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天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
研
究

（
研
究
ノ
ー
ト
三
）蝦

名

賢

造

ま
え
が
き

私
の

「天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
研
究
」

（研
究
ノ
ー
ト
）
は
、　
獨
協
学

園
創
立
百
周
年
に
当
り
、
そ
の
準
備
な
ど
の
た
め
に
目
自
の
中
学
校

。
高
等

学
校
校
長
と
し
て
就
任
し
た
こ
と
が
直
接
の
契
機
と
な

っ
た
。
そ
の
記
念
事

業
の
一
つ
と
し
て
石
碑

「
獨
協
学
園
長

・
十
二
代
校
長
天
野
貞
祐
先
生
顕
彰

記
」
を
百
周
年
記
念
体
育
館
前
に
刻
ん
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
天
野
先
生
の

生
涯
と
思
想
の
あ
ら
ま
し
は
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ

っ
た
。

そ
の
う
ち
に
数
重
な
る
朝
礼
の
言
葉
を
中
高
校
生
に
話
し
て
ゆ

く

過

程

で
、
ま
す
ま
す
獨
協
学
園
中
興
の
祖
天
野
先
生
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
必
要

性
が
強
ま

っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
本
校

「研
究
紀
要
」
の
誌
上
を

借
り
て
、
創
立
百
周
年
記
念
号

（七
号
）
に
お
い
て
は
、
天
野
先
生
を
、
ま

ず
近
代
日
本

の
精
神
的
宗
教
的
教
育
的
革
命
の
上
で
画
期
的
な
役
割
を
果
し

た
二
人
の
巨
人
、
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ

う
と
試
み
た
。
こ
の
両
人
は
と
も
に

″札
幌
農
学
校
″
第
二
期
生
と
し
て
同

期
で
あ
り
心
友
で
あ
っ
た
の
で
、
両
人
の
強
い
影
響
下
に
あ

っ
た
先
生
を
、

私
は

″札
幌
農
学
校
の
子
〃
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
表
現
は
、
実
は
両
人
よ
り
最
も
強
い
精
神
的
信
仰
的
思
想
的
感
化
を
受
け

た
矢
内
原
忠
雄

（元
東
京
大
学
総
長
）

の
言
葉
で
あ
り
、
矢
内
原
は
戦
中

の

過
酷
な
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
段
階
に
あ

っ
て
、
自
か
ら
を

内

村

よ
り

″
神
″

を
、
新
渡
戸
よ
り

″人
間
″
を
学
ん
だ
と
し
、
国
際
平
和
と
正
義
を
主
張
し

て
は
ば
か
ら
な
か

っ
た
人
で
あ

っ
た
。

ひ
き

つ
づ
き

「研
究
紀
要
」
（八
号
）
に
お
い
て
は
、
私
は
天
野
先
生
の
生

涯
と
思
想
を
よ
り
具
体
的
に
、
よ
り
歴
史
的
に
追
い
求
め
よ
う
と
試
み
た
。

素
朴
な
が
ら
私
が
描
い
た
叙
述
の
項
目
は
、
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
・

ま
え
が
き
―
天
野
貞
祐
研
究
の
現
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

真
の
意
味
で
の
教
育
者
と
し
て
の
天
野
貞
祐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

郷
里
の
相
模

・
津
久
井

天
野
生
誕
時
の
時
代
的
背
景

天
野
の
家
系

幼
少
時
の
自
画
像

三
多
摩
―
自
由
民
権
運
動
と
困
民
党
運
動

獨
逸
学
協
会
中
学
入
学

獨
逸
学
協
会
学
校
の
発
展

校
長
大
村
仁
太
郎
と
教
師
陣

一
高
文
科
入
学



私
は
中
学

・
高
校
長
と
し
て
就
任
三
年
目
に
、
日
自
の
中
学

・
高
校
の
教

育
の
現
状
も
や
や
分
り
か
け
て
き
て
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
何
が
目
自
の

教
育

の
改
革
を
阻
害
し
て
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
認
識
が
ゆ
く
と
こ
ろ

も
あ

っ
た
。
他
面
ど
う
し
よ
う
も
な
い
絶
望
に
捕
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

な
ん
の
た
め
に
目
白
に
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
健
康
の
急
速
な
衰
え
と
と
も

に
、
自
か
ら
暗
夜
独
り
で
つ
ぶ
や
く
こ
と
も
あ

っ
た
。　
一
方
、
中
曽
根
内
閣

の
も
と
で
の
臨
時
教
育
審
議
会
に
よ
る
日
本
教
育
改
革
の
方
向
も
、
な
に
か

教
育
に
お
け
る
基
本
的
な
も
の
を

欠
落
し
て

い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
た
こ

と
、
し
ば
し
ば
で
あ

っ
た
。

私
は
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
お
い
て
し
ば
し
ば
挫
折
し
、
思
い
悩
ん
だ
。
そ

の
時
、
立
ち
止
ま

っ
て
、
反
省
し
、
そ
こ
で
与
え
ら
れ
た
問
題
を
主
題
に
思

索
し
、
か
つ
著
作
す
る
こ
と
で
立
ち
あ
が

っ
て
き
た
。
そ
の
繰
り
返
し
の
中

で
、
た
ゆ
ま
ず
、
ね
ば
り
強
く
歩
み
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
人
生
を
創
造
的

に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と

っ
て
は

一
面
著
作
に
精
力
を
集
中
す
る

こ
と
で
も
あ

っ
た
。

目
自
の
獨
協
生
活
三
年
有
半
の
中
で
私
の
歩
ん
で
き
た
道
は
ま
こ
と
に
た

ど
た
ど
し
い
が
、
そ
の
中
で
天
野
貞
祐
先
生
の
諸
著
作
を
通
じ
て
教
育
九
十

五
年
の
生
涯
と
思
想
の

一
端
に
触
れ
得
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜

び

で
あ

り
、　
幸
い
で
あ

っ
た
。　
そ
し
て
い
ま
よ
う
や
く

「天
野
貞
祐
伝
」
（西
田
書

店
）
が
ま
と
ま
り
、
私
は
人
生
的
な
ま
た
教
育
的
な
面
で
も
、　
一
つ
の
峠
を

越
え
よ
う
と
し

つ

つ
あ

る
自
分
を
覚
え
る
。
さ
ら
に

「天
野
貞
祐
伝
」
と

と
も
に
公
刊
予
定
の

「新
渡
戸
稲
造
伝
」

（新
評
論

・
北
海
道
著
作
集
第
二

巻
）
の
著
作
を
通
し
て
、

今
後
の
自
分
に
残
さ
れ
た

人
生
と
社
会
に

お
い

て
、
い
か
に
創
造
的
な
夢
を
描
き
な
が
ら
歩
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
、
教
え
ら
れ
て
、
感
激
の
念
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
天
野
先
生
を
捕
え
る
視
点
は
、
日
自
の
中
学

・
高
校
百
年
の
歴
史

を
離
れ
た
時
、
与
え
ら
れ

た

の
で
あ

っ
た
。　
一
昨
年
末
私
は
沖
縄
に
旅
行

し
、
そ
こ
で
リ
ン
デ
ン
バ
ウ
ム
叢
書
三

「若
き
友

へ
」
を
ま
と
め
、
序
言
を

し
る
し
た
時
、
忽
然
と
し
て
天
野
先
生
の
全
貌
を
、
自
分
な
り
に
と
ら
え
て

み
よ
う
と
い
う
意
欲
が
燃
え
上

っ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
何
と
い
っ

て
よ
い
か
、
沖
縄
で
の
温
か
い
嵐
に
よ
る
恵
み
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
時
　
　
一

私
を
襲

っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
獨
協
百
年
の
歴
史
の
中
で
の
、
狭
い
視
野
で
　
　
２

は
な
く
、
日
本
の
教
育
界
で
の
巨
大
な
姿
を
と
っ
た
天
野
像
を
と
ら
え
な
け
　
　
¨

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
示
唆
で
あ

っ
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
頃
私
は

「新
渡
戸

稲
造
伝
―
日
本
の
近
代
化
と
太
平
洋
問
題
」
と
題
す
る
原
稿
を
と
り
ま
と
め

て
獨
協
大
学
の

「経
済
学
研
究
」
に
投
稿
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
私
の

視
野
は
日
本
的
世
界
的
に
も
広
が
り
、
資
料
も
多
く
発
堀
さ
れ
、
私
は
天
野

先
生

へ
の
異
常
な
ほ
ど
の
人
間
研
究
に
僅
か
に
与
え
ら
れ
た
時
間
を
投
入
し

て
い
っ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
天
野
先
生
研
究
の
過
程
を
い
ま
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
と
も

あ
れ
目
自
の
中
学

。
高
校
に
深
く
感
謝
す
る
。
こ
の
研
究
の
成
果
は
い
ま
西

田
書
店
を
通
じ
て
印
刷
所
に
渡
さ
れ
、
近
く
陽
の
目
を
見
る
で
あ
ろ
う
が
、



そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と

っ
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

序
章
　
ま
え
が
き

〓
早
　
天
野
家
の
家
系

二
章
　
相
模

・
歴
史
的
背
景

三
章
　
相
模

・
地
理
的
背
景

四
章
　
幼
少
時

五
章
　
獨
逸
学
協
会
学
校
生
徒

六
章
　
第

一
高
等
学
校
生
徒

七
章
　
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
学
生

八
章
　
造
士
館
第
七
高
等
学
校
教
授

九
章
　
学
習
院
教
授

十
章
　
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
教
授

十

一
章
　
甲
南
高
等
学
校
長

十
二
章
　
第

一
高
等
学
校
長

十
三
章
　
日
本
育
英
会
長

十
三
章
　
文
部
大
臣

十
四
章
　
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
長

十
五
章
　
獨
協
大
学
の
創
設

。
初
代
学
長

十
六
章
　
自
由
学
園
理
事
長

十
七
章
　
晩
年

十
八
章
　
逝
去

終
章
　
天
野
の
遺
し
た
も
の
―
勇
ま
し
く
高
尚
な
る
生
涯

私
は
本
著
作
を
通
じ
て
―
―
他
の

一
連
の
著
作
と
同

じ

よ

う

に
、
天
野

（以
下
敬
称
略
）
が
生
涯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
迫
り
来
る
時
代

の
課
題
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
人
間
形
成
と
思
想
形
成
を
試
み
よ
う
と
し
て

き
た
か
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図

し

て

い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い

て
、
天
野
が
ど
の
よ
う
な
教
育
理
念
の
下
に
教
育
実
践
を
推
し
進
め
よ
う
と

し
て
い
た
か
、
そ
の
過
程
を
出
来
得
る
限
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
。

特
に
天
野
が
昭
和
初
期
の
迫
り
来
る
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
時
代

に
触

発

さ
　
　
一

れ
、
道
理
の
理
念
を
高
く
掲
げ
て
抵
抗
し
た
昭
和
十
年
代
が

一
つ
の
頂
点
と

　

３

な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
後
の
平
和
と
民
主
主
義
の
時
代
に
お
い
て
、
天
　
　
一

野
が
真
の
平
和
と
民
主
主
義
の
た
め
に
戦

っ
た

一
高
校
長
、
さ
ら
に
文
部
大

臣
時
代
が
よ
り
具
体
的
な
戦
い
の
証
言
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ

る

で
あ

ろ

う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て

「天
野
貞
祐
伝
」
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
本

稿
に
お
い
て
は
私
が
天
野
研
究
の
過
程
に
お
い
て
特
に
関
心
を
抱
か
さ
せ
ら

れ
た
幾

つ
か
の
視
点
に
重
点
を
お
い
て
、
私
自
身
の
挿
話
も
交
え
な
が
ら
研

究
ノ
ー
ト
と
し
て
記
録
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

自
由
民
権
運
動
と
天
野
貞
祐

一
つ
の
視
点
は
、
い
わ
ゆ
る
明
治
十
年
代
の
自
由
民
権
運
動
と
天
野
貞
祐



と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

明
治
十
年
代
の
自
由
民
権
運
動
の
発
祥
地
の

一
と
し
て
、
相
模
国
三
多
摩

地
方
が
い
わ
ゆ
る
三
多
摩
壮
士
の
名
の
も
と
に
、
自
由
民
権
百
年
の
歴
史
の

回
想

の
な
か
に
よ
み
が
え
り

つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
色
川
大
吉
教
授

（東
京
経

済
大
学
）
ら
の
力
に
よ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
一
冊
に

「流

韓
の
民
権
家

・
村
野
常
右
衛
門
伝
」
（大
和
書
房
）
が
あ
る
。

天
野
も

明
治

十
年
代
、
自
由
民
権
運
動
の
盛
ん
で
あ

っ
た
折
、
こ
の
郷
上
の
す
ぐ
れ
た
こ

の
民
衆
政
治
家
に
触
れ
、

「村
野
常
右
衛
門
氏
の
こ
と
な
ど
」
と
題
し
父
祖

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
昭
和
十
六
年
、
自
由

弾
圧
の
最
も
厳
し
い
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ

る
。
天
野
の
祖
父
二
郎
助
は
近
隣
で
と
り
わ
け
学
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い

た
人
で
あ
り
、
父
藤
三
も
自
由
党
員
と
し
て
国
会
議
員
に
ま
で
な

っ
た
人
で

あ
る
。
三
多
摩
壮
士
団
の
俊
英
と
し
て
自
由
民
権
の
た
め
に
大
い
に
戦

っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
充
分
評
価
さ
れ
う
る
存
在
で
あ

っ
た
。

し
か
し
天
野
自
身
父
祖
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
僅
か
に
、
三
、
四
に
す

ぎ
な
い
。
天
野
の
長
兄
康
三
の
夫
人
は

″
憲
政
の
父
〃
と
い
わ
れ
た
尾
崎
行

雄

の
令
妹
千
代
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
野
家
自
体
あ
る
意
味
に
お
い

て
自
由
民
権
運
動
の
系
譜
に
お
い
て
由
緒
あ
る
家
系
と
も
い
え
な
い
こ
と
も

な
い
が
、
天
野
自
身
そ
れ
ら
に
つ
い
て
生
涯
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
な
か

っ

た
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
種
の
意
味
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
天
野
自
身
歴
史
的
社
会
的
認
識
と
把
握
の
方

面
に
お
い
て
よ
り
深
い
関
心
を
む
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も

の

で

あ

ろ

う
。
生
涯
の
課
題
と
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
を
追
い
求
め
た
天
野
に
と

っ
て
、

最
奥
の
本
質
的
な
課
題
は
人
生
の
意
義
を
探
究
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
社
会
的
歴

