.の題名でカリフォルニア

大学出版局より出版されている。)に次いで三章より成る本文と付録,そ れ に詳細な文献目録と索引よ

り成 り,全ページで 161ペ ージとなり,6枚の地図と8ペ ージのさし絵が含まれている。本文三章と付

録のタイ トルは以下の如 くである。

Chapter I.Alans beyond the Frontier.

Chapter l.The Alans come to the West.
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<紹介 と書評>

Bernard S. Bachrach : A History of the Alans in the West

From their appearance in the sources of classical antiquity

through the early middle ages.

(University of Minnesota Press, 1973)

大 久 間 慶 四 郎

著者は序文の冒頭において,1922年にロス トフッェフが民族大移動期におけるサルマティア人,特に

アラン人が果たした役割りを強調した一文をあげ (M.I.Rostovtttff,Iranians and Greeks in SOuth

Russia), ついで 1963年 にヴェルナ ドスキーがロス トフツェフの 問題指摘以後 の約 40年間に西方世界

に登場 した アラン人について 重要 な歴史的研究 が 為されていないことを 述べ て い る こ とを 挙げ

(G.Vernadsky,Eurasian Nomads and their impact on Medieval Europe.“ Studi Medievah"),著者の

目的がその欠落を補うことにあると述べている。著者は巻末のビブ リオグラフィーによるとローマ帝国

末期が専門領域のようであり,そ の研究の中核が西方のアラン人史と思われるが,雑誌論文が殆んどで

あり,ま とまった著作としてはこれから紹介するものが唯一のもののように思われる。筆者はアラン人 ,

ひいては遊牧民については全 くのアマチュアであり論評する資格はもとよりないのであるが,かねてよ

り若干の興味をアラン人間題について抱いていたので,敢て紹介をかねて書評を試みることにした。吾

が国に於てアラン人についての注意を喚起したものとして第二次大戦後においては角田文衛氏が「古代

北方文化の研究」に収められている「サルマー ト文化の諸問題」なる論考で, ソ連邦考古学界の研究成

果を要約し,サルマティア研究の必要性を力説されたのが昭和29年であり,松田知彬氏が雑誌「イスラ

ム世界」のlo号に「アラン族の西進」という論考を発表されているのが昭和51年であり,筆者の乏しい

知見ではアラン人について学界であまり研究が行われていないという点では吾が国も欧米と軌を一にし

ている。 (領土内にアラン人居住地が存在していたソ連では事情がもとより異なる。 ソ連ならびに東欧

諸国の考古学的研究は瞳目に価するが,ア ラン人
一

サルマティア人研究に関する著書・論文は移しい

数にのぼってぃるようである。筆者が偶然に入手したものでも数編にのぼっている。これからの研究は

ソ連 。東欧諸国の研究成果を充分に踏まえたものでなければなるまい。その際に問題になるのが言語で

ある。 ロシア語はまだしも,ポ ーランド語 。チェコ語・ハンガ リー語・ルーマニア語 。ブルガ リア語な

どの諸言語の障壁が存在する。)し かしアラン人の後裔と目されているカフカス地方のオセット人につい

ては一部で注目されており,それは大林太良氏と吉田敦彦氏がフランスの印欧語学者, コーカサス学者

であり印欧語族神話学の第一人者であるデュメジルの神話学を紹介し日本神話解釈に当たりその方法論

を適応した研究を推進しているが,そ の際にデュメジルのオセット人神話研究がとり上げられているか
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協学園の第 2世紀にふさわしいものを作るべきであると考える。それには,各校単位でなく独協学園全

体のコンダクターが必要であるが差し当って,本校と大学との密接な話し合いに入るべきではないだろ

うか。過去の試行錯誤を克服して,今 こそ出発しなければならない。

長い駄文を記したが,先述したとおり次の機会には各論的な見方で本校のドイッ語教育の納かぃ点を

研究してみたい。またこの駄文が本校 ドイツ語教育に一石を投じることができれば幸である。最後にな

ったが,古い,貴重な資料を提供して下さった諸先生,諸先輩に感謝の念を表したい。
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の私見を記し,終 りとする。

◎ 大学入試との関係

大学入試の際 ドイツ語を選択できる大学は昭和45年頃,激減した。一般的に見れば,国立大学の大部

分,公立大学・私立大学の一部が ドイツ語選択可能な学校である。私立大学などは東京周辺を中心とし

た常時 ドイツ語受験者のある大学に限られている。大学入試の現状は本校の ドイッ語選択者の数を左右

している。昨今問題となっている国立共通一次テス トが話題になった頃, この試験に ドイツ語が受験科

目に入っていないという噂が流れ学校全体が不安に包まれた。昨年の試行テス トに ドイツ語があり,入

試センターの発表にも明言されているのでその不安は一掃されたが,入試に関するどんなに細かいこと

でも,本校の ドイッ語にとっては死活問題になる。 1日 制高等学校では英・独・仏語が同等に扱われてい

たと思うが,戦後,英語の圧倒的な普及に伴ない独・仏語等は特殊なものとなってしまった。しかし,

制度として,如何なる外国語であってもその習得の機会は与えられるべきであり,ま たその成果を発表

するべき入試等にその門戸を閉ざすべきではない。 ドイツ語選択者が入学後,英語の学力が劣ることや,

少人数であること等,問題山積であるが,少 くとも入試の機会だけは全国どこの大学でも与えるのが筋

ではなかろうか。

独協学園は同一法人の中に大学・医科大学が併設されている。 もちろん両大学とも外国語科目には英

独仏語があり入試に関しては問題はない。私はあえてここで現在の我々の立場を代弁する意味で苦言を

呈したい。

高校は最終教育機関ではない。特に ドイツ語教育を考えると,本校卒業後,大部分の者は大学へ進学

する。その際前述の入試の問題が大きな壁となっているのであるが,同一法人内に中学から大学まで併

設されている独協学園では,中学から大学まで,10年 間の ドイッ語一貫教育を全独協として考えるべき

である。世間では本校は一般的には「 ドイツ語は独協」と評価を受けている。しかしその内容は必ずし

も「 ドイツ語の独協」とは言えない。冒頭で数字を示した如 く, ドイツ語選択者は極 く少数である。こ

こで独協の ドイッ語をもう一度盛んにするならば我々はこの中学一
大学10年間の ドイッ語一貫総合教

育に取り組まなければならない。中学より,あ るいは高校よリドイツ語を始めた者で,更に ドイツ語を

専門に学びたいという者には,一貫した方法でその意志に応えなければならない。逆に見ればこのよう

な「独協 ドイツ語マン」を育てることが世間より真に認められることになるのではないだろうか。全国

の学校でこの10年間一貫教育を実施できるのは本校のみである。その意味からも我が国で,本校が ドイ

ツ語教育センターになり,中心的役割りを果さなければならない。一挙に理想を実現するということで

なく,そ の第一歩をできるだけ早い時期に踏み出さなければならない。大学と本校との提携のみが本校

の ドイッ語を再生できる唯一の道ではないだろうか。すべての ドイッ語選択者をこのコースに入れるの

でなく,こ のような目玉となるものを設定し,よ い資質の生徒を集めれば,高校終了後,多方面に優秀

な人材を送り出せることになろう。開校 100年を迎えるに当り,精神的な支柱だけでなく,制度上,独
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高校 1年で一通リドイツ語を習得した生徒達により細かく,よ り完全に更に ドイツ語を深めさせるの