史
的
感
覚
が
な
か

っ
た
か
と
い
え
ば
全
く
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
著
書

「道
理
の
感
覚
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
鋭
敏
な
、
嗅
覚
の
よ
う
な
も
の
が
、

基
本
姿
勢
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
時
代
的
感
覚

そ
の
も
の
の
的
確
さ
が
際
立

っ
て
い
る
。
い
わ
ば
歴
史
と
時
代
を
先
取
り
し

う
る
よ
う
な
洞
察
力
が
、
天
野
の
内
部
に
据
え
つ
け
ら
れ
、
働
い
て
い
た
の
　
　
一

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
、　
一
つ
の
驚
異
と
す
ら
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
思
う

　

４

と
、
西
田
学
派
の
俊
英
な
門
下
生
の
多
く
が
、
俊
英
な
る
が
た
め
に
戦
中
大
　
　
．

東
亜
戦
争
の
世
界
史
的
意
義
に
つ
い
て
大
い
に
語

っ
た
時
、
天
野
は
そ
れ
に

組
み
す
る
こ
と
な
く
、
独
り
黙
し
て
語
る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
ま
た
以
下

の
項
で
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、　
一
員
と
し
て
編
集
し
た
岩
波
倫
理
学
講

座
の
中
で
、
自
由
の
思
想
家

・
羽
仁
五
郎
の

「幕
末
に
お
け
る
倫
理
思
想
」

を
絶
讃
し
た
時
、
天
野
の
歴
史
的
社
会
的
感
覚
の
鋭
敏
さ
に
瞳
目
さ
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

天
野
が
家
系
の
人
々
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
の
少
な
か

っ
た
こ
と
は
、
そ

の
謙
虚
な
人
柄
に
よ
る
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
面
、
天
野
は
そ

の
家
系
の
中
で
幼
時
よ
り
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の

″
悲
哀
〃
を
体
験
し
つ
く



し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
も
、
大
い
に
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
私
は
研
究
ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
天
野
の
思
想
の
源
泉
の

一
人
に
、　
一
高
時
代
の
校
長
新
渡
戸
稲
造
の
影
響
を
あ
げ
て
い
る
が
、
新
渡

戸
の
本
質
は

″
悲
哀
を
知
る
人
″
に
あ

っ
た
。
人
生
の
悲
し
み
を
悲
し
み
と

し
て
、
そ
れ
に
耐
え
て
人
生
の
意
義
を
見
出
し

つ
つ
神
の
御
旨
に
従

っ
て
ゆ

く
、
忍
苦
の
人
に
あ

っ
た
。
天
野
の
本
質
も
ま
た

″悲
哀
の
人
〃
に
近
か
っ

た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
中
学
時
代
最
愛
の
母
を
失

っ
た
こ
と

は
、
天
野
の
生
涯
の
悲
し
み
で
あ

っ
た
。
天
野
が
畏
敬
す
る
次
兄
康
虎
を
失

な

っ
た
こ
と
も
、
母
と
は
異
な
る
悲
し
み
の
源
泉
と
な
っ
た
。
天
野
の
男
兄

弟
の
四
人
は
、
す
ば
ら
し
い
ほ
ど
の
秀
才
で
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
行

旅
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
よ
り
完
全
を
期
し
う

る
よ
う
に
は
な
ら
な
か

っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
天
野
は
そ
れ
ら
兄
弟
姉

妹
の
悲
し
み
を
あ
ま
り
に
も

一
身
に
背
負
い
す
ぎ
、
そ
の
後

の
人
生
を
歩
ん

だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
野
が
運
命
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語
る
と
き
、
私
は

天
野
の
言
葉
の
背
後
に
こ
の
よ
う
な
人
生
の
悲
哀
の
現
実
を
読
み
と
ら
ず
に

は
お
ら
れ
な
い
。
し
か
し
天
野
が
希
望
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
運
命
の
中
よ

り
す

っ
く
と
立
上

っ
て
歩
む
姿
勢
を
見
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

羽
仁
五
郎
と
天
野
貞
祐

羽
仁
五
郎
と
天
野
と
の
関
わ
り
合
い
の
視
点
も
、
私
自
身
深
い
関
心
を
そ

そ
ら
れ
る
。

大
正
十
年
代
末
期
、
天
野
の
ド
イ
ツ

・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
留
学
時
代

に
、
わ
が
国
か
ら
当
時
悪
性
イ
ン
フ
レ
下
の
マ
ル
ク
安
を
狙
ら
い
つ
つ
、
後

の
日
本
の
学
界

・
思
想
界
の
俊
英
が
ド
イ
ツ
留
学
を
試
み
て
い
た
。
九
鬼
周

造
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
大
内
兵
衛
、
三
木
清
、
羽
仁
五
郎
な

ど
の
名
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
天
野
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学

に
留
学
中
、
す
く
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
人
々
と
多
少
の
交
流
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
羽
仁
五
郎
と
も
お
そ
ら
く
当
時
す
で
に
面
識
が

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
昭
和
の
暗
闇
時
代
に
入

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、

戦
前
の
昭
和
十
五
年
、
天
野
も
監
修
者
の

一
人
と
し
て
岩
波
講
座
倫
理
学
が
　
　
一

発
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
に
在
学
中
で
あ

　

５

っ
た
私
も
早
速
そ
れ
を
と
り
寄
せ
て
愛
読
し
た

一
人
で
あ

っ
た
が
、
天
野
は
　
　
“

前
述
の
よ
う
に
そ
の
中
で
羽
仁
五
郎

の

「幕
末
に
お
け
る
倫
理
思
想
」
を
激

賞
し
、
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送

っ
て
い
る
。

拝
啓
　
貴
兄
の

「幕
末
に
お
け
る
倫
理
思
想
」
を
読
ん
で
、

つ
く
づ
く

敬
服
し
ま
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
人
間
を
愛
し
、
真
理
と
正
義
と
を
愛
す
る
文
章
を
、
私
は
つ

い
に
も
よ
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
全
く
敬
服
に
堪
え
ま
せ
ん
。

哲
学
の
根
底
に
斯
う
い
ふ
愛
が
な
け
れ
ば
、
私
は
、
ど
ん

な

も

の

に

も
、
頭
を
下
げ
る
気
に
な
れ
ま
せ
ん
。
貴
兄
の
論
文
を
よ
み
な
が
ら
、
我

々
、
哲
学
な
ど
や
る
者
も
、
大
い
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
、
強



い
奨
励
と
反
省
と
を
促
さ
れ
ま
し
た
。

賞
に
精
密
な
学
問
的
研
究
は
、
其
の
根
底
に
斯
う
い
ふ
深
い
愛
を
有

つ

こ
と
は
、
研
究
を
生
き
た
も
の
に
し
、
人
を
学
問
的
に
教

へ
る
こ
と
が
、

同
時
に
、
人
間
と
し
て
指
導
す
る
と
い
ふ
意
味
を
有

つ
こ
と
を
、
強
く
感

じ
ま
し
た
。

あ
ま
り
強
く
う
た
れ
ま
し
た
の
で
、
右
ま
で
。

（
一
九
四
〇
年
）
九
月
九
日
　
京
都
に
て

天
野
貞
祐

私
は
天
野
の
羽
仁

へ
の
率
直
な
内
容
の
手
紙
に
深
く
感
銘
す
る
。

戦
前
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
強
圧
の
前
に

「道
理
の
感
覚
」
の
自
主
的
絶
版
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
天
野
が
、
こ
こ
に
年
少
の
自
由

の
歴
史
家
羽
仁
五
郎
の
自
由
と
真
実
を
求
め
る
叫
び
の
歴
史
的
時
代
的
表
現

を
得
て
、
感
動
し
た
心
情
は
、
ま
こ
と
に
純
粋
で
美
し
い
。
当
時
私
も
ま
た

羽
仁
五
郎
の
自
由
と
真
実
の
思
想
よ
り
、
強
い
影
響
を
受
け
た
。
天
野
が
羽

仁
に
書
信
を
送

っ
た
翌
昭
和
十
六
年
秋
、
私
は
何
も
の
か
に
憑
か
れ
た
者
の

よ
う
に
、
南
沢
の
自
由
学
園
に
所
在
す
る
羽
仁
五
郎
、
説
子
氏
宅
を
訪
れ
た

追
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
米
間
の
風
雲
が
急
を
告
げ
て

お
り
、
私
た
ち
の
徴
兵
検
査
も
終
り
、
十
七
年

一
月
郷
里
の
青
森

。
弘
前
第

八
師
団
に

一
兵
卒
と
し
て
入
営
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

っ

た
。
い
ず
れ
戦
場
に
赴
く
も
の
と
し
て
、
死
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
果
し
て
そ
こ
で
学
問
と
真
実
を
求
め
る
も
の
と
し
て
何
を
な
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
、
間
う
た
時
、
羽
仁
は
、
軍
隊
に
お
い
て
も
戦
場
に
お
い
て
も
そ

の
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
と
力
強
く
発
言
し
、
そ
の
一
例
と
し
て

一
冊
の

書
物
を
示
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
昭
和
十
二
年
日
支
事
変
当
時
の
戦
没
勇
士

の
遺
稿
集

「不
死
鳥
」
と
い
う
書
物
で
あ

っ
た
。
私
は
昭
和
十
八
年
二
月
二

十
日
、
機
動
部
隊
が
ト
ラ
ッ
ク

ヘ
出
撃
す
る
前
日
、
軍
港
呉
で
日
誌
に

「羽

仁
先
生
を
通
じ
て
、
こ
の
人
生
と
社
会
に
お
い
て
真
摯
に
生
き
る
確
信
を
持

つ
た
め
に
、
私
は
先
生
の

『
ク

ロ
オ
チ
エ
』
の
深
い
思
索
と
力
強
い
熱
情
に

励
ま
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
、　
生
き
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。」

と
し
た
た
め
て

い
る
。

こ
れ
か
ら
戦
地
に
赴
く
も
の
と
し
て
、
私
が
ま

っ
さ
き
に
駆
け
込
ん
だ
人
　
　
一

は
、
東
京
大
学
の
教
師
で
は
な
か

っ
た
。
他
な
ら
ぬ
羽
仁
五
郎
で
あ

っ
た
。
　
　
６一

羽
仁
は
危
険
思
想
家
と
し
て
当
時
特
高
警
察
の
監
視
下
に
あ

っ
た
か
ら
、
そ

の
自
宅
に
出
入
す
る
こ
と
は
私
の
身
辺
と
家
族
の
身
の
上
に
危
険
の
伴
な
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
私
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
中
、
私
は

軍
隊
に
あ

っ
て
も
、
戦
場
に
あ

っ
て
も
、
こ
の
孤
高
の
自
由
の
思
想
家
、
民

衆
の
歴
史
家
、
羽
仁
五
郎
の
力
強
い
激
励
の
言
葉
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。

私
は
天
野
の
羽
仁
五
郎
宛
の
手
紙
を
よ
み
な
が
ら
、
私
が
戦
中
、
羽
仁
五

郎
か
ら
の
、
聯
合
艦
隊
司
令
部
附
と
し
て
ト
ラ
ッ
ク
泊
地
に
お
い
て
受
取

っ

た
私
宛
の
次
の
書
信
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
い
ま
思
う
と
、
な
ん
と

天
野
貞
祐
が
羽
仁
五
郎

へ
の
書
信
と
内
面
的
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
か
と
思
う
。



…
今
日
は
日
曜
で
あ
る
。
す
で
に
春
で
あ
る
。

壮
行
以
来
の
大
兄
の
第

一
信
を
く
り
か
え
し
て
よ
み
、
大
兄
の
今
日
の

起
居
如
何
と
思
う
。
想
え
ば
、
実
に
大
兄
の
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ま

さ
に

一
年
余
前
の
冬
の
日
で
あ
っ
た
。
大
兄
が
大
学
を
卒
業
し
て
海
軍
に

入
ら
れ
る
日
を
前
に
し
て
、
こ
の
南
沢
を
訪
れ
来

っ
た
の
は
。
な
ぜ
か
、

ぼ
く
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
想
う
た
び
に
、
そ
の
と
き
君
が

″
走

っ
て
来

た
″
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
時
代
の
急
な
走
り
行
く
速
度
を
、
君

は
追
い
越
そ
う
と
す
る
者
の
よ
う
に
走

っ
て
来
た
。
若
い
君
の
こ
と
だ
か

ら
、
息
ぎ
れ
も
せ
ず
に
、
そ
の
健
康
な
頬
を
す
こ
し
紅
潮
さ
せ
て
、
そ
し

て
、
君
は
た
し
か
に
こ
の
時
代
の
急
な
疾
走
を
、
君
の
健
康
な
精
神
の
た

ゆ
ま
ざ
る
走
力
を
も

っ
て
、
必
ら
ず
追
い
ぬ
い
て
行
く
だ
ろ
う
と
、
そ
う

ぼ
く
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
見
地
に
つ
い
て
、
君
が
ク
ロ
オ
チ
エ
か
ら
学
ば
れ
た
こ
と
を
知

る
こ
と
は
、
ぼ
く
に
と

っ
て
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ぼ
く
と
同
じ
こ
と

を
た
え
ず
学
び
深
め
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。
驚
く
べ
く
多
く
の
場
合

に
、
わ
れ
わ
れ
が

″
現
在
″
と
考
え
る
も
の
が
、
実
は
、
過
去
で
あ
る
。

ぼ
く
は
自
ら
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
危
機
を
体
験
し
た
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る

を
得
ぬ
。
幸
い
に
し
て
、
ぼ
く
も
ま
た
若
い
走
力
を
失

っ
て
い
な
い
。
そ

の
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
ぼ
く
は
大
兄
の
若
い
健
康
な
走
力
を

同
感
的
に
認
識
し
理
解
し
、
ふ
か
い
敬
愛
の
情
を
さ
さ
げ
る
の
で
あ
る
。

電
通
で
と
っ
た
写
真
が
で
き
て
き
た
。
シ
ャ
ツ
が
で
き
て
来
た
。
そ
れ

ら
を

″
軍
艦
日
向
〃
に
む
か

っ
て
送
る
。

ぼ
く
ら
に
と
っ
て
君
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
君
に
と
っ
て
ぼ
く
ら
が
た

え
ず
激
励
で
あ
り
、
慰
藉
で
あ
り
、　
つ
ね
に
楽
し
い
心
の
友
で
あ
る
こ
と

を
願
望
す
る
。

か
わ
ら
ざ
る
友
情
の
握
手
を
も

っ
て
　
　
五
郎

し
か
し
戦
後
私
は
羽
仁
五
郎
夫
妻
を
容
易
に
訪
ね
よ
う
と

は

し

な

か
っ

た
。
訪
ね
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。
私
自
身
こ
の
戦
い
に
あ
ま
り
に
も
傷

つ
き
、　
家
族
の
も
の
を

ほ
と
ん
ど

こ
の
戦
い
の
た
め
に
直
接
間
接
失
い
、

さ
て
平
和
の
道
を
求
め
て
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
問
う
た
時
、
社
会
的
歴
史

的
な
課
題
と
し
て
、
は
じ
め
て
移
り
住
ん
だ
北
海
道
地
域
社
会
の
ま
ち
づ
く

り
、
国
づ
く
り
に
心
を
向
け
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
内
面
的
な

魂
の
向
う
べ
き
方
向
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
指
導
者
植
村
正
久
の
主

導
す
る
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
の
信
仰

・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
改
革
教
会
の
信
仰
に

導
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
や
が
て
近
代
日
本
の
原
点
と
し
て
札
幌
農

学
校
の
果
し
た
役
割
、
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
の
巨
大
な
役
割
に
開
眼
さ

せ
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な

っ
た
。

さ
て
自
由
学
園
の
創
立
者
羽
仁
も
と
子

・
吉

一
夫
妻
の
信
仰
と
教
育
理
念

は
、

「
思
想
し
つ
つ
　
生
活
し
つ
つ
　
祈
り
つ
つ
」
で
あ

っ
た
が
、
羽
仁
も

と
子
は
植
村
正
久
よ
リ
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、
そ
の
忠
実
な
愛
弟
子

と
な
っ
た
。
植
村
正
久
の
二
女
植
村
環
牧
師
も
自
由
学
園
教
授
だ

っ
た
時
期

が
あ

っ
た
。
天
野
は
早
く
か
ら
羽
仁
も
と
子
の
思
想

・
信
仰
に
共
鳴
し
て
い
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た
が
、
文
部
大
臣
辞
任
後
自
由
学
園
の
運
営
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

羽
仁
夫
妻
が
相
前
後
し
て
逝
去
す
る
や
後
継
者
の
羽
仁
恵
子
女
史
を
助
け
、

自
由
学
園
理
事
長
と
し
て
逝
去
す
る
ま
で
二
十
数
年
の
久
し
い
歳
月
に
わ
た

っ
て
献
身
し
た
。
天
野
が
年
少
時
の
内
村
鑑
三
へ
の
開
眼
に
始
ま
る
キ
リ
ス

ト
教
信
仰

へ
の
出
発
は
、
私
は
こ
の
自
由
学
園
理
事
長
時
代
に

一
つ
の
発
展

を
と
げ
た
と
み
る
。
自
由
学
園
の

″
自
由
″
の
よ
っ
て
た
っ

「具
理
は
汝
ら

に
自
由
を
得
さ
す
べ
し
」

（
ョ
ハ
ネ
書
八

・
三
二
）
の
言
葉
は
、
天
野
が
好

ん
で
使
用
す
る
聖
句
と
な
っ
た
。
自
由
学
園
で
天
野
時
代
よ
り
国
語
の
教
鞭

を
と
っ
て
い
る
神
田
直
人
教
諭
に
、
自
由
学
園
で
の
天
野
語
録
を
集
め
て
い

た
だ
い
た
が
、
実
に
ぼ
う
大
で
あ
り
未
発
表
部
分
が
多
く
、
こ
の
時
代
の
天

野
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
の
証
言
と
し
て
、
あ
る
い
は

一
巻
の
書
た

り
得
る
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。

た
だ
こ
の
時
期
の
天
野
に
つ
い
て
み
る
と
、
自
由
学
園
理
事
長
と
し
て
と

り
し
き
っ
て
い
た
こ
の
時
に
、
激
し
く
羽
仁
五
郎
、
説
子
夫
妻
の
行
き
方
に

つ
い
て
自
由
学
園
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
づ
け
た
。
そ

れ
は
自
由
学
園
の
空
気
を
代
弁
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
戦

前
の
天
野
の
、
羽
仁
五
郎

へ
の
あ
の
讃
美
を
思
う
と
、
あ
ま
り
の
変
化
と
も

い
え
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
天
野
が
全
面
的
に
そ
の
思
想
を
変
化

さ
せ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
羽
仁
五
郎
が
戦
後
の
大
き
な

豊
か
な
自
由
の
も
と
で
、
そ
の
史
観
に
お
い
て
も
政
治
的
立
場

に

お

い
て

も
、
自
か
ら
を
英
雄
規
し
て
し
ま
い
、
あ
ま
り
に
も
煽
動
家
と
な
り
す
ぎ
た

こ
と
へ
の
強
い
反
撥
で
あ

っ
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
天
野
の
内
面

的
な
カ
ン
ト
的
な
自
由
と
、
羽
仁
の
歴
史
的
社
会
的
政
治
的
自
由
と
の
激
し

い
対
立
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
羽
仁
五
郎

の
も
と
を
訪
れ
よ
う
と
し
て
出
来
な
く
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
私
は
こ
の

戦
争
で
あ
ま
り
に
傷

つ
き
、
す
ぐ
に
は
立
上
れ
な
い
処
に
あ

っ
た
。　
一
方
、

生
前
の
羽
仁
も
と
子
の
心
情
も
ま
た
複
雑
な
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

戦
後
羽
仁
五
郎
が
参
議
院
議
員
に
立
候
補
す
る
と
き
、
羽
仁
も
と
子
は
そ
の

知
人
に
「主
義
主
張
に
お
い
て
は
異
な
れ
ど
肉
身
の
情
に
お
い
て
忍
び
得
ず
」

と
協
力
を
求
め
る
手
紙
を
出
し
て
い
る
。
戦
中
羽
仁
も
と
子
の
許
を
訪
れ
た

体
験
を
持

つ
私
の
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の

一
通
が
と
ど
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

　

　

一

天
野
は
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
知
ら
な
か
っ
た
で
あ

　

８

ろ
う
。
も
し
知

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
ろ
う
か
、
私
　
　
一

は
天
野
の
対
応
を
い
ろ
い
ろ
と
推
測
す
る
。

と
も
あ
れ
天
野
貞
祐
と
羽
仁
も
と
子

・
吉

一
夫
妻
の
友
情
に
つ
い
て
は
、

本
書
に
お
い
て
は
多
く
は
語

っ
て
は
い
な
い
が
、
ゆ
う
に

一
巻
の
書
物
た
る

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

三
木
清
と
天
野
貞
祐

羽
仁
五
郎
と
盟
友
の
哲
学
者
三
木
清
と
天
野
の
関
係
も
、
運
命
的
で
あ

っ

た
。西

田
哲
学
問
下
の
鬼
才
三
木
清
が
近
づ
き
つ
つ
あ

っ
た
昭
和
二
十
年
八
月



十
五
日
敗
戦
の
日
を
目
前
に
、
悲
劇
的
な
獄
死
を
と
げ
た
の
は
昭
和
二
十
年

五
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
三
木
の
戦
前
の
日
本
思
想
界
に
果
し
た
役
割
に
つ

い
て
は
、
や
は
り
巨
大
で
あ

っ
た
と
い
う
他
な
い
。
天
野
よ
り
十
歳
年
少
の

三
木
は
、
同
じ
西
田
門
下
の
逸
材
と
し
て
早
く
か
ら
西
田
哲
学
を
継
承
発
展

せ
し
む
る
に
足
る
大
器
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で

あ

っ
た
。

さ
て
大
正
十
五
年
朝
永
三
十
郎
教
授
が
定
年
退
官
す
る
に
当

っ
て
、
朝
永

は
後
任
と
し
て
意
中
の
人
、
学
習
院
教
授
の
天
野
に
も

っ
ぱ
ら
交
渉
を
進
め

た
。
天
野
は
そ
の
任
に
あ
ら
ず
と
し
て
固
辞
し

つ
づ
け
た
が
、
や
む
を
得
ず

悲
壮
な
覚
悟
で
助
教
授
就
任
を
引
受
け
た
。
し
か
し
文
学
部
教
授
会
内
部
で

「基
督
教
の
起
源
」
の
著
者
　
波
多
野
精

一
教
授
は
、
三
木
の
才
能
を
天
野

以
上
に
高
く
評
価
し
、
彼
を
推
し
、
教
授
会
は
紛
糾
し
た
。

天
野
は
そ
う
し
た
教
授
会
内
部
の
こ
と
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
い
、
知
ら

さ
れ
て
も
い
な
い
。
も
し
事
情
を
知

っ
て
い
た
な
ら
ば
、
天
野
の
こ
と
で
あ

る
、
い
ち
早
く
助
教
授
就
任
の
件
は
辞
退
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
朝
永
の
決
意
が
固
く
、
ま
た
大
学
院
時
代
の
三
木
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど

が
飛
び
出
し
た
り
し
て
三
木
の
文
学
部

へ
の
道
は
断
た
れ
、
三
木
は
失
望
の

あ
ま
り
東
京
に
も
ど
っ
た
。
し
か
し
法
政
大
学
文
学
部
哲
学
科
教
授
と
し
て

や
が
て
日
本
思
想
界
に
登
場
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
。

私
は

「天
野
貞
祐
伝
」
を
と
り
ま
と
め
な
が
ら
、
も
し
三
木
清
が
京
都
大

学
に
残

っ
て
い
た
と
し
た
な
ら
、
そ
の
後
の
三
木
の
運
命
も
大
い
に
変

っ
た

で
あ
ろ
う
と
思

っ
た
。
し
か
し
ま
た
大
東
亜
戦
争

（太
平
洋
戦
争
）
は
必
然

的
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
戦
い
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
、
三
木
は
そ
の
持
ち

前
の
思
想
的
態
度
か
ら
お
そ
ら
く

一
層
の
積
極
性
を
も

っ
て
太
平
洋
戦
争
と

そ
の
将
来
に
つ
い
て
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
傾
向
を
示
し
て
い

た
三
木
の
思
想
的
立
場
か
ら
み
て
、
第
二
の

″
京
大
事
件
″
を
惹
き
起
し
か

ね
な
か

っ
た
か
も
知
れ
ず
、
や
が
て
は
京
都
大
学
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ

た
の
で
は
な
い
か
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
推
測
す
る
。

一
方
、
天
野
の
場
合
も
、
も
し
学
習
院
に
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
た
と
す
る

な
ら
ば
、
今
日
の
天
野
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
天
野
は
し
ば
し
ば

″
運
命
〃
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
き
た
。
そ
し
て
天
野
の
生
涯
の
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
は
ま
こ
と
に
運
命
的
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
し
か
し
天
野
の
特
質

は
、
そ
の
自
由
と
責
任
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
的
な
課
題
を
克
服

し
つ
づ
け
て
い
っ
た
そ
の
生
活
態
度
と
決
断
の
中
に
あ

っ
た
と
思
う
。

天
野
と
三
木
は
、
朝
永
教
授
の
後
任
講
座
を
め
ぐ

っ
て
、
天
野
自
身
の
全

く
知
ら
ぬ
間
に
対
立
し
、
天
野
は
文
学
部
助
教
授
と
し
て
受
け

入

れ

ら

れ

た
。
カ
ン
ト
哲
学
研
究
者
と
し
て
の
天
野
の
哲
学
的
才
能
も
抜
群
で
あ

っ
た

が
、
三
木
は
さ
ら
に
そ
れ
を
卓
越
し
て
い
た
。
し
か
し
天
野
の
誠
実
な
人
間

性
は
つ
い
に
三
木
を
凌
駕
し
た
。

私
は
三
木
清
が
敗
れ
て
上
京
十
数
年
後
、
近
衛
文
麿
公
を
中
心
と
し
た
国

策
研
究
機
関
昭
和
研
究
会

（主
宰
後
藤
隆
之
助
）
の
理
論
的
指
導
者
と
し
て
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活
躍
中
、
直
接
指
導
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
昭
和
研
究
会
を
母
胎
と
し

た
昭
和
塾
に
入
塾
を
許
可
さ
れ
た
の
は
、
経
済
学
部
三
年
の
昭
和
十
五
年
五

月
の
こ
と
で
あ
る
。
塾
は
創
立
三
周
年
を
迎
え
て
い
た
が
、
第
二
学
期
に
入

っ
て
、
私
は
三
木
清
を
指
導
者
と
す
る
文
化
班
を
志
望
し
た
。
そ
の
所
属
メ

ン
バ
ー
は
六
名
で
、
そ
の

一
人
浅
石
晴
世

（中
央
公
論
編
集
者
）
は
後
に
い

わ
ゆ
る

″横
浜
事
件
″
に
連
坐
し
獄
死
し
、
現
在
生
存
者
は
永
末
英

一

（現

在
民
社
党
副
委
員
長

・
衆
議
院
議
員
）
と
私
の
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
三
木

清
は
若
冠
三
十
歳
に
し
て
処
女
作

「
パ
ス
カ
ル
に
お

け

る
人
間
の
研
究
」

（岩
波
書
店
）
を
公
刊
、
京
大
文
学
部
就
職
に
敗
れ
、
そ
の
翌
年
天
野
の
親

友
落
合
太
郎
教
授
の
す
す
め
に
よ
っ
て
上
京
、
法
政
大
学
文
学
部
哲
学
科
主

任
教
授
と
し
て
日
本
の
思
想
界
に
登
場
、
昭
和
十
四
年
に
は
名
著

「構
想
力

の
論
理
」
を
公
刊
し
、
三
木
哲
学
の
名
の
も
と
に
そ
の
名
声
は

と

み

に
高

ま

っ
て
い
た
。
や
が
て
三
木
時
代
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

さ
て
、
昭
和
十
四
年
昭
和
研
究
会
の
主
任
講
師
尾
崎
秀
賞
が
い
わ
ゆ
る
ゾ

ル
ゲ
事
件
に
関
連
し
、
解
散
に
追
い
や
ら
れ
た
と
き
、
三
木
は
そ
の
存
続
を

主
張
し
、
そ
の
た
め
の
資
産
を
某
所
か
ら
引
き
だ
す
こ
と
も
考
え
て
い
た
ほ

ど
意
欲
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
昭
和
研
究
会
は
解
散
し
、
昭
和
塾
も
同
じ
運

命
を
た
ど
っ
た
。

昭
和
塾
文
化
班
で
私
ど
も
、
三
木
か
ら
受
け
た
報
告
は
、
「協
同
主
義
論
」

「協
同
主
義
の
経
済
」

「権
威
と
自
由
」
等
で
あ
っ
た
。
三
木
は
当
時
四
十

四
歳
、
こ
の
天
丼
を
あ
お
い
で
講
義
す
る
哲
学
者
三
木
の
風
貌
は
さ
な
が
ら

野
武
士
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
当
時
の
私
は
三
木
の
風
貌
と
そ
の
著
作
に
あ
ら