が高校 2年の段階である。幸なことに本校ではクラスを細かく,ま た進度に応した編成が許されている

ので,復習,仕上げの授業としては理想的である。そのうえ前述の如く一部グレー ド別編成をしている

ので一層適切な指導ができるはずである。高校 2年では文法の復習のための作文あるいは復習問題,そ

れと共に中級読本や,小説,論文と高度な文章の精読を行っている。復習の必要なクラスには復習に重

点を置き,基礎事項を完全に習得させるまで練習させている。また基礎事項を一応習得したものには量

をこなすような指導を行っている。このようにして高校 2年の段階で高校生としての基礎は一通り仕上

がるものと思っている。

ここまで主に中学よリドイツ語を第一外国語として選択した生徒が中学 1年 より高校 2年までどのよ

うに勉強するのがよいか,私見を述べた。ここで高校 1年 より新たに ドイツ語を選択した生徒に対する

方針について私見をつけ加えよう。

高校よリドイツ語を習う者にとっては時間が限られている。 1年生のときに文法を一通り終らせなけ

ればならない。また同時に初級読本を終らせ中級の初めに入る。中学生と違い身心共に成長しているう

えに,すでに外国語として英語を習ってきているので進度は大学の早さ程には進めないにしても,それ

に準じた程度の早さで進めるので, 1年 間に文法を修得させるのもそれ程苛酷なことではないであろう。

2年生になれば,そ の学年の資質によって多少の差異はあるが, 2学期以後はすでに旧クラスとの差は

あまり認められない。従って 2年生の 2学期以後は新旧の差は表面的になくなると考えていいのではな

いか。

① 総仕上げ,並びに受験準備

高校 2年の終りまでに基礎の修得並びにその復習, トレーニングを済ませれば,高校 3年は総仕上げ

と共に進学者 (本校生は殆んど全員)に はその準備に時間を当てなければならな い だ ろ う。糸井透氏

(現独協大学助教授・前本校教諭)の おかげでその年度の入試問題を入手できたので,それらを使用し

答案の作製方法や,陥 りやすい誤りを避けるような心がまえを持たせる指導を行っている。特にすでに

実力が着実についている者には無範囲の試験を繰り返し,そ の解答・解説を行いながら必要な心構えを

持たせると同時に,試験の際に確実に実力を発揮させるような指導を行うべきであると考える。全 く経

験から述べるだけであるが,高校 3年次では上述の指導方法でかなり成果を挙げたと確信している。

以上,中学 1年 よリドイツ語を選択した生徒に対して行う授業を中心に現状紹介と共に私見を記した

が, ドイツ語に関して言及するならば,中学 3年間,高校 3年間というように, 3年 ずつで分離するよ

り各学年を 6年間の中の 1年間として考えるべきである。それぞれの 1年間 (あ るいは 2年間にわたっ

て行うものもあるが)に何を行うべきかを考えたうえで,中学 1年なら中学 1年の授業範囲を決定すべ

きであろう。概論的な記述になりすぎたと思うが,ま た次の機会に文を改め各論的な面から中学・高校

の ドイッ語教育を論じてみたい。この拙文を終るに当り,高校の教育を考えるには「大学入試」を無視

して論ずるわけにはゆかない。本校の ドイツ語教育も大学入試に依存するところは大であり,その面で
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分けて計画をたててみた。

(a)入門………中学 1年～中学 2年

(b)展 開………中学 3年～高校 1年

(C)仕上げ……・〔高校 2年〕

(d)仕上げ並びに受験準備……高校 3年

③ 中学 1年では先述のように「auf deut∝ h bitte」 を使用しているが,国内の出版社から出されてい

る教科書と異り,文法的事項は殆んど説明されていない。絵を見ながらその場面に則した短い独文が掲

出され,そ の説明が為されている。⑤課ですでに ■h mOchte～ という文が登場し, 文法的には接続法

が出てくる。しかし,文法的に細部には触れず『 これは「……したい」という意味の動詞である』とい

う説明で流して説明を省略して前進させている。課が進むにつれそれぞれの項での文法事項は課末に説

明されているが, 日本の文法教科書と異り,極めて簡単であり,教師がそれを補足説明している。この

状態でほぼ中学 2年終了と同時に「auf deutsch bitte l」 は終了することになっている。
一

私はここ

までを入門として一区切りと考える。この段階で生徒は初めて ドイツ語を,耳,日 ,日 より学習し,基

礎を修得するが,し かしその ドイツ語は我々が大学で初級 ドイツ語として学習したそれとは大いに異な

るものである。最大の相異点は,中学 1・ 2年の ドイツ語は文法を文法として学習しているのではなく,

全体としてぼんやりとした ドイツ語のイメージを教えられたものにすぎない。大学の ドイツ語は文法・

読本と別れ,系統的に教えられている。このいわゆる中学 ドイツ語から大学式の ドイツ語への転換が次

の大きな課題となってくる。

⑤ 基礎より文章解釈,文法への導入

中学 3年になると auf deut∝ h bitte l も終り,導入部を過ぎ展開部に入る。ここで最大の問題はこ

れまで話しことばを中心として学習してきた生徒達に,新たに読み書きを中心に,『本』から学習する

ように転換させなければならない。私はここで,教科書として読本はできるだけ会話部分が多 く,筋が

初めより続いているもので,次第に文体が会話体から一般の文体に移行するものが い い と思う。 中学

3年より文法を文法として学習させることにはいろいろ冒険であり異論もあると思うが,私はあえて文

法を中学 3年 より文法として学習させてみた。これにもできるだけ例文が多 く,説明や,変化表の少な

いものを選んだ。更に私がこの項の初めで中学 3年 と高校 1年を二年連続して一区切りとしたのは文法

を,時間をかけて十分学習させ,そ の都度 トレイニングをやらせるためである。従って大学生向きに書

かれた教科書を中学 3年,高校 1年の約 2カ 年をかけて接続法まで終了させた。中学 3年次を 1年間文

章に馴れさせ,高校 1年 より新たに文法を文法としてまとめて教えるのがオーソドックスな方法である

と思われるが,本校のように中学生が殆んどすべて同じ高校に進学する高校では無理に中学 3年間,高

校 3年間を分割することはない。むしろ6年間を通じて,子供の成長段階に応じて臨機応変に対応すべ

きであろう。その意味で中学 3年 と高校 1年 の 2ケ年間に文法,読本の基礎を習得させるべきであると

考える。

③ 仕上げ
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その絶大なる助力により「auf deut∝ h bitte」 (1)〔 hueber〕 を入門教科書として用い,中 2終了まで継

続して使用している。

(b)中学 3年では,前記「auf deutSCh bitte」 の残りの部分を終了させたあと文法読本を使用してい

る。

(C)高校については別表 (表 4)に まとめる。なお参考のため昭和37年度の使用教科書一覧表を掲げ

る。 (昭和37年度は一例)

<表 4>          使  用  教  科  書  一  例

学   年 昭 和 37年 度 昭 和 53年 度

中 学 1年 ドイツ語第一年 (郁文堂)

中 学 2年 Lebendiges Deutsch

anf deutsch bitte I (hueber)

中学 1年 より継続

中 学 3 年  Ein Japaner in Miuchen(朝 日)

高 校 1年 旧 Lesehcfte fur Ausiander(南 江堂)

Hesse:Dichter(郁 文堂)

Erich und Maria(白 水社)

○緑の ドイッ文法 (朝 日)

○ドイツとドイツ語 (朝 日)中学より継続

高校 1年 新 〇ドイツ語初歩読本 (同学社)

|○ ドイツ語第 1年 (郁文堂)
|

|○
新 ドイツ文法 (朝 日)

○緑の ドイツ文法 (朝 日)

○白水社 ドイツ語読本 (白 水社)

高 校 2年 o Eckermann Gesprach mit Goethe(同 学社)○ 基本独作文 (郁文堂)

o Das(〕edicht des T颯eeres

O新 ドイッ文典

o Erinnerungen(三 修社 )

(1日 )

o Nachts schlafen die Ratten doch(新 )(郁文堂)

○ニーベルンゲン (南江堂)

○ドイッのすべて (朝 日)

高 校 3法 o Golo Mann Deutschland und Europa(郁

o Der europaische Nichilismns(南 江堂)

o Estaiger GOethe und Mozart(白 水社)

○ドイツの歴史 (三修社)

○ドイツ語中級問題 100選 (郁文堂)

文堂)|

① 本校 ドイツ語教育の一方法

⑥～⑩において時間数やクラス構成等,本校の ドイツ語教育を外面的に紹介した。各学年の教科内容

については統一的なドイツ語科の方針として述べるより,私がかつて中学 1年より高校 3年まで一貫し

て一つのクラスを担当したその経験より記し, これを基礎として本校におけるドイツ語教育の一つのあ

り方を探ってみたい。

昭和47年 4月 ,中学 1年を初めて担当する際,私は中学・高校の6年間のドイツ語教育を次のように
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置の最大目的である。

時間分割では,②の方 (又は旧クラス)を 3・ 2・ 2の割合で 3人が担当し,⑤ (又はクラス)を 4

・3に分別し2人が担当するのを基本にしている。

高校 3年では,ほ ぼ高校 2年を踏襲している。そして原則として全時間,グ レー ドに分割している。

7時間を通例 3時間・ 2時間・ 2時間に分割し,生徒に対して 3本立の授業を行っている。もう一つ
,

高校 3年の特色として48人位のクラスでは2時間, 2時間の 2本を 3分割とし, 2分割より更に細かい

指導を行っている。仮に a, b, cと すると, aは 20人前後, bは 15人～18人位, Cは 10～ 15人位のク

ラス編成もあまり少 くなりすぎるとかえって効果が上がらず,勉学意欲を低下させることになる。過去

の経験から考えても,最低10～ 15人の人数は必要である。

以上,中学第一年より高校 3年まで, ドイツ語の時間数をどのように分割して授業を行っているかを

記した。表にまとめると表 3の ようになる。なお週時数はそのまま履習修得単位となっている。

〔なお,中学では第一外国語 ドイツ語のみ履習するが,高校では第一外国語の他,第二外国語として

「英語」を履習しなければならない。HlA・ H2Aは 週 3時間,HlN・ H2N・ H3A・ Nは週 2

時間である。〕

<表 3>

5

ドイツ

ドイツ

△

8

Ｉ

　
ｎ
　
Ⅲ

Ｍ

　