わ
れ
た
華
麗
な
る
文
章
と
高
度
の
理
論
構
成
と
結
び

つ
け
て
想
像
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
。
天
野
を
通
じ
て
私
は
、
あ
り
し
日
の
三
木
清
の

一
面
を

改
め
て
回
想
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
夢
想
だ
に
し
得
な
か
っ
た
。

友
情
―
天
野

。
九
鬼
周
造

・
岩
下
壮

一

天
野
は

「若
き
人
た
ち

へ
」
に
お
い
て

「友
情
論
」
を
説
い
た
。
心
術
の

友
情
を
強
調
し
た
。
天
野
は
そ
の
愛
読
書
の

「中
庸
」

「論
語
」
か
ら
と
、

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」

「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
よ
り
多
く
引
用
し
た
。
そ

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
教
え
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

カ
ン
ト
は
次
の
如
く
教
え
て
い
る
、
人
は
友
情
の
名
に
対
し
て
敬
意
を

　

１０

有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
友
が
敵
と
な
っ
た
場
合
に
も
以
前
の
友
情
を
　
　
一

尊
重
し
、
我
々
が
憎
み
能
わ
ぬ
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
た
び
友

人
で
あ
っ
た
者
を
悪
し
ざ
ま
に
言
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
善
く
な
い
こ
と
で

あ
る
。
と
言
う
の
は
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
友
情
に
対
し
て
尊
敬
を
有

た
ぬ
こ
と
、
友
人
の
選
択
を
誤

っ
た
こ
と
、
今
や
友
人
に
対
し
て
忘
恩
的

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
聰

明
な
仕
方
に
も
反
し
て
い
る
。
何
故
と
言
う
に
以
前
の
友
人
の
悪
口
を
聞

か
さ
れ
る
人
は
、
彼
自
身
も
友
人
と
な
っ
た
の
ち
不
和
に
な
る
な
ら
ば
同

じ
目
に
会
う
と
考
え
て
友
情
を
成
立
せ
し
め
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

天
野
は
、
い
ず
れ
も
平
凡
な
教
訓
だ
が
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
あ
る
と
思
う



と
述
べ
て
い
る
。

「友
情
論
」
を
こ
の
よ
う
に
展
開
し
た
天
野
は
、
単
に
そ

れ
だ
け
に
終
ら
ず
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
得
が
た
い
友
情
の
体
験
を
積
み
重

ね
た
。

一
高
時
代
に
得
ら
れ
た
実
存
哲
学
者
九
鬼
周
造
と
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
界

の
輝
け
る
明
星
と
う
た
わ
れ
た
岩
下
壮

一
神
父
と
の
交
友
が
そ
れ
で
あ
り
、

二
人
の
交
友
の
歴
史
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
年
代
を
通
じ
て
輝
け
る
友
情
史

と
い
う
他
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
何
と
魅
力
的
な
主
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。

誰
れ
か
そ
れ
を
記
す
も
の
が
出
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
附
け
加
え
る
と
、
戦
後
森
戸
辰
男
と
の
友
情
、
ま
た
前
述
の
自
由

学
園
創
設
者
羽
仁
と
も
子

・
吉

一
夫
妻
と
の
友
情
も
ま
た
軽
視
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
人
の
友
情
の
接
点
は
、
何
に
あ

っ
た
の
か
。

九
鬼
周
造
年
譜

を

み

る

と
、

「
一
九
〇
六

（明
治
二
十
九
）
年
十
八
歳

七
月

『歴
史
』

の
及
第
点
が
と
れ
ず
落
第
。
天
野
貞
祐
、
岩
下
壮

一
と
親
交

を
結
ぶ
。
彼
等
と
の
友
情
は
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
し
る
さ
れ

て
い
る
。

「当
時

一
高
に
は
落
合
太
郎
、
児
島
喜
久
雄
、
辰
野
隆
、
谷
崎
潤

一
郎
、
和
辻
哲
郎
な
ど
が
い
た
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
稀
有
の
人
材
を

輩
出
し
た
ク
ラ
ス
で
あ

っ
た
。
天
野
、
九
鬼
、
岩
下
三
人
を
結
び

つ
け
た
接

点
は
、
早
く
よ
り
人
生
の
悲
し
み
を
体
験
し
て
い
た
同
情
か
ら
で
あ

っ
た
ろ

う
。
天
野
は
中
学
時
代
に
最
愛
の
母
を
な
く
し
て
い
た
。
そ
れ
は
天
野
の
生

涯
に
お
い
て
最
も
悲
し
か

っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
九
鬼
も
ま
た
そ
の
母
と
離

別
し
た
。
父
と
母
が
離
別
し
、
九
鬼
も
幼
年
時
父
の
も
と
で
孤
独
な
生
活
を

過
し
た
。
岩
下
も
ま
た
父
母
を
早
く
し
て
亡
く
し
た
。
そ
う
し
た
似
通

っ
た

環
境
の
中
で
、
二
人
と
も
同
じ
く
哲
学
と
い
う
共
通
の
目
標
に
向

っ
て
、
学

問
と
人
間
形
成
に
励
ん
だ
。
そ
こ
に
岩
元
積
と
い
う
哲
学
者
が

立

っ
て

い

た
。
ま
た
天
野
も
九
鬼
も
学
校
生
活
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
挫
折
感
を
味
わ

っ
て
い
た
。
二
人
と
も
そ
の
理
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と

で
あ

っ
た
。
天
野
は
無
教
会
主
義
の
内
村
鑑
二
の
確
信
に
導
か
れ
て
い
っ

た
。
「勇
ま
し
く
高
尚
な
る
生
涯
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

九
鬼
は

大
学
生
時

代
東
京
神
田
聖
フ
ラ
ン
シ
ス

・
ザ
ビ
エ
ル
教
会
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の

洗
礼
を
受
け
て
い
た
。
岩
下
は
す
で
に
周
知

の
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で

ぁ

っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

一

天
野
は
大
正
四
年

（
一
九

一
五
）
二
十

一
歳
の
時
、
次
兄
康
虎
の
未
亡
人

　

１１

タ
マ
と
結
婚
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
九
鬼
も
三
年
後
次
兄

一
造
の
末
亡
人
　
　
¨

縫
子
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
天
野
の
場
合
は
タ
マ
夫
人
と
の
結
婚

は
生
涯
に
わ
た

っ
た
が
、
九
鬼
の
場
合
そ
の
結
婚
は
破
れ
、
新
た
な
住
居
を

自
ら
創
設
し
、
祇
園
の
芸
妓
中
井
嬢
と
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
四
〇

（昭
和
十
五
）
年
十
二
月
、
岩
下
壮

一
は
死
去

（享
年
五
十

一

歳
）
し
た
。
翌
十
六
年
五
月
、
後
を
追
う
か
の
よ
う
に
九
鬼
周
造
が
死
去
し

た
。
享
年
五
十
三
歳
で
あ

っ
た
。
天
野
は
二
人
の
最
後
を
看
取
り
つ
つ
、
戦

後
四
十
年
、　
一
九
八
〇
年

（昭
和
五
十
五
）
年
二
月
六
日
死
去
し
た
。
享
年

九
十
五
歳
で
あ

っ
た
。
天
野
の
尽
力
に
よ
り
、
天
野
貞
祐
、
澤
潟
久
敬
、
佐

藤
明
雄
二
人
の
編
集
に
よ
る

「九
鬼
周
造
全
集
」

（岩
波
書
店
）
全
十
二
巻



の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
天
野
の
死
後
の
翌
年
で
あ
る
。

ま
た
天
野
は
生
涯
の
最
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
入
信
し
た
が
、
そ
の
と
き

に
岩
下
神
父
の
令
妹
清
が
奉
仕
し
た
。
清
は
か

っ
て
若
き
九
鬼
周
造
が
思
い

を
寄
せ
た
人
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

私
は
天
野
、
九
鬼
、
岩
下
三
人
と
も
に
実
際
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
。

た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
、
天
野
が
学
園
長

・
十
三
代
校
長
と
し
て
指
導
し
た

目
自

の
獨
協
中
学
校

・
高
等
学
校
に
十
六
代
校
長
と
し
て
四
年
間
そ
の
職
に

あ

っ
た
。
な
お
九
鬼
周
造
の
名
は
そ
の
著
書

「
巴
里
心
景
」
に
よ

っ
て
早
く

よ
り
知

っ
た
。
九
鬼
の
詩
歌
集

「
巴
里
心
景
」
が
天
野
編
集
、
児
島
喜
久
雄

装
慎
、
挿
絵
に
よ
り
甲
島
書
林
よ
り
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
十

一

月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
翌
十
八
年
十
二
月
末
、
海
軍
少
尉
で
た
ま
た
ま

戦
艦
武
蔵
を
降
り
、
館
山
海
軍
砲
術
学
校
附
教
官
を
命
ぜ
ら
れ
た
機
会
を
利

用
し
、
札
幌
の
石
田
百
合
子
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な

っ
た
私
は
、
僅
か
の
時

間
を
活
用
し
て
札
幌
に
旅
立

っ
た
。
そ
し
て
札
幌
の
丸
善
書
店
で
私
が
買
い

求
め
て
彼
女

へ
贈

っ
た
書
物
が

「
巴
里
心
景
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
書
物
は
ま

た
学
生
時
代
の
私
の
初
恋
の
対
象
そ
の
も
の
―
巴
里
―
を
象
徴
し
て
も
い
た

の
で
あ

っ
た
。

天
野
、
九
鬼
、
岩
下
三
人
の
青
春
を
想
い
起
し
つ
つ
、
私
は
私
自
身
の
青

春
は
な
ん
で
あ

っ
た
の
か
と
、
思
い
を
重
ね
て
み
た
。

そ
の
当
時
の
日
誌
の

一
部
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

‥
そ
れ
は
湘
南
地
方
の
あ
る
海
辺
、
そ
れ
は
湘
南
の
蒼
空
の
下
、
私
は
か

ね
が
ね
パ
リ
に
ゆ
き
た
い
、
パ
リ
に
ゆ
き
た
い
と
、
彼
方
の
海
と
空
ば
か

り
眺
め
て
は
胸
を
焦
が
し
て
い
た
。
す
べ
て
は
そ
の
幻
想
の
産
ん
だ
も
の

か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
西
欧
の
精
神
が
、
郷
愁
の
よ
う
に
私
の
心
を
し

っ

か
り
と
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
の
だ
。

私
の
初
恋
の
対
象
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
パ
リ
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
息

吹
す
る
で
あ
ろ
う
良
識
で
あ

っ
た
。

そ
の
五
年
前
、
私
は
旧
制
浦
和
高
校
の
二
年
だ

っ
た
。
春
カ
ト
リ
ッ
ク
研

究
会

へ
の
参
加
を
す
す
め
ら
れ
た
。
指
導
者
は
当
時
、
浦
高
武
原
寮
委
員
長

を
し
て
い
た
三
年
理
甲
の
相
馬
信
夫

（現
カ
ト
リ
ッ
ク
教
名
古
屋
司
祭
）
で

あ

っ
た
。
彼
の
す
す
め
で
、
皆
と
当
時
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
教
授
の
田
中
　
　
一

耕
太
郎
博
士
宅
を
、
秋
の
あ
る
晩
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
は
じ
め
　
　
１２一

て
、
時
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
ヘ
の
急
激
な
傾
斜
と
大
学
の
自
治
と
学
問
の
自

由
に
対
す
る
内
外
か
ら
の
激
し
い
攻
勢
の
嵐
の
中
で
、
東
京
帝
国
大
学
法
学

部
に
お
け
る
自
由
主
義
の
最
後
の
砦
と
い
わ
れ
て
い
る
、
こ
の
信
念
に
燃
え

て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
田
中
教
授
に
面
接
し
、
私
は
た
だ
我
を

忘
れ
て
感
動
し
た
。
岩
下
壮

一
神
父
の
輝
か
し
い
名
を
耳
に
し
た
の
は
、
こ

の
時
で
あ

っ
た
。
そ
れ
以
来
私
は
岩
下
の
名
前
を
忘
れ
な
い
。
後
に
相
馬
の

紹
介
に
よ
り
世
田
谷
区
喜
多
見
の
利
光
鶴
松
氏
（小
田
急
電
鉄
社
長
）
宅
で
家

庭
教
師
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

熱
心
な

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ

っ
た

同
家
で
私
は

し
ば
し
ば

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

へ
通
わ
さ
れ
た
こ
と
を
追
想
す

る

。



天
野
は

「忘
れ
え
ぬ
人
々
」
の
な
か
で
、
九
鬼
、
岩
下
に
つ
い
て
多
く
触

れ
て
い
る
。
両
人
の
死
後
も
、
天
野
の
脳
裏
を
消
え
去
ら
な
か
っ
た
両
人
で

あ

っ
た
。
こ
の
卓
越
し
た
九
鬼
も
岩
下
も
、
天
野
の
長
年
月
に
わ
た
る
生
涯

の
追
憶
に
よ

っ
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
精
神
を
歴
史
の
上
に
輝
か
し
得
た

一
面

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

京
都
学
派
と
天
野
貞
祐

天
野
は
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
創
設
時
、
桑
木
厳
翼
博
士
の
声
望
に
惹

か
れ
て
、
は
じ
め
て
京
都
に
旅
立
っ
た
。
明
治
末
期
当
時
は
、
や
は
り
旅
と

い
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
三
木
清
は
西
田
幾
多
郎
博
士
を
慕

っ
て
京
都
に
赴

い
た
。
そ
し
て
私
の
海
軍
時
代
の
友
矢
内
原
伊
作
は
田
辺
元
博
士
の
許
で
哲

学
を
学
ん
だ
。
二
人
と
も

一
高
出
身
の
俊
英
で
あ

っ
た
。
京
都
学
派
と
い
わ

れ
る
京
都
大
学
文
科
大
学
は
、
ま
さ
に
学
問
の
メ
ッ
カ
で
あ

っ
た
。

天
野
は
学
生
生
活
を
終
え
、
七
高

・
学
習
院
教
授
を
経
て
京
都
に
も
ど

っ

た
。天

野
が
京
都
帝
国
大
学
教
授
と
し
て
、
西
田
、
田
辺
、
波
多
野
教
授
な
ど

の
独
創
的
な
学
者

・
思
想
家
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
学
問
的
お
よ
び
主
体
的

な
位
置
づ
け
を
な
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
濱
田
総
長
時
代
、
名
学
生
課
長
と

し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
、

「京
都
大
学
文
学
部
五
十
年
史
Ｌ
た

よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
簡
明
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
―

天
野
貞
流
教
授
が
、
和
辻
教
授
の
東
大
韓
任
の
後
を
う
け
て
、
哲
學
哲
學

史
第
四
講
座
か
ら
韓
じ
て
、
本
講
座
を
措
任
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
昭
和

十
年
二
月
で
ぁ
っ
た
。
天
野
教
授
は
元
末
カ
ン
ト
哲
學
研
究
の
権

威

で
あ

り
、
そ
の
第

一
批
剣
の
名
詳
は
、

つ
と
に
難
解
な
本
著
作
の
讀
解
に
必
須
の

文
献
で
あ
つ
た
が
、
さ
ら
に
教
授
の
カ
ン
ト
貴
践
哲
學
の
根
本
精
神
で
あ
る

倫
理
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
封
す
る
深
い
共
鳴
は
、
そ
の
學
間
的
立
場
を
根

本
的
に
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な

こ
と
は
そ
れ
が
教
授
の
學
間
的
特
質
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
格
的

背
景
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
本
講
座
は
こ
の
學
間
の
本
質
の
一
面
で
あ
る
賞
践
的
情

熱
の
主
澄
性
を
獲
得
し
て
、
さ
ら
に
新
た
な
出
嚢
を
始
め
る

こ
と
と

な
っ
　
　
一

た
。
天
野
教
授
の
背
景
た
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
合
理
主
義
の
精
神
は
、
現
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費
の
不
合
理
と
醜
雲
を
そ
の
ま
ま
第
二
者
的
に
傍
観
し
看
過
す
る
こ
と
を
許

さ
ず
、　
つ
い
に
筆
を
騒
つ
て
、
『道
理
の
感
覺
』
（昭

一
二
）
、
『學
生
に
興
ふ

る
書
』
（昭

一
四
）
、
『道
理

へ
の
意
志
』
（昭

一
四
）
な
ど
の
諸
著
を
相
つ
い

で
公
刊
す
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
ら
が
わ
が
國
の
青
年
知
識
層
の
純
粋
な
魂
の

上
に
、
い
か
に
大
き
な
感
激
の
波
紋
を
呼
び
起
し
た
か
は
何
人
も
知
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
哲
學
的
員
理
が
単
に
客
観
的
膜
系
の
員
と
し
て
の
み
把
握
さ

れ
る
も
の
で
な
く
、
深
く
行
篤
的
個
澄
の
主
橙
的
具
賓
を
中
に
含
む
も
の
と

し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
教
授
の
カ
ン

ト
哲
學
に
封
す
る
態
度
は
、
ま
さ
に
こ
の
具
理
の
人
格
的
把
握
の
い
か
な
る

も
の
か
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、　
一
面
道
理
の



力
の
不
動
の
確
信
に
基
く
厳
し
さ
を
含
む
と
同
時
に
、
他
面
豊
か
な
人
間
性

の
完
成
を
張
調
す
る
柔
軟
性
を
特
質
と
し
、
同
時
に
そ
れ
は
人
間
性
の
槍
い

手
と
し
て
の
各
個
人
の
自
律
性
と
、
単
に
手
段
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
目
的

と
し
て
の
個
人
の
絶
判
的
債
値
を
張
調
す
る
個
人
主
義
を
必
然
的

に
件

な

う
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
近
代
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
個
人
主
義
は
、
戦

前
の
軍
國
主
義
的
、
國
家
主
義
的
日
本
祗
會
と
本
質
的
に
相
容
れ
ぬ
こ
と
は

明
白
で
、
教
授
の
立
場
は

一
面
普
遍
的
人
間
理
性
の
立
場
で
あ

る
と

と
も

に
、
他
面
民
族
の
文
化
と
偉
統
を
奪
重
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
文
化
的
倫

理
的
立
場
に
修
始
す
る
が
故
に
、
営
然
現
貴
的
政
治
的
不
合
理
と
衝
突
せ
ざ

る
を
得
な
か
つ
た
。
と
く
に
満
州
事
憂
以
後
の
わ
が
國
に
お
け
る
軍
部
勢
力

の
樫
頭
と
、
そ
れ
を
支
持
す
る
右
箕
的
國
家
主
義
の
勃
興
は
、
教
授
を
し
て

祀
國
の
前
途
に
深
憂
を
い
だ
か
せ
、
昭
和
九
年
に
お
け
る
高
田
保
馬
教
授
と

の
貧
乏
論
の
應
酬
は
そ
の
時
流
に
追
随
し
な
い
高
邁
な
識
見
の
一
表
明
で
あ

つ
た
。
さ
ら
に
昭
和
十
三
年
に
は

『道
理
の
感
覺
』
中
の
軍
事
教
練
に
当
す

る
批
語
が
、
反
軍
思
想
で
あ
る
と
軍
営
局
を
刺
激
し
、
大
學
と
の
間
に
紛
争

を
惹
起
す
る
に
至
つ
た
。
営
時
は
濱
田
耕
作
教
授
の
絶
長
時
代
で
、
天
野
教

授
は
組
長
の
懇
請
に
よ
り
學
生
課
長
に
就
任
し
て
い
た
。
濱
田
絶
長
は
教
授

を
深
く
信
頼
支
持
す
る
と
と
も
に
、
教
授
も
自
説
の
正
し
さ
に
つ
い
て
張
く

信
ず
る
と
こ
ろ
が
あ

つ
た

が
、
結
局
右
著
作
の
自
稜
的
絶
版
と
い
う
虎
置

は
、
絶
長
の
毅
然
た
る
態
度
と
、
営
時
の
本
學
配
届
辮
校
川
村
大
佐
の
理
解

あ
る
虎
置
と
相
ま
つ
て
、
事
件
を
園
満
解
決
さ
せ
た
。
し
か
し
教
授
の
ヒ
ュ

―
マ
ニ
ズ
ム
的
人
格
主
義
的
信
念
は
、
そ
の
獨
自
の
祀
國
愛
と
と
も
に
、
戦

前
戦
後
憂
韓
極
ま
り
な
い
世
相
の
中
に
あ
つ
て
、
終
始

一
貫
し
て
つ
い
に
彙

わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
。

天
野
教
授
は

「自
由
の
問
題
」
（昭

一
〇
）
、
「人
格
論
」
（昭

一
一
）
、
「徳

目
に
つ
い
て
」
（昭

一
二
）
、
「意
志
自
由
の
問
題
」
（昭

一
三

。
一
四
）
、
「人

倫
の
形
而
上
學
試
論
」
（昭

一
五
）
、
「同
情
の
倫
理
」
（昭

一
六
）
、
「夏
心
に

就
い
て
」
（昭

一
七
）
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
學
考
察
」
（昭

一
八
）
に

つ
い

て

特
殊
講
義
を
し
、　
演
習
は

「国
ｏ
∞
ｏ
ｒ

Ｏ
日
邑
〓
ュ
ｏ
●
●
ｏ【
”
〓
】ｏ
∽８
〓
ｏ

●
ｏ∽
”
８
ｒ
∽」
（昭

一
〇
―

一
二
）
、

「バ
ロ
Ｆ
パ
諄
澤

鮎
ｏ
」
「
キ
〓
∽ｏｒ
ｏ●

く
ｏ■”
●
●
ゃ
」
（昭

一
一二
・
一
四
）
、
「工
ｏ∞
ｏ
ｒ
Ｏ
【●
●
鮎
〓
口
】Φ
口
鮎
ｏ【
”
〓
】Ｏ
∽Ｏ
‐　
　
一

り
〓
ｏ
』
ｏ∽
”
８
ｒ
∽」
（昭

一
―
五

一
七
）
を
讀
ん
だ
。
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天
野
教
授
は
昭
和
十
九
年
十

一
月
停
年
の
た
め
退
官
し
、
代
っ
て
二
十

一

年
二
月
に
島
芳
夫
助
教
授
が
教
授
と
な
つ
て
本
講
座
を
措
任
し
、
以
来
今
日

に
至
つ
て
い
る
。
島
教
授
は
昭
和
十

一
年
講
師
、
十
六
年
助
教
授
に
任
ぜ
ら

れ
て
講
義
を
績
け
て
い
た
。
―
―

天
野
が
正
当
に
、
い
な
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
代
だ

け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
代
に
天
野
は
学
者
と
し
て
、
ま
た
短
期
間
な

が
ら
大
学
行
政
家
と
し
て
最
も
充
実
し
た
日
々
を
送
っ
た
。

わ
が
父

・
母
と
天
野
貞
祐

私
は
ま
だ
多
く
の
視
点
か
ら

「
天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
研
究
」
ノ
ー
ト



を
綴
り
た
い
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
ま
た

「天
野
貞
祐
―
教
育
九
十
五

年

・
勇
ま
し
く
高
尚
な
る
生
涯
」

（仮
称
）
も
公
刊
さ
れ
る
こ
と

で
も

あ

り
、
こ
こ
で
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
最
後
に
わ
が
父
母
と
天
野
の
視
点

か
ら
、
幾

つ
か
の
臆
測
を
交
え
つ
つ
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

も
ち
ろ
ん
わ
が
父
・母
と
、
天
野
・夫
人
と
は
全
く
何
ら
の
関
係
は
な
い
。

面
識
も
な
い
。
た
だ
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
父
は
明
治
十
六
年
生
れ
で
天

野
よ
り

一
歳
年
長
で
あ
り
、
母
は
二
十
年
生
れ
で
天
野
夫
人
と
同
年
で
、
し

た
が
っ
て
明
治
の
同
じ
世
代
に
誕
生
し
て
い
る
。
郷
里
は
青
森

・
東
津
軽
郡

平
内
と
い
う
山
村
の
出
身
で
、
山
国
と
い
う
点
で
は
共
通
性
が
あ
る
が
、
他

面
父
も
母
も
全
く
こ
の
世
の
教
育
と
い
う
も
の
を
受
け
て
い
な
い
。
そ
の
点

で
は
百
八
十
度
天
野
夫
妻
と
異
な

っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

そ
の
後
の
わ
が
国
の
社
会
的
歴
史
的
な
現
実
の
中
で
の
、
そ
の
生
き
方
に
根

本
的
に
違

っ
て
き
て
い
る
点
が
、
私
に
は
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ

っ
た
。

父
浅
吉
は
、
明
治
十
六
年

一
月
、
蝦
名
三
助

。
お
り
の
次
男
と
し
て
平
内

町
内
童
子
部
落
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
部
落
は
明
治
九
年
に
戸
数
五
三
、
隣
接

の
田
茂
木
は
二
九
と
い
う
山
村
の
小
部
落
で
あ

っ
た
。
十

一
年
に
は
早
く
も

内
童
子
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
改
築
さ
れ
た
が
、
創
立
百
年
の
古
い

学
校
で
、
私
も
小
学
校
三
年
ま
で
在
校
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
学
校
は
村

で
唯

一
の
公
の
施
設
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
自
然
に
、
村
民
の
生
活
の
中
心
に

置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
村
民
は
い
つ
し
か
学
校
の
教
育
―
子
供
た

ち
の
教
育
を
中
心
に
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
父
は
二
十
三
年
に
こ
の
学
校

に
入
校
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
登
校
せ
ず
、
学
校

へ
い
く
と
い
っ
て
は
、
川
原

へ
逃
げ
出
し
て
魚
獲
り
に
熱
中
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
当
時
の
農
家
は
極

貧
の
状
態
に
あ

っ
た
か
ら
、
家
庭
で
も
生
活
が
先
き
で
そ
れ
ほ
ど
教
育
に
対

す
る
必
要
性
も
配
慮
も
認
め
て
は
い
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
父
は
ろ
く

に
文
字
を
書
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
母
あ
ぐ
り
は
南
津
軽
郡
猿
賀
村
の

出
身
で
、
全
く
学
校
に
行

っ
て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
―

私
は
こ
の
こ
と

を
特
に
し
る
し
た
い
の
だ
が
―
―
上
級
の
学
校
に
も
上
れ
ず
、
そ
の
こ
と
を

考
え
た
こ
と
も
全
く
な
か

っ
た
父
は
、
無
教
育
で
あ

っ
て
も
、
い
や
そ
の
た

め
に
明
治
三
十
七
、
八
年
に
日
本
の
命
運
を
決
す
る
日
露
戦
争
に
は

一
兵
卒

と
し
て
弘
前
第
八
師
団
の
出
征
と
と
も
に
、
満
州
の
広
野
に
投
げ
出
さ
れ
た
　
　
一

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
長
兄
磯
吉
も
従
軍
し
て
い
る
。
三
男
の
浅
五
郎
も
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従
軍
す
る
筈
で
あ

っ
た
が
、
当
時
父
母
を
み
と
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で

兵
役
を
除
外
さ
れ
た
。
私
の
太
平
洋
戦
争

の
時
と
何
と
異
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
わ
が
兄
弟
は
四
人
と
も
こ
の
戦
い
に
参
加
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
。
父
も
そ

の
兄
も
日
露
戦
争
を
左
右
し
た
奉
天
の
会
戦
に
ま
で
参
加
し
、
両
人
は
奇
跡

的
に
生
還
し
た
。

父
は
よ
く
こ
の
奉
天
の
会
戦
の
模
様
と
、
広
い
原
野

の
真

っ
只
中
を
行
方

も
知
れ
ず
に
さ
ま
よ
っ
て
い
た
と
き
、
偶
然
に
見
と
出
会

っ
た
驚
き
と
喜
び

を
、
幼
い
私
達
に
話
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
父
は
生
還
し
た
と
い
っ
て
も
、

戦
争
中
最
大
の
激
戦
地
で
あ

っ
た
黒
溝
台
で
の
戦
闘
中
、
敵
の
散
弾
が
口
中

に
突
入
、
さ
ら
に
腹
部
に
ま
で
達
し
た
ま
ま
戦
場
で
倒
れ
、
野
戦
病
院
に
運



ば
れ
た
後
、
急
き
ょ
内
地
に
送
還
さ
れ
、
弘
前
の
陸
軍
病
院
に
移

送

さ

れ

た
。
そ
し
て
戦
後
そ
こ
で
七
年
に
及
ぶ
闘
病
生
活
を
送
り
、
よ
う
や
く
明
治

末
期
に
社
会
復
帰
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
傷
庚
軍
人
と
な
っ
た
父
は
、
前