Ｍ

　

Ｍ

△

△

△

△

／

／

△

△

△

○

○

△

　

△

△

△

△

／

／

△

△

△

Ｏ

Ｑ

Ｏ

　

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

／

／

／

○

○

○

　

○

○

○

○

○

○

／

／

／

○

○

○

　

○

○

○

○

○

○

／

／

／

/

/

／

／

／

　

△

△

×

△

／

／

×

×

×

／

／

／

　

　

／

／

／

／

／

／

／

／

ドイッ人
|

H l A

N

H2A(a)

N(b)

H 3 A

B

b

なお,各学年の時間分割を表 3に まとめた。

◎ 使用教科書

(a)中 学 1年では,以前は「白水社・ ドイツ語読本 (Deut∝ hes Elementarbuch)を 使用し入門指導

をしていた。しかし,昭和44年度より,大使館の好意により大森の ドイツ学園よリドイツ人講師を迎え,
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／
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る。

1高校 2年,高校 3年では原則として,高校 2年第 2学期以後,新旧別のクラス編成を改め,両者合体

のうえグレー ド別に分割している。しかし, 7時間全時間をグレ‐ ドに分割するか,一部の時間 (例え

ば 3時間のみグレー ドに分割し,他の 4時間は従来通 り新・旧分割とする)グ レー ドに分けるかは,そ

の年度における生徒の資質,人数等により判断しており流動的である。

③ 時間分割       :

(a)中    学

中学 1年は真の導入部であり,授業の組み立てや速度に関して細心の注意を払わねばならない。現在

独協中学では第 1学年,第 2学年の各 4時間は一人の教員が受持ち,ま た第 1学年より持上がる体制を

とっている。第 3学年では日本人教員受持ちの時間が 5時間あるが, 5時間を 3時間と2時間に分割し,

3時間を中学 1年 より担当した教員が引き続いて受持ち, 2時間を新たに別の教員が受持つことにして

いる。一度だけではあったが,中学 3年の 5時間を 4時間と 1時間に分割し, 2人 の教員が担当した。

しかし一年後その反省の中で挙げられたものは,週 1時間という時間の活用が当初考えた程生かされず,

むしろ前週との関連,授業の展開等困難な面の方が目立ったということである。従って上記の通り今後

大きな変更がない限り現在の担当方法は変わらないだろう。

(b)高   校

高校では各学年 7時間が週単位時間数である。英語科の教科内容をみると正読本・副読本・文法 。作

文と分割されている。しかし ドイツ語科では上記英語のような分類はその性質上必ずしも適切でない。

従って現在原則として各学年共, 7時間を 4時間と3時間, もしくは 3時間, 2時 間, 2時 間の 2分割

ないしは 3分割として授業を実施している。

まず,高校では先述した通り中学より継続して ドイツ語を第一外国語として履習するクラス (ド イツ

語旧クラス)と ,高校より新たに ドイツ語を第一外国語として履習するクラス (ド イッ語新 クラス)と

の 2つに分けられる。高校 1年の授業では新 クラスと旧クラスは全 く別の授業を行っている。 1日 クラス

はすでに中学である程度の基礎事項などを修得しているのでその基礎に従って更に深めてゆく授業がで

きる。新 クラスはいわゆるabcよ り始める初歩 クラスであり入門指導が中心になる。上記の理由より

旧クラスは 4・ 3も しくは, 3・ 2・ 2,新 クラスは 4・ 3に分けている。

高校 2年ではもちろん,新 ・旧クラスの区別はそのまま継続して行う。しかし通常第 2学期以後,新

旧をいっしょにして能力別 クラスを設定している。今まで行われたこのグレー ド編成は多種にわたって

いる。例えば

1)7時 間全部を a, bま たは a, b, Cに分ける。

2)一部の時間,例えば 3時間をグレー ドに分割し,他の時間は新旧別に分ける。

(C)年度当初より7時間全部をグレー ドa,bに 2分割する。

これらの効果については, ドイツ語科内でさまざまな論議がなされた。グレー ドに分割すると②では

多 くの量をこなすことができる。と同時に⑤では基礎事項の復習ができる。・・ …この 2点がグレー ド設
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た生徒の人数の変遷を記す。 (表 1)

表 1を見て明らかなように,中学では昭和42～昭和47年を底にして最近 5年間では35名前後の一定し

た数が履習している。また高校より新たに ドイツ語を履習志望の生徒 (本校では ドイツ語新 クラスと称

している)数は昭和44・ 46年を ピークに激減している。この 2つの点については種々の理由が考えられ

るが主として挙げられるものは次のものである。

①  ドイツ語で受験できる大学が少なくなった。

② 特に高校ではクラス編成の都合上人数が制約された。

③ 社会的通念として英語が重視されている。

④ 以前はドイツ語選択者の父母の考えの中に「何が何でもドイツ語をやらせるのだ」という一種の

信念があったが,最近の父母の考えは「入試にはドイッ語が有利か,英語が有利か」という損得論に変

わってきている。

等々

③ 現在の ドイツ語の時間数

(a)中    学

本校は全国の中学校のうちで ドイッ語を第一外国語として履習させている唯一の学校である。創立当

初は第一外国語として ドイツ語のみを設置していたが,大正13年より英語クラスを併設し,今 日に至っ

ている。三度にわたる大戦の結果等,歴史の推移と共に近年英語科が主力となった観さえある。 (独協

75年史による。)

現在中学 1・ 2年では週 5時間,中学 3年では週 6時間,第一外国語として ドイツ語を実施している。

これらの生徒に対して英語は,中学時代,全然教えられていない。更に中学 1年 ・2年の 5時間のうち,

1時間,中学 3年の 6時間のうち 1時間をそれぞれ ドイツ人講師が担当し,耳からドイツ語を教え,日
で訓練をする授業を行っている。また中学 1年 ・2年の日本人教師が担当している4時間のうちの 1～

2時間を, ドイツ人講師の助けを借 り, 日本人教師と共同で担当して,導入時にできるだけ自然に ドイ

ツ語に親じめるよう心懸けている。

<表 2> (b)高   校

高校で,中学よりすでに ドイツ語を第一外国語として

履習し,継続して ドイツ語を履習するクラスを『 ドイッ

学   年 1 時間数

中 学 1年

2年

3年

高校 1年 (旧 )

(新 )

2   ‐年

3  年

4+1

4十 二

5+1

(+1は独会話) 語旧クラス』,新たに高校よリドイツ語を第一外国語と

 ヽ ・′  ノ  しで履習するクラスを『 ドイツ語新 クラス』と称し区別
 ヽ ・′  ノ  している。『旧クラス』『新 クラス』とも第 1学年では

1         週 7時間,同 じく第 2学年,第 3学年とも週 7時間授業
7+1 1(+1は 独会話) 

を実施している。他に第 1学年において新 クラスに対し
7      1

てのみ「補習外国語」として ドイツ人講師による ドイツ

語会話を行っている。時間数をまとめたものが表 2で あ

- 20 -
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独協中学・高校におけるドイツ語教育の

現状と問題点

合  田   憲

MIKROKOSMOS 第 3号 (1967年刊)に戸星善宏氏 (元本校 ドイツ語科教諭・現西南学院大

学教授)に より「高等学校における ドイツ語教育の実態について」が発表されている。これは主に全国

におけるドイツ語実施高等学校の増減の調査及びその結果生ずる諸問題が記されている。 ドイツ語教育

の実態を数のうえから紹介された貴重な一文である。

今回,本校の ドイツ語教育に例をとり,主に実態を紹介すると共に,制度上の問題点を提起して,本

校における ドイツ語教育のあるべき姿を考えてみたい。

④ 履習者の変化

まず,昭和37年度より昭和52年度まで過去16年間の本校における ドイツ語を第一外国語として履習し

<表 1>

年度 イ ツ

1

クラス 新クラス
%

ドイツ
全 体

16.6  (55)

17.6  (86)

17.9  (77)

25.2  (91)

17.8  (62)

24.8  (80)

26.8  (99)

21.0  (87)

16.1 (49)

19.8  (65)

17.2(∞ )

20.1  (51)

17.0(8)

14.4  (42)

16.9  (49)

16.4  (48)

学

３７

３８

３９

０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

23

23

26

35

25

36

33

36

32

34

34

54

54

47

35

34

28

36

20

24

26

29

37

23

38

33

46

71

51

29

41

24

22

11

19

111

15

48

34

|
31  1

28

35  1

17

1531

129

130  ・

110

101 1

83  1

133

136

155

188

199

199

199

199

199

199

26.4

23.8

25.5

34.7

20.5

488

431

361

350

322

370

415

305

328

291

247

283

291

290

293

6.8

6.6

5.3

12.2

7.7

14.3

19.2

12.3

8.2

8.9 1

3.9

6.5

3.8

5.11

31411371 2t 331

３２

２３

“

２７

３８

３９

“

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

磐

４９

Ю

５１

５２

1

クラス

18.8

16.8

17.6
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BC=α,CA=ら , AB=ι, 2s=α +ι +`

三辺の中点を L,M,N垂 足三点形を △DEF,内切円と二辺 との切点を P,Q,Rと す る (Fig.28)。

AP=AQ=s― α,AM=上 ,AN堂 ■,AE=`cosA
AF=ら cosA

九点円と内切円との根軸 (二円の実また虚なる二交点を通 る直線)と AC,ABと の交点を夫 々 X,Y

とし

AX=″, AY=υ

とする。

(s―α―″)2==(‐
3-―
ョ,(ε cos A―α

)

(s_α )2_12f_cosA==″
{2(s―

α)一εcosA―
:― }

・・・̀
τ

==―」:liテ豊11-
同様に

υ=
c(c - a)
2c-a-b

/AVnハ  ヽAP  AC
tAArしり=¬て]F:5てァ

= S― α

s *a-I c -r
(b-c)(c-fc-a)

c(a - c)

=MN・ LR

θ

同様に

(QYAB)=―⊆生三
f:∫毛∫:ゞ

1=1■⊇L

(AXPC)=(QYAB)

よって直線 XYは 内切円に切する。XYは内切円と九点円との根軸だから,XYは 九点円にも切する。

即ち九点円と内切円は内切する。九点円と傍切円とが切することも同様にして証明できる。尚本論文の

主旨からは少しくそれるが,Feuerbachの 定理の別の証明の一つを紹介する。

MN==,NL=与,LM=,

QN=寺と,駅 =二≠―,PM=―f≠

LM・ QN+NL・ PM=―
;―

十二・三二生_α  `~ι
2   2 ~2・

~2~α一ι

2

即ち

LM・ QN+NL・ PM=MN・ LR

よって Ca∝yの定理により,△LMNの 外接円即ち九点円は内切円に切する。(終 )

最後に,現在の高校に於ける数学教育は満足すべきものであろうか。これをもって結語とする。
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は,本論における特別の場合で,こ れは CaStinonの問題として有明である。

即ち二次曲線 た1を円とし,二次曲線 λ2を二点 P,Qと した場合である。その作図法の概略を示せば,

次のようになる。

Cを通り,PQに 平行な直線と円との交点を B′ とする。AB′ と PQと の交点を Sと すれば

QP・ QS=QA・ QB        i

よって Sは定点,ま た Cを通りSRに 平行な直線と円との交点を B″ ,B′ B′
′
と SRと の交点を Tと

する。

SA・ SB′ =SR・ ST

よって Tも 定点,ま た ∠B″CB′ は PQ,SRのなす角に等しいから定角である。故に B′ ,B″ は定ま

る(Fig.26)。

P,Q,Rが一直線上にある場合はより簡単である。(Fig.27)

また定円に内接し,四 角形の各辺が夫々四点 P,Q,R,Sを通るような四角形を作図することは,初等

作図では一般には不可能である。

最後に Feuerbach円 について述べる。三角形 ABCの垂足三角形の外接円は各辺の三中点,垂心と各

頂点を結ぶ線分の三中点を通るので, これを九点円と呼ぶ。 九点円については Feuerbachに よりよく

研究されたので, Feuerb∝ h円 ともいう。「九点円は内接円に内接し, 三つの傍切円と外切する」これ

を Feuerbachの 定理という。

Feuerbachの定理に関しては,我が国では元東京物理学校教授沢山勇二郎氏のすぐれた研究がある。

さて

0

F

Fig. 28

C

し

A

- 17 -
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である。π>4の場合も同様にして証明出来る。

以上により明かであるように,綜合的方法は「技」であるが,解析的方法は「力」にたよるにすぎない。

(Ⅳ )初 等幾何学への応用,結語

△ABCが円 01に 内接するとき,△ABCの 内切円を 02と すれば,円 01に 内接し,円 02に 外切する

三角形は無数に存在する。(π=3の場合)

尚円 01の半径をR,円 02の半径を ″とすれば

01022=R2_2R″

である(Fig.24)。

A

や
9

C
3

C

Fig. 24                                  Fig. 25

また四角形 ABCDが 円 01に 内接 し,かつ他の円 02に外切すれば, こ の よ うな四辺形は無数にあ

る。 (π=4の場合 )

このとき,01,02と 対角線の交点は一直線上はある(Fig。 25)。

円 01に 内接 し,三辺形の辺が,夫 々一直線上にない三点 P,Q,Rを 通 るようにする 初等作図の問題

3

:Bタ

C

ν
　
　
　
Ｔ

P R R

S
Q P
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{(A', tArs)'-  LrzLul s2-2{A13(A11+Azs)-ArrArg-ArzAsg}cal*(Ars2-ArrAra)92

- 2 {A21(A11 + Azs ) - Ar rArz - An Azzl :r * ( 2A12A13 - A rr' - ArrA"r)U * Azt2 - AtAzz

{( Ar r * Azs )2 - 4 A.rzA.;l 12 - 2( ArsA23 - A::A.r)rA * (Arr2 - Ar rAao)y2

- 2( AnAzt - As Azz) r * (2ArzArs - Arr2 - AzzArsy * Ar32 - A11A33 : 0

こ こ で

( A, r * Azs )2 - 4 Ar,An * AzzAsg - Azs2 : Au2 * AzaAgg * 2 All A4 - 4 AeAn

2AzrArs - Arr2 - Azz{ssl 2(ArzAgr - ArrAzs) : 4A12A rr - Arr' - AzrAss - 2ArrAza

ト

っヽ

′Fノ

<)

Fig. 23

2(A13″ 11

ユヽ

(■

・
2,・

'リ

2-(Arr*Aza)ur-lArz]

であるから, この直線群は二次曲線

A,(α ll″
2+2α

12αυ+α 22υ
2+2α

13″υ+2α 23υ +α 33)

+(Al12+A22A33+2AllA23~4A12A31)(υ ~″2)=0

に切する。この二次曲線は た1,た 2と 実または虚なる四点を共有す

る。次に,た 1上の点 (ス ,ス
2)か らた2に 引いた一切線が た1と 再び

交わる点を (″2,″22),点 (“ 2,α 22)か ら た2に 引いた切線と た1と

の交点を (″ 1,“ 12)(ス キ″1),点(″ 1,″12)か ら た2に 引いた切線が た1

と交わる点を (μ,μ
2)(μ ≠均)と する(Fig.23)。

,″ _All″ 12_2A12αl+A22~1~~I面
マ=|ガ頭瓦丁AT)+ rr:

2

As:L12 -2Asy.zr *Arr

* Azs)rz* At l
十All ″2=☆:影弓無計絆μ+″2=

―A22A23~ 十 十

十+

十
λμ=

十 +
「

~ 十
`じ

1`2'2

AllA12~A13A22)~ 3Al12_4A 十 AllA13~
λ+μ =

十 ″1+″ 2 +

然 るに

All(α l+″2)2_2A12(″ 1+α2)+A22~2A13(″1+α )″ 1“2+2A23“ 1″2+A33″ 12″22=0

であるか ら

Bll(ぇ +μ )2_2B12(ス 十μ)十 B22~2B13(λ +μ )λμ+2B23λμ+B33λ2μ2=0

となる Blk=Bk!が 存在する。従 って直線

(ス +〃 )″ 一ノーλμ=0

は,二次曲線

ら11″
2+2ι

12タノ+わ 22y2+2ら 13″ +2ら 23y十 ら33=0

に切する。 ここに

B

|ら 1l ι12ら 13

'ら 21み 22ら 23

1ら 31ら 32ら 33

=られBCl+ら t2Bt2+ら を3Bを 3,グ =1,2,3

=ι lたBlκ 十ら2κB2κ 十ら洸B3た,た =1,2,3
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(為 薫) (2)解析的方法