歯
が
二
、
三
本
し
か
な
く
、
友
人
か
ら

″
歯

っ
か
け
″
と
い
わ
れ
た
。
自
分

で
も
そ
う
い
っ
た
。
し
か
し
父
は
そ

の

こ
と

を
誇
り
と
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
傷
庚
軍
人
と
し
て
特
別
の
恩
典
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

一

ヵ
月
に
二
週
間
の
全
国
鉄
道
無
料
パ
ス

（付
添
人
を
必
ず

一
名

つ
け
る
）
を

使
用
す
る
こ
と
と
、
僅
か
な
年
金
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
は
出

征
前
結
婚
し
、
長
男
が
生
ま
れ
た
が
、
戦
後
母
は
病
死
し
、
後
妻
を
め
と
っ

た
。
私
達
の
母
で
あ
る
。
母
も
ま
た
再
婚
で
あ

っ
た
。
私
達
兄
弟
は
男
四
人

女
二
人
で
あ

っ
た
。

わ
が
名
も
な
い
家
族
の
歴
史
は
、
明
治

・
大
正

。
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ

て
、
日
露
戦
争
、
第

一
次
大
戦
、
そ
し
て
昭
和
の
満
州
事
変
、
日
支
事
変
、

太
平
洋
戦
争
の
ぼ
っ
発
と
と
も
に
、
父
も
長
兄
元
八
も
次
兄
賢

一
も
、
三
兄

熊
夫
も
、
そ
し
て
私
も
合
め
て
次
々
と
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
。
わ
が
父

・
母

の
切
な
る
願
い
は
、
わ
が
子
た
ち
が
た
だ
戦
争
で
死
な
な
い
よ
う
に
、
武
運

長
久
を
祈
る
だ
け
の
長
年
月
の
苦
難
の
日
々
で
あ

っ
た
。
私
は
天
野
の
記
録

を
と
り
ま
と
め
な
が
ら
、
そ
の
人
間
形
成
と
思
想
形
成
の
中
で
、
天
野
が
直

面
し
た
日
露
戦
争
な
ど
の
ぼ
っ
発
に
際
し
て
の
青
年
と
し
て
の
考
え
、
視
点

が
全
く
欠
除
し
て
い
る
こ
と
に
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
思

っ
た

り
し
た
。
日
露
戦
争
当
時
は
ま
だ
そ
れ
だ
け
余
裕
が
あ

っ
た
と
い
え
ば
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
た
り
し
た
。
私
達
の
青
春
時
代
は
、
戦
争
と
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
暗
闇
時
代
で
あ
っ
て
、
戦
争
を
除
い
て
学
問
も
人
生
の
生
き

方
も
考
え
ら
れ
は
し
な
か

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

天
野
が
獨
協
中
学
校

・
高
等
学
校
の
校
訓
と
し
て
残
し
た
も
の
に
、　
″教

育
愛
″
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
当
初
私
は
こ
の
言
葉
の
意
味
が
充
分
飲
み
込

め
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ま
四
年
に
し
て
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
充
分
理
解

す
る
。
そ
し
て
私
は
、
我
が
名
も
な
い
家
族
の
歴
史
も
、
父
と
母
の

″教
育

愛
″
か
ら
は
じ
ま

っ
た
と
考
え
る

よ

う

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
、
大

正
、
昭
和
と
二
代
に
わ
た
る
百
年
の
長
い

一
庶
民
の
歴
史
で
も
あ

っ
た
と
思

う
。
そ
の
過
程
で
は
ぐ
く
ま
れ
た

″教
育
愛
″
と
は
何
ん
だ

っ
た
の
か
、
私
　
　
一

は
現
在
高
齢
期
に
入
り
、
父
母
に
育
く
ま
れ
た
歴
史
を
記
憶
の
糸
を
手
繰
り

　

１６

な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と
思

っ
た
。
そ
れ
も
天
野
の

〃教
育
愛
″
に
触
発
さ
　
　
．

れ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
天
野
に
よ
っ
て
、
父
母
の

″教
育
愛
″
の
問
題
を

考
え
る
直
接
的
な
契
機
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
そ
の
一
部
は

「若
き
友

へ
」
に
し
る
し
て
い
る
。

し
か
し
私
の
記
述
の
仕
方
は
、
天
野
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

い
。
私
の
現
在
の
心
情
を
よ
く
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
に
、
次
の

「家

伝
学
問
の
す
す
め
」
が
あ
る
。
私
の
長
友
で
あ
り
、
無
名
の
、
市
井
の
哲
学

者

。
モ
ラ
リ
ス
ト

・
成
ケ
沢
宏
之
進
の
言
葉

で
あ

る
。

私
は
著
述
に
当

っ

て
、
し
ば
し
ば
こ
の
人
の
コ
ラ
ム
よ
り
の
感
化
を
受
け
と
め
、
反
す
う
し
つ

つ
筆
を
進
め
て
き
た
。



家
伝
学
問
の
す
す
め

無
学
と
世
の
人
の
言
う
家
に
教
育
あ
り

無
学
と
世
の
人
は
あ
ざ
け
り
の
気
持
を
こ
め
て
口
に
出
す
。
だ
が
、
そ

の
言
葉
に
は
大
き
な
誤
り
が
あ
る
。
世
の
人
の
唱
え
る
学
問
と
は
、
学

校
制
度
の
課
程
で
あ
り
、
真
の
教
養
や
学
問
で
は
な
い
。

無
学
の
母
に
育
て
ら
れ
た
そ
の
人
は
、
世
の
人
に
尊
敬
さ
れ
る
気
品
と

教
養
を
身
に
つ
け
た
。
そ
れ
は
学
校
教
育
に
な
い
家
伝
の
学
問
で
あ

っ

た
。

学
問
の
真
髄
は
人
た
る
道
と
、
生
き
方
で
あ
っ
て
、
単
な
る
知
識
で
は

な
い
。
子
孫
を
立
派
な
人
間
に
仕
上
げ
た
い
と
願
う
な
ら
、
家
に
古
典

名
籍
を
残
そ
う
。
子
孫
に
伝
え
る
記
録
と
教
え
を
残
そ
う
。
家
伝
の
学

問
で
子
を
育
て
よ
う
。

成
ケ
沢
宏
之
進

「道
」

―
食
品
流
通
経
済
第
二
五
二
号
―

あ
と
が
き

こ
の
一
月
十
八
日
、
偶
然
な
こ
と
に
私
は
京
都
を
訪
れ
る

こ
と
が
出

来

た
。
獨
協
中

。
高
校
の
小
川
正
城
教
諭
が
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
京
都
の

福
山
万
寿
美
さ
ん
と
結
婚
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
技
露
宴
に
招
か
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
祝
宴
は
十
九
日
午
後
四
時
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
日

曜
日
の
朝
、
私
は
か
っ
て
天
野
が
学
び
、
後
教
壇
に
た
っ
た
京
都
大
学
を
も

う

一
度
新
た
な
眼
で
確
め
た
い
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
珍
ら
し
く
う
ら

ら
か
な
冬
の

一
日
で
あ

っ
た
。

静
か
な

た
た
ず
ま
い
の
大
学
の
構
内
で
あ

り
、
文
学
部
の
旧
館
は
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。
私
は
こ
の

一
時
の
滞
在
を
楽

し
み
、
天
野
が
研
究
し
、
教
育
に
精
進
し
た
あ
り
し
日
を
偲
ん
だ
。

結
婚
式
の
終

っ
た
翌
日
、
私
は
東
本
願
寺
を
訪
れ
た
。
か

っ
て
大
正
十
五

年
の
秋
―
小
学
校
三
年
で
上
京
し
た
年
だ

っ
た
が
―
父
に
連
れ
ら
れ
て
訪
れ

た
寺
院
で
あ

っ
た
。
父
は
そ
の
父
三
助
が
若
か
り
し
時
、
お
そ
ら
く
幕
末
の

頃
で
あ
ろ
う
か
、
親
鸞
上
人
の
教
え
に
惹
か
れ
て
、
郷
里
津
軽
よ
り
徒
歩
で

京
都
に
辿
り
つ
き
、
三
年
の
間
こ
の
寺
院
で
奉
仕
修
業
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
語

っ
た
こ
と
を
想
い
起
し
た
、
そ
の
祖
父
は
果
し
て
ど
ん
な
人
で
あ
っ
た
　
　
一

の
か
、
今
と
な
っ
て
は
解
き
明
か
す
手
が
か
り
は
全
く
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
１７

私
は

″古
都
″
で
、
天
野
の
教
育
愛
と
無
学
平
民
の
父
の
教
育
愛
と
を
対
　
　
．

照
的
に
追
想
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ま

た

こ

の
獨
協
四
年
の
生
活
の
中

で
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
父
母
の
教
育
愛
の
多
様
さ
と
真
剣
さ
と
異
常
さ
に

触
れ
、　
一
体
教
育
愛
と
は
な
に
か
と
昏
惑
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
私
の
複

雑
な
胸
中
を
出
来
る
だ
け
文
章
で
残
そ
う
と
思

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

一
冊
は

既
述
の

「天
野
貞
祐
伝
」
で
あ
り
、
他
の

一
冊
は
ま
だ
構
想
中
に
す
ぎ
な
い

が

「わ
が
父
と
母
と
教
育
愛
」

（仮
称
）
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
天

野
研
究
ノ
ー
ト
も
こ
の
稿
を
も

っ
て
終
り
と
す
る
。





〈資
　
料
〉

天
野
貞
祐
年
譜

蝦

名

賢

造

編

一《
四
（明
治
葛
）

一〈兌
（明
治
三
）

一兌
ｏ
（明
治
量
）

一〈空
（明
治
二四
）

一兌
四
（明
治
毛
）

一〈空
（明
治
夭
）

一兌
六
明
治
三９

冗
ｏ
一（明
治
三四
）

一九〇六
（ｍ”
伯́
〓九）

死
兄
（明
治
〓
）

克
三
（明
治
里
）

大
正

年

　

　

号

七 三 一 〇  七 六 五
三
二

二

五
二
八

年

令

・
九
月
二
十
日
、
神
奈
川
県
津
久
井
郡
鳥
屋
村
に
、
天

野
藤
三

・
タ
ネ
の
第
二
子
四
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。

・
藤
三
、
鳥
屋
村
村
長
と
な
る
。

・
十

一
月
二
十
二
日
、
祖
父
四
郎
助
逝
去
。

・
鳥
屋
村
小
学
校
入
学
。

・
藤
三
、
補
欠
選
挙
で
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。

・
七
月
、
日
清
戦
争
。

・
十
月
二
十
七
日
、
祖
母
ハ
ル
逝
去
。

・
獨
逸
学
協
会
中
学
校
入
学
。

・
野
球
試
合
で
足
を
捻
挫
、
休
学
。

・
八
月
二
十
三
日
、
母
タ
ネ
、
チ
フ
ス
に
て
逝
去

´
四

十
五
歳
）
。

・
中
学
退
学
。

・
四
月
、
獨
逸
学
協
会
中
学
卒
業
。

・
八
月
、
第

一
高
等
学
校
文
科
入
学
。

・
第

一
高
等
学
校
文
科
卒
業
。

・
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
入
学
、
桑
木
厳
翼

博
士
の
指
導
を
受
け
る
。

・
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
卒
業
．

・
卒
業
論
文

「物
自
体
の
問
題
」
。

略

歴

菟

〓

（
大

正

三
）

一
九
茜

（
大

正

三

）

死
〓
（大
正
四
）

冗
葛
（大
正
六
）

冗
亮
（大
正
八
）

克
量
（大
正
一ｏ
）

冗
一三
（大
正
三
）

一
空

四
（
大

正

三
）

年

　

　

号

三

一

四
〇

二
九

三
〇

三
二

二
五

三
七

二
九

年
令

・
大
学
院
入
学
、
哲
学
研
究
室
副
手
嘱
託
。

・
カ
ン
ト

「プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
」
（哲
学
序
説
）
の
翻
訳

を
始
め
る
。

・
論
文

「
カ
ン
ト
学
徒
と
し
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
」
を
文
学

会
雑
誌

〈芸
文
〉
に
発
表
。

・
第
七
高
等
学
校
ド
イ
ツ
語
講
師
。

・
桑
木
博
士
共
訳

「プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
」
（東
亜
堂
）
出

版
。

・
第
七
高
等
学
校
教
授
。

・
青
木
タ
マ
と
結
婚
。

・
一
月
七
日
、
長
男
誠

一
誕
生
。

・
一
月
十
日
、
長
女
カ
ズ
誕
生
。

・
学
習
院
教
授
に
転
出
。

・
カ
ン
ト

「純
粋
理
性
批
判
」
の
翻
訳
に
従
事
す
る
。

・
カ
ン
ト

「純
粋
理
性
批
判
」
上
巻
、
翻
訳
公
刊

（岩

波
書
店
）
。

・
ド
イ
ツ
留
学
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大

学

に
学
び
、

も
っ
ば
ら
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
ホ
フ
マ
ン
両
教
授
の
講
義

を
受
講
。

・
病
気
の
た
め

一
年
半
の
留
学
期
間
を
半
歳
短
縮
し
て

略

歴

-19-



一九
兵
（大
正
三
）

昭
和

死
夭
（昭
和
三
）

冗
三〇
（昭
和
五
）

冗
三
（昭
和
六
）

四
七

克
轟
（昭
和
一９

五

一

冗
毛
（昭
和
三
）

五

三

一九
二
（
（昭
和
三
）

克
元
（昭
和
茜
）

一畠
ｏ
（昭
和
三
）

冗
里
（昭
和
一〇

一九
目
（昭
和
冗
）

冗
異
（昭
和
三
）

四

二
四
四

四
六

五

四

五

五
六   六   五  五
二   〇   七  六

年

　

　