一般に一平面上にある二つの二次曲線を,そ の平面上にない一点か

ら射影 して得 られる円錐を適当な平面で切断し,かつ座標系を適当に

)選 定するときは,両曲線の方程式を

た1:y=″ 2

た2:α ll″
2+2α

12″y+α 22夕
2+2α

13″ +2α23y+α 33=0

の形で表わす ことが出来 る (Fig.22)。 ここで

=α .A。1+α Z2A42+α
`3A13,ガ

=1,2,3

に′電

Z を
1

Fig.22

1 αll α12 α13 1

A=l α21 α22 α23 1

1α 31α 32α 331

=αュ
=Al″

+α 2“A2た +α 3たA3た, た=1,2,3

とする。尚 A比 =Aた1で ある。

ノ=″2上の二点 (α l,α 12);(″2,″22)を結ぶ直線の方程式は

(″ 1+α2)″ ~ν ~″
1″2=0

で,これが曲線 た2に切する条件は

All(α l+α2)2_2A12(″1+″2)十 A22~2A13(″ 1+″2)″ lα2+2A23″ 1″2+A33(″ lα2)2=0

であるから,た1上点 (ス ,ス
2)か ら た2への切線が再び た1と 交わる点を (“ 1,α 12),(″ 2,02)と すれば ,

″1,″21ま ″の二次方程式

All(λ +″)2_2A12(ス +″ )+A22~2A13ス″(λ +α)+2A23ス″十A3322″2=0

即ち

(A33λ
2_2A13ス 十All)″ 2_2{A13λ2_(All十 A23)え +A12}″十Allλ 2_2A12λ +A22=0

の二根であるから

…
2=型<デ場諭♯墨生

″1″2=畿講珠鮮無
よって二点 (″1,″12),(″ 2,α22)を 通る直線は

21A13λ2_(All+A23)ス +A12}″ ~(A33λ 2_2A31ス キA“ )y― (Allλ
2_2A12λ +A22)=0

これを変形すれば

(― A33υ +2A13″ ~All)ス2_2〔 一A13ν +(All+A23)″ ~A21〕 λ+Allυ +2A12″~A22=0

スを変数とするこの直線群は,曲線

〔―A13υ 十(All+A23)″ ~A21}2_(_A33υ +2A13″ ~An)(― Allυ +2A12″ ~A22)=0

に切する。
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0
た(P)=K(AC+lAI+2)

二次曲線 た上の点の二次曲線 た2に 関

する極線は一定の二次曲線 (こ れを 力′

とする)に切する。

直線 AlA2,A2A3… …An_lAnと た2と

の切点を夫々Bl,B2… …Bn-1と すれば,

直線 BlB2,B2B3,・ …・・Bn-2Bn-1は二次曲

線 た′に切す るか ら, 直線 BIBn_1は

た2(Bt+1)に 射影的な二次線東に属する。

よって直線 BIBn_1の 二次曲線 た2に関

する極 Q(AlA2,An_lAnと の交点)は別

の二次点列に属する。即ち P,Qは夫々

,t,l= z(\+ t)

4.ぇ

4に

42

Fig.19             二次曲線上にあり,ま た直線 A2Aュ _1も

別の二次曲線に切するから,″ =4の場合と同様にして直線 AlA21+2が ~つ二次曲線に切することを証

明することが出来る (Fig。 19)。 ょって πの偶数,奇数の如何にかかわらず,直線 AlAnは夫々 ″に

よって定まる一つの二次曲線に切する。 而して, これらの二次曲線は た1,た2と 同じ自共範三角形を共

有する。以上が数学的帰納法によるこの問題の綜合的証明である。

″=3の とき,た 1,た 2が交わるならば,た 2の外部にある た1上の点 Pを通る,二次線東 K3(″)に属す

る直線は二本あるが,た 1,た 2の交点Tを通る K3(″ )の 直線はただ一本であるから,た 3(″)の包む二次曲

線 た3は た1,た 2の交点を通る。即ち た1,た 2,た 3は実または虚なる四点を共有する。(Fig.20)

′年′

覧、

`ス

,ミズリ A,

ご 亀 (Aめ

刀チ

A2 (4=)

Fig. 20 Fig.21

π=4の とき,AlA2と A3A4 の交点の軌跡は た1及び た2と の実または虚なる共通切線に切する二

次曲線であるが,直線 AlA4の軌跡は一般には た1及び た2の共通切線を含ま な い。 その理由は共通切

線の た1上の切点を通る条件に適する直線が二本存在するからである(Fig.21)。

-13-
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は夫々二次曲線に切し,かつ相互に射影的関係にあり,″,α の交点がα上にあるから,夕 ,ク 及びク
′
,′

′

の交点も亦 α上にある。よって ノ,Pの交点も亦 α上にある。故に ノ,■
′
;″1′,″ 2′ ;■′

,■ 2′ を対辺と

する六角形は二次曲線に内接し(PasCdの定理),従 って上の六直線を辺とする六辺形は他の二次曲線に

外切する (BrianchOnの 定理)。 而してこの二次曲線は △VVWを 自共範三角形として共有する。かつ

α′
と αとの対応は射影的である。

A A ご

(λさレ

た1

0
1(「 2

Fig. 18-1 Fig. l8-2 Fig. 18-3

以上を要約すれば,三角形が一つの二次曲線 (点列として表わすときはれ,線東として表わすときは

Klと する)に 内接し,そ の二辺が他の二次曲線 (点列として た2,線東として K2)に 切するとき,他の

一辺を α,それに対応する頂点を Aとすれば (Fig.18-1)

た1(A)∧ K′(α )

となる二次線東 K′ (点列として た′)が存在し, 二次曲線 た1,た 2,た
′
は自共輛三角形を共有する。 また

二次曲線 た2に 外切し,かつ二頂点が た1の上にあるとき,残りの一頂点 Aに対する辺を α とすれば

ん3(A)天 K2(α )

なる二次曲線 た3(K3)が存在し,た3も れ,た 2,た
′

と自共輛三角形を共有する。

また四角形が二次曲線 た2に 内接し,そ の三辺が 力1に 切するとき, 残 りの一辺を α′,それに対する

辺を αとすれば

Kl(α)天 K4(α′
)

なる二次線東K4(れ )が存在し (Fig.18-3),こ れも れ,た 2,れ,た
′
と自共範三角形を共有する。

″角形 AlA2……A.が二次曲線 た1に 内接し,辺AlA2,A2A3,… …An_lAnが た2に切するとする

π=3,4の ときは既に証明された。

″が奇数 n=21+1の とき,対角線 AlA中,At+lAnが同じ二次曲線に切するならば,辺 AlAnは 他

の二次曲線に切する。よって π=3,4,・……2′ のとき成立すると仮定すれば π=2′+1の と き成立する。

π=2(二 十1)の とき,直線 AlAn_1及び A2Anは 同じ二次線束に属する。直線 AlAn_1及び A2Anの 交

点を Pとすれば,Pは直線 AI+lA:■ 2に 射影的に対応し,Aι+lA毎 2は ~つの二次線東 (K2)に属するか

ら,Pは一つの二次点列に属する。これを た(P)とすれば

-12-



次に
“

′が一つの二次線東に属することを証明する。

一般に二つの二次曲線は一つの自共輌三角形を共有する。これを △VVWと する。但し △VVWの

うちの二点例えば V,Wは共輌虚の場合があるが,こ こでは実在する場合について述べる。又この三角

形の辺 VW(≡α)は二次曲線を切らない辺とする(F尊 16)。

Vを通るた1の二切線を αl,″2と し,同様に Fig.16の如 く点を示せば,直線対

“
1,“2'ノ 1,ノ 2'夕 1,夕 2'夕

′
1,ク

′
2

は線対合の対応の線となる。即ち υ,ω によって調和に分たれる。

同様な Wを 通る対応の直線対を

“
1″2;“

′
lα

′
2;夕 1,夕 2;ク

′
1,夕

′
2

とする。次に た1の任意の切線 ″に対し (Fig,17)ノ ,夕,p′ を定め, 
“

とα′の交点を Sと する。
“

と πとの交点を通る た1の他の切線を■及びこれに対応する直線を■′
,p,夕

′
とし, ■と】′との交点を

Sと する。勿論二組の四直線

α,′″,ク,′
′
及び

“
,″

′
,ρ ,ク

′
は調和で,三組の六直線

″,″ ;″ 1,α 2;″ 1,α 2

夕,p;pl,ク2;ク 1,ク 2

p′ ,夕
′
;夕 1′ ,夕 2′ ;夕 1′ ,夕 2′

7
¬レ

―
r 1,

Fig. 17
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は InV01utionの対応点となる。よって三直線 AA′,BC,YZは一点 X′ で交る。

また B,B′ ;C,C′ ;X,A′ も InV01utionの対応点となるから

れ(X)∧ た1(A′ )∧ α(X′),  (α =BC)
.・・  力1(X)∧ α(X′ )

れ(X)は二次点列であるから,直線 YZ(≡
“
)は二次線東に属する。これを K(″)と すれば

れ(X)∧ K(″ )

即ちXが二次曲線上にあれば,″ は他の二次曲線に切する(Fig.14)。

以上に D‐Pを適用すれば,″ が二次線東 Kl(α )に属すれば,Xは 二次点列 た(X)を作り

た(X)天 K(α)

となる(Fig.15)。

υ,Zは 同一の二次線東 (K3と する)に属し

K3(υ )天 力(Y),  K3(Z)π た(Z)

であるからν,Zの交点 Pは Kl(“ )に射影的点列を作る。これを た′とする。よって

Kl(α)天
・
た′(P) .・. 力′(P)天 た(X)

■嗜

T

す

`C〉1ヽ

l

イl

′マ

`)2―
キ

乞
:

T

′
場

4

2

Fig. 16
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A3

化
:

ハ1

A2

ず

Fig. 12-2 Fig. 13

(1)POnceletの 問題

一つの二次曲線 た1に 内接する π角形の π-1個の辺が他の二次曲線 た2に外切するときは,残りの一

辺は第二の二次曲線 た3に 切する。これが POnCeletの 問題といわれる問題である。このことは一点から

た3に二本の切線が引き得ることから た3が二次曲線であることが推論出来る。これを綜合的方法によっ

て解 くのが本論文の主眼である。

(1)綜合的解法

れ,た 2を二つの二次曲線とする。先ず ″=3の場合について述べる。

た1上の一点Aか ら た2に切線を引き,こ の切線が再び た1と 交る点 B,Cと し,B,Cか ら た2に 引いた

二切線の交点をDと する。また た1上の任意の点をX,Xか ら た2へ 引いた二切線と た1と の交点を Y,Z

とする。直線 XDと た1と の交点を A′ とすれば。た1上 に於いて

A,A′ ;Y,Z;B,C

3
″
′

Ci

マ
ヽ 0‐

C

ハル

」f

PA
X

Fig. 14

ワ

9

~V Y

Fig. 15



KAl,Bl,Cl… …)天 KA2,B2,C2… …)

においても

た(Al,A2)∧ λ(A2,Al)

ならば,すべての対応点が二重対応する。

線東

A2(A2Al,A2Bl,A2B2,A2Cl・・・…     )
∧Al(AlA2,AlB2,AlBl,AlC2・ ・・・・・    )            ・

において,A2Al=AlA2で あるから (Fig.lo)対応の直線の交点はすべて一直線 π上にある。 よって

直線AlA2,BIB2,ClC2… °・・は %の極 Uを通る。即ち二次曲線上の点の InVolutionに おいて,対応点を

結ぶ直線は一点を通る。逆も亦成立する。

四点 A,B,C,Dを 通る任意の二次曲線 たを任意の直線 gで切断すれば

g(PlP3Q2Qr・・・・・)∧ g(PlQ2Q3Ql)

となる。よって

Pl,Ql;P2,Q2;P3,Q3;… ・・・

は IuV01utionの 対応点となる(Fig.11)。  即ち四点を通る二次曲線群を一直線で切断したとき,一つの

二次曲線と gと の二つの交点は g上の InVolutionの対応点となる。以上の事実に D・Pを適用すれば

それに dudな結果が得られる。

二つの二次曲線は一般に四点は共有する (但 し二点乃至四点が共輌虚となる場合もある)。 その場合

も一直線と任意の二次曲線との交点は InV01utionの対応点となる。 尚二つの二次曲線は,少 くとも一

つの自共輌三角形を共有するが(Fig。 12-1),二組の極及極線が共輌虚となることがある(Fig。 12-2)。

尚一次点列 π(X)に対してたに関する極線東 U(α )を対応させるときは,こ の対応は inVolutortth

である。また二次点列 た(X)に 対し各点の極線を対応させると 力(X)に射影的な二次線束 を得る。

A

D

●
I

3
C

Fig.11

8

ア

Fig. 12-1

‐
ン



とすれば Wの 極線 ω は U,Vを通る。このような三角形 UVWを 二次曲線たの極三角形という。

△UVVtVぅ が極三角形であるとき,(Fig.8)

u(VeW`)∧ Ul(ωtυ
′
ι)バ カ(XtXt)∧ U2(υ

′
tωt)

u(V`Wt)∧ u(W`Vじ )

このように一直線 g上にある二つの射影的点列

g(Ac)∧ g(Bc)

において グの如何にかかわらず

g(AιB`)∧ g(BtA・)

であるとき,こ の二つの点列は inV。lutOrtthであるという。

一般に一直線 g上の四点 A,B,C,Dに ついて

g(ABCD)=g(BADC)

である (Fig.9)で あるから,一直線 g上にある射影的点列

g(AlBlC… …)バ g(A2B2C2・・̈・°)

について,若 し

g(AlA2)天 g(A2Al)

ならば (こ のとき Al,A2は 二重対応の点という)

g(AlA2BlB2CiC2~・ ・・・)∧ g(A2AlB2BlC2Cr・ …・)

となる。この二つの点列の二重点を M(≡ Ml=M2),N(≡ Nl≡ N2)と すれば

g(AlA2MN)=g(A2Al14N)

であるから,M,Nは Involutionの すべての対応の点を調和に分つ。 (Fig。 1に おいて g(ABCD)

=gl(NLC′ D)=g(BACD))

以上の事実は線東及び平面東についても成立する。

二次曲線上にある点列

A2

3.

,

わ

St

れ

卜■

A β   c

づ
t

g(ABCD)=gl(AlBICDl)=g2(A2B2DDl)=g(BADC)

Fig.9

7

Fig. 10



よってた上の点 A,B,C…・・・をた上の任意の点から射影して得られる一次線東はすべて射影的である。

このとき,二次点列 力(A,B,C… …)は一次線東と射影的であるといい,記号「天」を用いる。

二つの一次点列

gl(Al,Bl,Cr・・・・・)∧ g2(A2,B2,C2…・・・)

が,その交点が自己対応の点でないとき,そ の対応点を結ぶ直線 AlA2=a,BlB2=b,CiC2=C… …・の作

る二次線東 K(a,b,c… …)に おいて,そ の線東に属する任意の直線 sと a,b,c… …との交点を A′ ,B′ ,

C′ …・・,と すれば

s(A′ ,B′ ,C′・…・・)∧ gl(AlBICl・・・・・・)

このとき

K(a,b,c… …・)∧ s(A′ B′C′・・…・)

となる (Fig.6-1)。 二次点列と二次線東との射影的関係についても同様である。Pascdの定理と dual

な定理は Brianchonの 定理といわれるもの, 即ち「二次曲線に外切する六辺形の三組の相対する頂点

を結ぶ三直線は一点で交る」(Fig.6-2)で ある。 逆も亦成立する。六角形が二次曲線にに内接すると

きは,そ の六角形の辺は他の二次曲線に切する。Fig.6-3で 1,2,3,4,5,6は二次曲線に内接 す る六

角形の頂点を (1)(2)(3)(4)(5)(6)は 二次曲線に外切する六辺形の辺を意味する。

(6) :PolarentheOrie, Inv。 lutionen

二次曲線 たに内接する六角形を AlA2A3A4A5A6と する。三組の対辺 AlA2,A4A5;A2A3,A5A6;A3A4,

A6Alの 交点は一直線上にある。ここで Al=A2,A4=A5な る場合を考えると(Fig.7)U,Wと二直(切 )

線 AlA2,A4A5の 交点Pは一直線 υ上にある。V,υ は Al,A4及 び A3,A6を 調和に分つ。直線上の三点

V,Al,A4を固定すればαは固定し,直線 VA3A6の 位置には関係ないから,Vを 通る任意の直線とた

との交点を X,Yとすれば,V,υ は X,Yを 調和に分つ。この直線 υを点Vの極線,Vを υの極という。

極及び極線の定義より,点Uの極線
“
は Vを通る。これを極及び極線の共輌性という。

“
,υの交点をW

Aqahs
Xι

X
1ぃ

'1
′

υι

¶

Fig.7 Fig.8

メ
ι

‐

"■7ι ¬1'