号

年
令

帰
朝
。

・
八
月
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
助
教
授
。

・
三
月
八
日
、
父
藤
三
逝
去

（七
十
四
歳
）
。

・
カ
ン
ト

「純
粋
理
性
批
判
■
下
巻
の
翻
訳
完
了
、
公

刊

（岩
波
書
店
）
。

・
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
教
授

（西
洋
哲
学
）
。

・
文
学
博
士
を
授
与
さ
れ
る
。

・
倫
理
学
講
座
担
任
。　
　
　
・

ｏ
「
カ
ン
ト
純
粋
理
性
批
判
の
形
而
上
学
的
性
格
」
（岩

波
書
店
）
出
版
。

・
「道
理
の
感
覚
」
（岩
波
書
店
）
出
版
。

・
九
月
、
大
学
学
生
主
事
学
生
課
長
。

・
「道
理
の
感
覚
」
を
自
発
的
に
絶
版
と
す
る
。

・
「学
生
に
与
ふ
る
書
」
（岩
波
書
店
）
出
版
。

・
甲
南
学
園
理
事
長
平
生
鉄
二
郎
の
要
請
に
よ
り
、
甲

南
高
等
学
校
顧
間
と
し
て
校
長
代
行
を
つ
と
め
る
。

・
「道
理
へ
の
意
志
」
（岩
波
書
店
）
出
版
。

・
岩
波
講
座

「倫
理
学
」
編
集
顧
間
。

・
「私
の
人
生
観
」
（岩
波
書
店
）
出
版
。

・
岩
波
講
座

「倫
理
学
」
に

「人
倫
の
形
而
上

学
序

論
」
発
表
。

・
十

一
月
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
退
官
。

・
十
月
九
日
、
甲
南
高
等
学
校
長
に
就
任
。

・
「信
念
と
実
践
」
（岩
波
書
店
）
出
版
。

・
第

一
次
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
、
日
本
側
委
員
。

略

歴

一九
署
（昭
和
三
）

死
四（
（昭
和
詈
）

冗
究
（昭
和
三四）

六
五

菟
三
〇
（昭
和
量
）

ユハ
ユハ

菟
≡
（昭
和
三
〇

六
七

エハ
一二

六
四

・
教
育
刷
新
委
員
会
委
員
。

・
甲
南
高
等
学
校
校
長
を
辞
任
。
　
　
　
　
　
　
　
・

・
二
月
九
日
、
安
倍
能
成
文
相
就
任
の
あ
と
を
受
け
第

一
高
等
学
校
校
長
に
転
出
。

・
十
二
月
、
一
高
東
大
合
併
決
定
、
天
野
、
辞
意
表
明
。

・
二
月
、
第

一
高
等
学
校
校
長
辞
任
。

・
日
本
育
英
会
会
長

´
二
五
年
ま
で
）
。

・
九
月
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
．

・
「生
き
ゆ
く
道
」
（細
川
書
店
）
出
版
。

・
「若
き
女
性
の
た
め
に
」
（
要
書
房
）
出
版
。

●
日
本
学
生
野
球
協
会
会
長

（
三
七
年
ま
で
）
。

・
「
人
間
の
哀
し
み
」
（
ア
テ
ネ
文
庫
弘
文
堂
）
公
刊
。

・
「教
育
試
論
」
（岩
波
書
店
）
公
刊
。

■
「如
何
に
生
く
べ
き
か
」
（雲
井
書
店
）
公
刊
。

・
文
教
審
議
会
委
員
嘱
託
。

・
五
月
六
日
、
吉
田
第
二
次
内
閣
に
文
部
大
臣
と
し
て

入
閣
。

・
八
月
十
四
日
、
文
‐部

省
、
新
学
期
か
ら
完
全
給
食
の

実
施
を
発
表
。

・
十
月
十
七
日
、
文
部
省
、
視
日
に
国
旗
掲
揚

「君
が

代
」
斉
唱
を
す
す
め
る
通
達
を
出
す
。

・
十

一
月
七
日
、
天
野
、
修
身
科
復
活
と
国
民
実
践
要

領
に
つ
い
て
発
言
．

・
「真
実
を
求
め
て
」
（雲
井
書
店
）
公
刊
。

・
「今
日
に
生
き
る
倫
理
」
（要
書
房
）
公
刊
。

・
二
月
七
日
、
天
野
、
衆
議
院
で

「静
か
な
愛
国
心
」

年

　

　

号

年
令

略

歴
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年

　

　

号

一突
ｏ
（昭
和
霊
）

冗
杢
（昭
和
三
〇

克
杢
（昭
和
署
）

克
奎
（昭
和
三
〇

一突
四
（昭
和
元
）

死
奎
（昭
和
四９

一九
奢
（昭
和
里
）

死
充
（昭
和
目
）

一老
ｏ
（昭
和
窒
）

冗
三
（昭
和
毛
）

冗
垂
（昭
和
夭
）

克
話
（昭
和
元
）

一九
妻
（昭
和
〓一９

一九
署
（昭
和
三
）

一九
二
〈
（昭
和
垂
）

克
元
（昭
和
三
じ

六
八

六
九

七
〇

七

一

七
三

七
四

七
五

年
令

の
必
要
性
を
説
く
。

・
五
月
、
自
由
学
園
創
立
三
十
周
年
式
典
に
出
席
、

文
部
大
臣
と
し
て
祝
辞
。
　

．

ｏ
「
ス
ポ
ー
ツ
に
学
ぶ
」
（細
川
書
店
）
出
版
。

・
十

一
月
十
二
日
、
天
野

「国
民
実
践
要
領
」
の
大
綱

発
表
。

・
十

一
月
二
十
七
日
、
参
議
院
文
教
委
員
会
で
論
議
、

天
野
、
撤
回
を
表
明
。

・
「
日
々
の
生
活
」
（中
央
公
論
社
）
出
版
。

・
八
月
十
二
日
、
文
部
大
臣
を
辞
任
。

・
十
二
月
二
十
七
日
、
第
十
三
代
獨
協
中
学
校

・
高
等

学
校
長
に
就
任
。

・
二
月
十
日
、
「国
民
実
践
要
領
」
（酎
灯
社
）
公
表
。

・
十
月
二
十
二
日
、
獨
協
創
立
七
十
周
年
祝
賀
式
。

新
校
合
の
地
鎮
祭
施
行
。

・
中
央
教
育
審
議
会
委
員
委
嘱
。

ｏ
「忘
れ
え
ぬ
人
々
」
（河
出
書
房
）
出
版
。

・
「
日
々
の
倫
理
」
（酎
灯
社
）
出
版
。

・
中
央
教
育
審
議
会
会
長

（
三
八
年
ま
で
）
。

・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
よ
り
星
付
大
功
労
十
字
勲
章
を

贈
ら
れ
る
。

・
自
由
学
園
理
事
長
。

・
「高
校
生
の
た
め
に
」
（東
西
文
明
社
）
出
版
。

・
「新
時
代
に
思
う
」
（東
京
創
元
社
）
出
版
。

・
文
化
功
労
者
選
考
審
査
会
委
員

（三
五
年
ま
で
）
。

●
日
本
連
合
教
育
会
会
長
に
推
挙
さ
れ
る
。

略

歴

年

　

　

号

七
六

七
七

七
八

七
九

八
〇

八

一

八
三

八
五

八
六

年
令

・
天
野
貞
祐
著
作
集
全
五
巻

（塙
書
房
）
刊
行
。

一

「人
生
論
」

二

「教
育
論
」

三

「若
き
人
た
ち
へ
」

四

「忘
れ
え
ぬ
人
々
」

五

「随
想
録
」

・
文
化
功
労
者
受
賞
．

●
日
本
学
生
野
球
協
会
名
誉
会
長
。

・
獨
協
大
学
の
創
立
に
踏
み
切
り
、
設
置
を
認
可
さ
れ

る
。

・
「天
野
貞
祐
集
」
（現
代
知
性
全
集

・
愛
蔵
版
）
（日

本
書
房
）
公
刊
。

・
四
月
、
獨
協
大
学
初
代
学
長
と
な
る
。

（外
国
学
部
、
経
済
学
部
）

・
国
立
教
育
会
館
長
兼
務

（
四
二
年
ま
で
）
。

・
「栄
典
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
構
成
員
。

・
国
立
教
育
会
館
長
辞
職
。

・
五
月
二
十
日
、
大
学
紛
争
に
よ
り
、
獨
協
大
学
学
長

辞
任
を
表
明
。

・
獨
協
学
園
長
、
獨
協
中
学

。
高
等
学
校
名
誉
校
長
に

推
戴
さ
れ
る
。

・
九
月
、
天
野
貞
祐
全
集
全
九
巻
、
栗
田
出
版
会
よ
り

公
刊
さ
れ
る
。
（
四
七
年

一
月
完
結
）。

第

一
巻

「道
理
の
感
覚
」
（四
六
年
二
月
）

第
二
巻

「学
生
に
与
ふ
る
書
」
（四
六
年
五
月
）

第
二
巻

「信
念
と
実
践
」
（四
六
年

一
月
）

略

歴
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年

　

　

号

年
令

略

歴

冗
菫
（昭
和
四
〇

八
七

菟
菫
（昭
和
四〈）

八
九

死
富
（昭
和
四
〇

克
菫
（昭
和
三
９

死
寛
（昭
和
吾
）

一宍
ｏ
（昭
和
垂
）

九
〇

九

一

九
五

九
六

第
四
巻

「今
日
に
生
き
る
倫
理
」
（四

五
年

二

月
）

第
五
巻

「教
育
論
」
（四
五
年
九
月
）

第
六
巻

「道
徳
教
育
」
（四
六
年
九
月
）

第
七
巻

「
カ
ン
ト
研
究
」
（四
六
年
七
月
）

第
八
巻

「純
粋
理
性
批
判
」
上

（四
六
年

一
一
月
）

第
九
巻

「純
粋
理
性
批
判
」
下

（四
七
年

一
月
）

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
賞
受
賞
。

・
五
月
、
自
由
学
園
創
立
五
十
周
年
、
理
事
長
と
し
て

あ
い
さ
つ
。

・
勲

一
等
旭
日
大
綬
章
受
章
。

・
四
月
、
獨
協
医
科
大
学
創
立
さ
れ
る
。

・
野
球
殿
堂
入
り
を
す
る
。

・
「教
育
五
十
年
」
（南
窓
社
）
公
刊
。

・
竹
中
育
英
会
顧
問
。

●
日
本
連
合
教
育
会
会
長
。

天
野
、
名
誉
会
長
に
推
挙
さ
れ
る
。

・
「わ
が
人
生
」
（自
由
学
園
出
版
局
）
公
刊
。

・
天
野
夫
妻
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
入
信
。

・
二
月
六
日
、
九
六
歳
の
天
寿
を
全
う
し
逝
去
。

・
三
月
七
日
、
カ
ト
リ
ッ
ク
吉
祥
寺
教
会
に
て
密
葬
。

・
三
月
二
十
五
日
、
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
に
て
お
別

れ
式
、
午
后

一
時
よ
り
東
京
カ
テ
ド
ラ
ル
聖
マ
リ
ア

大
聖
堂
に
て
獨
協
学
園
葬

（司
式
、
ペ
ト
ロ
自
柳
誠

一
大
司
教
）
。
従
二
位
銀
杯
下
賜
さ
れ
る
。

・
十

一
月
、
天
野
等
の
編
集
に
よ
る
「九
鬼
周
造
全
集
」

（岩
波
書
店
）
全
十
二
巻
の
刊
行
開
始
。
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〈紹
介
と
書
評
〉

小
松
芳
喬
著

『鉄
道
の
生
誕
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
』

久

慈

栄

志

本
書
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
経
済
史
、
と
り
わ
け
交
通
史
研
究
の
権
威
で
あ
る

著
者
が
、
永
年
の
研
究
成
果
と
、
現
在
の
経
済
史
研
究
の
方
法
論
と
を
か
ら

め
な
が
ら
、
鉄
道
出
現
の
歴
史
的
過
程
と
そ
の
意
義
を
論
し
た
五
〇
〇
頁
に

及
ぶ
大
著
で
あ
る
。

従
来
、
か
か
る
分
野
の
研
究
は
い
わ
ゆ
る
好
事
家
の
手
に
よ
る
も
の
が
多

く
、
そ
れ
ゆ
え
に
学
問
的
体
系
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
り
、
又
は
専
門
的
内
容

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会

へ
の
貢
献
度
が
き
わ
め
て
希
薄
で
、
研
究
の
意
義

す
ら
問
わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

「社
会
史
」
が
論
じ
ら
れ
て
久
し
い
が
、
本
書
も
社
会
史
研
究
の
一
分
野

と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
随
所
に
、
単
に
趣
味
の
世
界
に
留
ま
る
こ
と

な
く
、
社
会
科
学
と
し
て
交
通
史
研
究
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
著
者
の
意

気
み
込
が
感
じ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

本
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

産
業
革
命
と
運
輸
革
命

鉄
道
前
史

ス
ト
ク
タ
ン
ー
ダ
ア
リ
ン
タ
ン
鉄
道

リ
ヴ
ァ
プ
ウ
ル
ー
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
鉄
道

経
済
史
上
の

「鉄
道
時
代
」

序
　
章

第

一
章

第
二
章

第
二
章

終
　
章

本
書
の
大
部
分
は
、

ス
ト
ク
タ
ン
ー
ダ
ア
リ
ン
タ
ン
鉄
道
及

び

リ

ヴ
ァ

プ
ー
ル
ー

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
鉄
道
の
鉄
道
史
研
究
で
あ
り
、
序
章
と
終
章
は
メ

イ
ン

・
テ
ー
マ
の
内
容
を
補
完
す
る
役
割
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
第

一
章
よ

り
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

（第

一
章
）

著
者
は
こ
の
章
で
、
近
代
的
鉄
道
の
特
質
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い

る
。
す
な
わ
ち

「特
定
の
線
路
」
、
「機
械
力
に
よ
る
牽
引
」
、
「公
共
輸
送
の

便
宜
」
、
「旅
客
輸
送
」
で
各
々
に
つ
い
て
、
鉄
道
以
前
の
状
況
を
示
し
、
鉄

道
の
有
用
性
を
論
し
て
い
る
。

鉄
道
と
道
路
の
決
定
的
差
異
は
鉄
道
が
、
運
行
経
路
上
に
特
別
の
レ
ー
ル

が
独
占
的
に
敷
設
さ
れ
る
点
に
あ
り
、

「特
定
の
線
路
」

た
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
レ
ー
ル
そ
の
も
の
も
、
十
六
世
紀
に
見
ら
れ
る
木
製
レ
ー
ル
、
さ
ら
に

木
の
レ
ー
ル
を
鉄
板
で
包
み
込
ん
だ
も
の
を
経
て
、
全
鉄
製
レ
ー
ル

（十
八

世
紀
末
期
）

へ
と
変
遷
し
て
い
る
。
さ
ら
に
馬
車
鉄
道
の
よ
う
に
馬
な
ど
の
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動
物
で
は
な
く
機
械
に
よ
る
牽
引
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鉱
山
等
で
既

に
み
ら
れ
た
人
力
又
は
動
物
に
よ
っ
て
綱
を
巻
き
上
げ
る
方
式
で
は
な
く
、

蒸
気
機
関
車
に
よ
る
牽
引
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、　
一
カ
所
固
定
式
か