6



(5)P鶴∝1及び BrianchOnの 定理

線東 Sl(al,bl,cl,dr・・…)A S2(a2,b2,C2,d2¨ ・…)の対応の直線の交点を夫々 A,B,C,D… …とする。

Sl,S2,A,B,C,D… …

は二次曲線上にある。これをたとする。線東 Slを直線 gl(=AD),線束 S2を直線 g2(=CD)にて切断

すれば射影的点列 gl,g2を 得る。而して gl,g2の 交点Dは 自己対応の点なるが故に,対応点を結ぶ直線

は一点で交る。換言すれば二次曲線に内接する六角形の三組の対辺の交点 (12と 45,23と 56,34と 61)

は一直線(p)上にある(Fig.5-1)。 これを PasCalの 定理という。(夕 を Pascal線 という。1,2,3,4,5,6

の順序を換えると 5!÷ 2=60本の Pascal線が得られる。この60本の Pa∝嵐 線及びそれらの交点を限

られた平面の部分に表す方法は未だに解決されない問題である。Steinerは その方法を知っていたとい

われているが,彼の方法は現在伝えられていない。)

(Fig.5-2)の Sl,S2,B,C,Dを 固定し,Aを た上で動かせば,″ (≡ SA)と直線 SlBと の交点 Xは ,

直線 SIB上に S(″ )と 射影的な点列 SlB(X)を 得る。同様に SlC(Y)は S2(υ)と 射影的な点列である。

また X,Y,0は一直上にあるから

SlB(X)∧ SiC(Y)

S(“ )=S2(υ )

A′

C'

p

A2

Q

Fig■5-2 Fig. 6-1

`

A、

31,

A

C
‐ら

S

t′じ)

3

4

Fig. 6-2

5

Fig. 6-3



二つの点列 gl(Al,B、 Cr…・・)及び g2(A2,B2,C2……)が射影的関係にあり,かつ Al=A2な らば,直

線 BIB2,CiC2,・・…・等は一点で交る。この点を Sと すれば,線東 S(a,b,c… …)は gl(Al,Bl,Cr・ …・),

g2(A2,B2,C2…・・・)と perSpeCtiVeな 線東である。線東,平面東についても同様である (Fig.3)。

(4)二次点列,二次線東

一平面上にある一次線東 Sl(alblcr・・…),S2(a2,b2,C2… …)が射影的であって直線 SI S2が 自己対応

の直線でないとき,対応の直線の交点の集合を二次点列という。このとき二つの射影的一次線東は五点

(Fig.4-1)に よって定まり,かつ任意の直線上にある二次の点列の点は二個より多 くは存在しないか

ら二次曲線上にある。(尚二つの線束 が合同の場合二次の点列は円である)。 また一平面上に一次点列

gl(Al,Bl,Cr…・・),g2(A2,B2,C2… ・̈ )が射影的関係にあり,かつ二直線 gl,g2の 交点が自己対応の点

でないとき,対応の点を結ぶ直線の集合を二次線東という。二次線東は二次曲線の切線の集 合 で あ る

(Fig.4-2)。

r`
f

り
ん 2

4

^` 2
α
σ′

お
2

´
｀

2

a
σ2

ヽ 多
r 2

Fig 4-1 Fig.4-2

`l
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年

`A 3

92 1

Spヽ C
2

B
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Fig.5-1
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Fig.2

二点 C,Dが二点 A,Bを調和に分つときは,A,Bは C,Dを調和に分つ。調和四点 A,B,C,Dを 一点

Sよ り射影 した直線を夫 々 a,b,C,dと す る。任意の直線 とこの四直線 a,b,c,dと の交点を A′ ,B′ ,C′ ,D′

とすれば,A′ ,B′ ,C′ ,D′ も亦調和である。 このような四直線は調和であるという。尚,量の幾何学では

△rヽ  △r、

(ABCD)=-3浄 :tも―を四点 A,B,C,Dの 非調和比という。調和のときは (ABCD)=-1で ある。

(3)基本図形

一直線上の点を元とする点集合を点列,一平面上において一点を通る直線を元とする線集合を線東 ,

一直線を通る平面を元とする面集合を平面東という。この点列,線東,平面束を一次の基本図形という。

同種または異種の一次の基本図形の元素の間に一対一の対応が成立し,一方の基本図形の調和四元素

に対応する四元素が調和であるとき,こ の基本図形の間に射影的関係があるという。射影的関係を表す

のに記号「天」を以てする。例えば一直線 g上 にある点列 g(A,B,C,D… …),一点を通る線東 S(a,b,

c,d… …),一直線 hを通る平面束 h(α ,β ,γ ,δ……)が射影的であることを示すのに

g(A,B,C,D… …)AS(a,b,c,d… …・)Ah(α ,β ,r,δ ……)

P

^

のように表す。

上の定義によって明かであるように射影的関係は対応の三元素

を指定することにより定まる。異種の基本図形において,一方の

基本図形の元素が,他の基本図形の対応の元素の上にあるとき,

この関係を perSpeCtiVeな 関係といい,記号「天」で表す。即ち

g(A,B,C… )∧ S(a,b,c… …)∧ h(α ,β ,γ ……)

の如し。射影的関係にある同種または異種の基本図形が Perspec‐

tiVeで ない場合には, 高々二つの対応の元素が一致するに過ぎ

ない。但しこの二元素は共輌虚であり得る。

-3-

S

つ
1

A=A2

Fig 3



A

初等幾何は図形の合同及び平行線が主体になっているが,17世紀頃から合同及び平行の公理を除いて

幾何学を組立てる方法が始められた。これを “位置の幾何学" ``綜合幾何学"ま たは “射影幾何学"と

いう。この幾何学は Desargues(1593-1662),POnCelet(1788-1867),ChaSleS(1793-1880),MObius

(1970-1868),Steiner(1796-1863),von Staudt(1856-  )等 の努力によって非常に完全な域に達

した。この幾何学の研究の方法にも解析的方法と初等的方法がある。本論文に於ける綜合的方法という

のは後者の意味である。

(1)綜 合幾何学概要

(1)Prinzip der Dualitat(D‐ P)

(i)二 点は一直線を決定する (こ のとき点は直線上にあり,直線は点を通るという)

(11)一平面上にある二直線は一点を決定する (こ れを二直線の交点という)

(Ш )二 平面は一直線を決定する (こ の直線を二平面の交線という)

(iv)一直線上にない三点は一平面を決定する (こ の平面を三点を通る平面,三点はその平面上にあ

るという)

(V)一 直線を共有しない三平面は一点を決定する (こ の点を三平面の交点という)

(宙 )一 直線とその上にない一点は一平面を決定する (こ の平面はその点,直線を通るという)

(前 )一 直線とそれを通らない一平面は一点を決定する (こ の点を直線と平面との交点という)

以上の定理 (公理)は,平面上では点と直線とを言い換えることにより (1)=(li),空間では点と平

面とを言い換えることにより (1)=(m),(市 )=(V),(宙 )=(前 )である。これを Prinzip der Du:

ahtatと いう。以後単に D‐Pと いう。

(2)調和四点

どの三点も一直線上にない一平面上の四点の作る図形を完全四角形,各点をその頂点という。完全四

K
角形に dualな (D‐Pを適用して得られる)図形を完全

四辺形という。また完全四角 (辺 )形の四頂点 (辺 )の う

ちの二点を通る直線 (二辺の交点)をその完全四角(辺 )

形の辺 (頂点)と いう。

Fig.1の ような四点 A,B,C,Dを 調和四点,C,D

は A,Bを 調和に分つという。

し

N

完全 四角形 KLMN及 び K′ L′ M′ N′ が 一

耳D平面上にない場合(Fig。 2),三直線LL′ ,KK′ ,C   β l
Fig‐                    NN′ が一点 Sで交れば,三点 A,B,Dは 一

直線上にある (Desarguesの定理 )。 よって三直線 LL′,MM′ ,NN′ は一点 Sで交る (DesargueSの逆

定理 )。 二直線 KK′,MM′ は一平面上にあるから, 二直線KM,K′ M′ はCで交る。故に調和四点は

三点が定まれば決定する。尚 Desarguesの 定理は空間の公理を用いなければ合同の公理なしには証明 出

来ない。
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幾何学研究における綜合的方法 と解析的方法

増 田   昇

(1)緒    論

Euclid(B.C.300年頃)は彼以前の多 くの学者によ って研究された図形に関する性質を系統的に整

頓して Elements(幾 何原本と訳す)な る幾何学書を著した。そのため幾何といえば普通 Euchd幾 何を

示すが,Euchdの幾何学上の研究は余 り知られていなぃ。 ElementSは 13巻 よりなり,そ の第 1巻は

点,直線等の定義と5個の POStulateS(公 準)と 5個の COmmOn Notionsか ら始まっているといわれ

る。この 5個の Postulatesの うち,後世の学者の論議を よんだのは,第 5の POstulateで ,それは

『 もし,一直線が二直線と交り,同側にある二つの内角の和が 2直角より小ならば,それを延長すれ

ば二直線は遂には和が 2直角より小なる三角のある方の側で交る』

というのである。

Euchd以後の学者の中には,こ れを公準とするのは不適当であると考え, これ を証明せん とした学

者があったが,いずれも失敗に終った。

19世紀に至り Lob∝hevsky(1793-1856)は 一点を通リー直線に交らない直線即ち平行線が二本 (無

数)あ り,三角形の内角の和は 2直角より小であることを述べた論文を発表した。またその頃 Lobache‐

vskyと は独立に B01yal(1775～ 1856)は 平行線の公準を否定することによって起る結果に注目し,遂

に Euchd幾何をその極限の場合として含む幾何学に到達し,こ れを abЮlute Geometrieと 命名した。

併しその当時は Euchdの 平行線の pOstulateを否定する見解を発表するには相当の勇気が必要であっ

たらしい。尚上の両者の幾何学は全 く同一のものであった。

また Riemann(1826-1856)は Euchdの公準を否定すると共に,三角形の内角の和が 2直角より大

であることが証明される新しい幾何学を発表した。尚この幾何学は Euclid空 間においては球面上にそ

の模型を見出すことが出来る。また Bolyai及 び Lobache“kyの幾何学は, 追跡線 ″=α (COSθ +10g

tanサ),ノ =α Sinθ,0≦θ≦πを ″軸の周りに回転して出来る回転面 eseudosphereと いう)上にその

模型を見出すことが出来る。尚 Riemannの 幾何学及び B01yai,Lobachevskyの 幾何学を非 Euclid幾

何学と命名したのは Gauss(1777-1855)に よる。また Klein(1849-1925)は 射影幾何学から Euclid

幾何学及び非 Euchd幾何学を導き, Euchd幾何を拠物線幾何,Riemannの 幾何を楕円幾何,BOlyai―

Lobachevskyの 幾何を双曲線幾何と命名した。

これよりさき,De∝artes(1596-1650)は 座標を用いて図形の研究する方法を考案した。以後この方

法によって研究する幾何学を解析幾何学と称する。これに対し Euchd式 の研究方法による幾何学を初

等幾何学という。これらの名称は研究方法によって命名したもので,初等であるから易しいというので

はない。

-1-



一

部

憲

昇

和

己

善

直

井

間

田
　
田

岸

田

久

新

大

杏

増

山

山

―

編

集

後

記
―

　

　

　

　

　

　

　

．

‥

１

．

独
協
学
園
中
高
の
紀
要
も
、
と
も
か
く
第
四
号
を
上
梓
出
来
る
運
び
と
な

つ
た
。
発
行
の

月
日
が
号
を
重
ね
る
ご
と
に
少
し
づ
つ
遅
れ
て
行
く
の
が
気
が
か
り
で
あ
る
が
、
何
と
し
て

も
第
四
号
が
出
る
と
い
う
の
は
同
慶
の
至
り
で
あ
る
。
三
号
あ
た
り
で
廃
刊
と
な
る
雑
誌
が

多
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
第
四
号
が
刊
行
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
■
前
途
は

険
し
い
に
し
て
も
第

一
の
難
関
を
越
え
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
こ
れ
か
ら
は
第
五
号
以
下

が
定
期
的
に
発
刊
さ
れ
、
内
容
が
充
実
さ
れ
て
行
く
の
を
期
待
し
た
い
。
私
事
に
わ
た

，
恐

結
で
み
る
が
、
編
集
者
は
今
学
年
を
も

っ
て
四
分
の
一
世
紀
に
わ
た
り
勤
務
し
て
い
た
独
協

学
園
を
去
つ
、
ま
た
生
れ
故
郷

・
の
東
京
よ
り
中
京
の
豊
橋
の
地
に
移
る
こ
と
に
な

つ
た
。
去

る
日
が
近
ず
く
と
離
れ
難
く
な
る
の
が
人
情
で
あ
ろ
う
か
。

晩
唐
の
詩
人
章
荘
は
歌
う
。
　
　
　
　
．
　

　

・　
　
　
　
　
　
　
　
．

洛

陽

城

裏

春

光

好

洛

陽

才

子

他

郷

老

　

　

　

　

　

　

ヽ
一
′

柳

暗

魏

王

堤

此

時

心

転

迷

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

編
集
者
は
才
子
で
も
何
で
も
な
い
が
、
他
郷
に
老
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
思

う
と

一
株
の
淋
し
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
章
荘
は
次
の
句
で
詞
を
終
え
る
。

憶

君

君

不

知

編
集
者
も
出
来
る
だ
け
憶
え
て
い
て
貰
い
た
い
と
願
ら

て
い
る
が
、
そ
れ
は
厚
か
ま
し
い

願
で
ぁ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
紀
要
が
新
編
集
長
で
あ
る
服
部
先
生
に
よ
り
力
強
く
発
展
す
る

こ
と
を
心
よ
り
祈
り
つ
つ
欄
筆
す
る
。

・

　

大

久

間

慶

四

郎

昭
和
五
十
三
年
二
月
十
七
日
夜
半
　
　
　
　
　
　
・

―

紀
　
要
　
委
　
員
―

委
員
長

委

員

一
執  筆  者―永 服 大

‐
久

澤 部 .間

四

滉 司 郎

委
′′    ′′

員

藤 安 糸

本 藤 井

義 維

信 男 透

・国語科教諭

・社会科教諭

・ドイツ語科教諭

,数学科教諭

・社会科講師

・国語科教諭

.(五十音順)

洋

慶 四

武 慶

研 究 紀 要‐ 第 4号

昭和53■ 6月 20日 印刷

昭和53年 6月 30日 発行

発行者 東京都文京区関口3丁 目 8番 1号

独協中・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(代 )

ヽ
　

　

・

「
１
１



■
■
■
■

■
■
■

″

■

■
■

研

Review Of IDokkyo SecOndaryヽ High School
―

究

1978

紀

　

　

要

Articles

The Transition of the Ⅳleili Era Reflected in Soseki's Vヽork The Image and

Ydichi Arai 1(目  次) Variation of the "Kokoro."

論   文 第

四

号

Contemporary Jureniel Sdxual Behaviour

Background

Social Psychological

........-....... ..Yoshikazu Yamagishi 11漱石における明治の軌跡

――または「心」の主題と変奏―
・…………・…・……・∵・・・新

研究ノー ト

現代青少年の性的問題行動、その実態と背景 ・・……・…・・・・・・山

井

岸

Synthetic Method and Analytical Method on the Stuoy of Geometry

'Noboru Masuda ( 1)

幾何学研究における綜合的方法と解析的方法・・

和  11

昇 (1)

DeutSChunteFFiCht in I)iokkyOiChagakkO und_Iく OtOgakk0

(in der VereinSChule ftir deutSChe WiSSenSChaften)  」 Ken GOda、 (19)

独協中学 。高校における

卜
｀
イッ語教育の現状と問題点・

紹 介 と 書 評

三浦つとむ著
―

Introduction & Book Reviews :

憲  (19) Tsutomu Miura : Nihongo rva dd yti gengo ka,

(What sort of language is Jalanese '/)..

Bernard S. Bachrach : A History of the Alans in the West

『 日本語はどういう言語か』:…・…・・……: …… … … 山 田 直 己 23 From their appearance in the sources of classical antiqrrity througl-r

the early Middle Ages.,...'."... ,....,...Keishiro fikrrna (29)Bernaid S. Bachrach : A History of the Alans in the West

Fronl their appearance in the sOurces of classical

antiquity through the early Middle Agcs.

…………・…………大久間 慶四郎 (29)

D,avid Jonas & lDoris klein : 4ヽan‐ C〕 hild―A Study of the

Infantization oI Man ....,..'., ......Yoshikazu Yamagishi (41)

「幼稚化の時代」・…・ 山 岸 善 和 (41)
獨

協

中

，
高

等

学

聰

Edited by  =

Dokkyo Secondary High School Review COmmittee

1978
Address: Dokkyo Secondary High School

811 3 ChOme,Sekigu9hi, :Bunkyo_ku: 
′
rokyo

独協中学校・ 高等学校

No。 4

第 4号

在ぶ

十士

「同 P

出