ら
移
動
牽
引
方
式

へ
の
発
展
が
近
代
的
鉄
道
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。公

共
性
に
関
し
て
は
、
鉱
山
鉄
道
（軌
道
）
の
如
く
、
特
定
の
目
的
の
為
、

利
用
対
象
者
が
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

″
不
特
定
多
数
の
旅
客
が
、　
日

的
を
問
わ
ず
に
利
用
し
う
る
″
段
階
を

″近
代
″
の
目
安
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
評
者
と
し
て
は
幾
分
、
物
足
り
な
さ
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
産
業
革
命

時

に
お

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
鉄
道
と
並
び
急
速
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

運
河
と
の
関
連
が
欠
如
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
馬
力

（畜
力
）

で
は
い
け
な
い
の
か
、
機
械
に
よ
る
牽
引
に
対
す
る
民
衆
の
期
待
度
、
需
要

度
、
必
然
性
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

「馬
の
飼
料
で
あ
る
穀
物
価
格
の
高
騰
」
（∞
頁
）
の
み
で
は
、
経
済
的
説
明

と
し
て
は
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。

（第
二
章
）

一
八
二
五
年
九
月
二
七
日
、

つ
い
に
開
通
式
を
迎
え
た
ス
ト
ク
タ
ン
ー
ダ

ア
リ
ン
タ
ン
鉄
道
に
つ
い
て
、
建
設
に
至
る
道
の
り
、
会
社
設
立
、
そ
し
て

開
通
式
当
日
の
様
子
な
ど
実
に
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
八
二

一
年
春
の
国
会
審
議
に
お
い
て

「ダ
ラ
ム
州
の
奥
地
か
ら
（中
略
）

石
炭
、
鉄
、
穀
物
、
そ
の
他
の
貨
物
を
輸
送
す
る
の
が
容
易
に
な
り
、
し
か

も
逆
方
向
の
商
品
輸
送
も
容
易
に
な
る
の
で
、
付
近
に
あ
る
所
領
の
進
歩
に

資
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
‐１２
１
‐１３
頁
）
と
し
て
可
決
さ
れ
、
当
該
地
方
の
地
主
、

商
工
業
者
ら
に
よ
っ
て
会
社
設
立
の
運
び
と
な
る
。

さ
て
、
開
通
式
当
日
の
も
よ
う
は
、
豊
富
な
写
真
、
図
版
、
絵
等
を
使
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
視
覚
を
経
て
鮮
明
に
読
者

へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ル

ド
ン
駅
で
は
、
見
物
人
の
長
蛇
の
列
、　
プ

ラ

ス
バ
ン
ド
の
演
奏
、
教
会
の

鐘
、
列
車
に
試
乗
す
る
人
々
の
歓
声
な
ど
が
、
ま
た
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
駅
で
の

石
炭
の
貧
民

へ
の
支
給
、
終
着
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
駅
で
の
国
歌
演
奏
、
数
万
の

群
衆
に
よ
る
万
歳
三
唱
、
夜
の
大
宴
会
等
々
が
著
者
の
名
文
と
図
版
に
よ
っ
　
　
・

て
浮
び
あ
が
り
、
社
会
史
、
技
術
史
分
野
に
お
け
る
、
写
真
、
図
版
の
有
効

　

Ｚ

性
の
高
さ
を
知
ら
し
め
た
と
言
え
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
、
著
者
は
こ
の
鉄
道

へ
の
評
価
を

「近
代
的
鉄
道
生
誕
直
前
の
過

渡
的
存
在
」
（
＝
頁
）
と
下
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
経
営
の
未
熟

さ
、
蒸
気
機
関
車
の
不
完
全
さ
、
複
数
の
馬
車
鉄
道
業
者
に
対
し
、
有
料
で

レ
ー
ル
の
使
用
を
認
め
た
、
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、

最
初
の
近
代
的
鉄
道
は

「リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
ー
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
鉄
道
で
あ
る
」

（鵬
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。

（第
三
章
）

前
章
以
上
に
詳
細
な
叙
述
で
あ
り
頁
数
か
ら
み
て
も
第
三
章
が
本
書
の
お



よ
そ
半
分
を
占
め
て
い
る
。

本
章
で
は
、
国
会
に
お
け
る
法
案
通
過
か
ら
会
社
設
立
に
至
る
ま
で
の
紆

余
曲
折
、
開
通
式

（
一
八
三
〇
年
九
月

一
五
日
）
と
そ
の
当
日
の
ハ
ス
キ
ス

ン
の
横
死
と
い
う
一
大

ハ
プ
ニ
ン
グ
、
開
通
後
の
経
営
状
況
そ
し
て
、　
一
八

四
五
年
に
、
グ
ラ
ン
ド

・
ジ
ャ
ン
ク
シ
ャ
ン
ヘ
の
合
併
ま
で
の
歴
史
を
扱

っ

て
い
る
。
内
容
が
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
為
、
紙
数
の
都
合
上
、
個
別
的

顕
彰
は
避
け
る
が
、　
一
八
二
五
年
の
国
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、
既
存
の
水

運
業
者
と
地
主
の
強
い
反
対
に
よ
り
、
鉄
道
法
案
が
流
れ
、
二
六
年
に
よ
う

や
く
条
件
付
き

（リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
市
中
で
の
蒸
気
機
関
車
の
使
用
禁
止
）
で

認
め
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
開
通
式
当
日
、
建
設
促
進
に
尽
力
し
、
自
由
貿

易
を
主
張
し
て
い
た
国
会
議
員
ハ
ス
キ
ス
ン

（‘Ｓ
〓
Ｆ
ヨ

ロ
房
江
∽８
じ

が

誤
っ
て
線
路
上
に
降
り
立
ち
、
機
関
車
に
脚
を
ひ
か
れ
九
時
間
後
に
死
亡
す

る
事
件
な
ど
が
印
象
に
残

っ
た
。
同
鉄
道
会
社
の
そ
の
後
の
経
営
は
き
わ
め

て
順
調
に
進
み
、
経
営
の
公
開
、
合
理
化
に
も
努
め
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
地
方

の
旅
客
、
貨
物
の
新
規
需
要
を
喚
起
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
鉄
道
会
社
は
、
営
業
規
模
拡
大
の
為
、　
一
八
四
五
年
に
、
バ
ー

ミ
ン
ガ
ム
と
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
を
結
ん
で
い
た
グ

ラ

ン
ド

・
ク
シ
ャ
ン
と
合

併
、
翌
四
六
年
に
は
巨
大
会
社
ロ
ン
ド
ン
＆
ノ
ー
ス
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
レ
イ
ル

ウ
ェ
イ
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ
に
鉄
道
時
代
の
到
来
を
迎
え
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
評
者
が
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
初
の
本
格
的
な
鉄
道
史

研
究
書
と
い
え
る
。
こ
と
に
第
二
、
第
二
章
で
は
、
膨
大
な
量
の
原
資
料
、

論
文
が
引
用
さ
れ
、
註
も
詳
細
で
親
切
で
あ
る
。

ま
た
、
文
中
に
は
種
々
の
統
計
資
料
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
計
量
経
済
学

の
方
法
論
が
、
社
会
史
分
野

へ
も
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る

。最
後
に
雑
感
を

一
言
加
え
る
と
す
れ
ば
、
本
書
が
あ
ま
り
に
も
忠
実
な
ま

で
に
事
実
の
再
現
に
終
始
し
た
為
、
意
義
な
り
、
背
景
等
の
掘
り
下
げ
に
甘

さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
。
鉄
道
開
通
式
に
お
け
る
乾
杯
数

ま
で
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
若
千
の
疑
間
を
覚
え
た
次
第
で
あ

る
。

一

と
は
い
え
、
か
か
る
課
題
が
、
本
書
の
価
値
を
何
ら
低
め
る
も
の
で
は
な

　

２５

く
、
著
者
の
多
大
な
研
究
努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
読
者
諸
兄
に
是
非

一　
　
一

読
を
お
す
す
め
し
た
い
書
で
あ
る
。

（財
団
法
人
清
明
会

・
清
明
会
叢
書
、　
一
九
八
四
年
十
月
刊
）





習でなく, ドイツの都市,そ こでの生活を体験することによって生徒への教授法を研

究する点に意義があった。

シュピンネル家では 100年前の資料が昨日のもののように保存されており,それに

出会ったときは感 激 の あまり興奮してしまった。シュピンネル家でもシュピンネル

が,獨逸協会学校で教鞭をとり,重要な地位にいたことなど,殆んど知らなかった。

シュピンネルの子孫に彼の 100年前の日本での活躍の一端が紹介できたことをうれし

く思う。今度の資料を分析 し,本学園史の ドイツ語関係の研究の出発点としたい。

参考文献

○岩波西洋人名辞典 (1981,岩波書店)

○来日西洋人名辞典 (1983,紀伊国屋書店)

○日本に於ける自由基督教と其先駆者一普及福音教会五十年記念 (三並 良)文章院出版部一

(昭.10)

〇独逸普及福音新教伝道会の成立からその日本伝道開始までの事情について (堀 光男)一東

洋大学紀要 (教養課程編)17(昭.53.3)

○独協百年 (1～ 5)獨協学園百年史編纂室 (昭.54～昭.56)

○目でみる独協百年 獨協学園百年史編纂室 (1983)

○お雇い外国人 (1976.鹿島出版会)

―

“

一



一般市民に対しても重要な役割を果 していたことを物語っている。

夕食の卓を囲みながら Regula女史は次のような興味ある話をしてくれた。

Spinnerと いう家名は ドイツ語の Spinnenに 由来 している (Spinnenは 〈糸を

紡 ぐ〉という意)。 Spinner家 はその昔,ZiriChSee(チ ューリッヒ湖…ZiriChの

町から郊外に拡がる広大な湖)の裏の山奥に住 ん で い て,自分の家でつくった

製品を山奥から出てきて,湖を船で渡りながら ZiriChの 町に売りに行ったそう

だ。この家や地所は, Wilfried Spinnerが, 外国 (日 本も含め)から帰国した

あと1914年 に手に入れた。

Spinnerと 言う名前は ドイツ語では変人① (IdiOt)の 意味があり,よ くからか

われた。Spinnerと いう姓名はスイスでも非常に少ない。等 ,々

Spinner家 の人々と夕食を共にしながら,貴重な話を聞くことができたのは幸福で

あった。しかし,Regula女史の話しにもたびたび出てきたが,Wilhed Spinnerが

19世紀末来日したとき,資格としては宣教師であり, 日本とSpinner家 のつながりも

キリス ト教 (福音新教伝道会)関係のみであるということである。獨逸学協会学校の

ドイツ語教師として氏が活躍 したことは折に触れて言及されているが,そ の子孫の内

では全く記憶されていない。今回,氏が獨逸学協会学校でその創立時重要な地位を占

めていたことを紹介すると, Regula女史, 2人の曽孫は一層,新 しい認識を持ち,

祖父,曽祖父が 100年前日本で伝道だけでなく, ドイツ語 。ドイツ文化を専門に教え

ている学校の初代 ドイツ人教師の一人であったことに大いに誇りをもった よ うで あ

る。

ヨーロッパの夏の夜は長い。 8時になってもまだ明るく,外で歓談できる楽 しい季

節である。夕食後,薄暮の庭で 1∞ 年前の大先生の曽孫と卓球ゲームに興じながら,

100年の歳月の重みと,そ の子孫に親 しく会えた喜びを心に深くきざんでいた。十分 ,

資料を見せてもらい,ま た,貴重な話 しを聞いたあとSpinner家 を辞 したのは,長い

夕暮がくれかけようとしている9時半であった。あたりはまだうっすらと明るく,昔 ,

Spinnerの 先祖が手作りの品を持って渡ったであろう ZiriCh∝eの湖面に月の 光 が

影を落していた。

4. おわりに

1985年夏の ドイツ・ベル リンにおける講習会ではその中で習得 したことはもちろん,

参加各国の ドイツ語教員と親 しく話す機会を持つことができ,ま た各自の学校での体

験を出し合って話 し合ったことは貴重な財産となった。また,こ の講習が単に語学講
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付表 5

Spinnerの 日記 (日 本旅行について記している)

- 46 -

‐移 九義:ルを′マ～‐|´″■
`′

'11‐

 |                                                                                    =二 :|:||二::::::二・::11::.=:.=:::.11                1 1 1 1

ノ

r‐マ1,イ |:■
//



乞 7

ー お ー

委 員

ド ュ ル ン ・ ル ヒ

ミ ハ エ リ ス

ベ ），，， ッ

ン カ 岱 演 訛 后 五 分 I u j チ 経 テ 再 ヒ 同 題 チ

（ 去 ル 一 月 八 日 ． プ ァ ル レ ル 、 ス ピ ン 子 ル 君 l 演 セ ラ レ ク ル 罷 馬 ）

府 古 物 探 究 詑 ハ 日 本 語 二 翻 諄 ． ／ 上 或 ル 雑 誌 ー ー 出 ス ベ シ

四 月 廿 三 日 月 曜 日

四 月 九 日 月 曜 H

常 冬 季 ヨ 9

三 十 分 ヨ 9 獨 逸 語 チ 以 テ 音 通 學 術 二 闘 ス ル 演 説 有 之 候 二 付 愛 二 委

員 等 謹 テ 諸 君 I 沢 臨 チ 睛 ブ

ル 演 既 左 ／ 如 シ

l 月 三 十 日

1 ] 月 十 三 日

ド グ ト ル 、 ワ イ ペ

ド グ ト ル 、 ベ 長 吝 論

プ ァ ル レ ル 、 シ ュ ｀ ｀ ｀ ー デ ル 君 ア ッ シ リ ッ シ ュ 、 バ ビ ロ ン 文 化 上 ／ 新 窃 凡

隠 購 厖 城 チ シ テ 大 ナ ラ シ メ

共 同 生 計 紐 合 論

智 育 及 逍 徊

口 繹 セ シ ム

傍 賂 ハ 無 料 ナ レ た 入 堪 ロ 二 （ 集 金 箱 ） チ 置 キ 有 志 諸 君 ／ 寄 附 チ 乞 ヒ 以

テ 演 祁 ， 、 股 J l l チ 耕 シ 其 歿 額 チ 以 テ 日 本 慈 普 ， 、 目 的 二 充 テ ン ト 欲 ス 」

殊 瓦 二 御 婦 人 方 ／ 賞 臨 セ ラ レ ン 1 チ 希 望 ス

千 八 百 八 十 八 年 一 月 廿 三 日 東 京 二 於 テ

淫 渾 洲 丑 S 頗 囲 ． 苫 沖

ス ピ ン 子 ル

上 記 9 高 告 ハ 先 i - U l ン ク ル 入 塙 券 9 補 足 ツ 又 j E 誤 ス ル モ ノ ト ス

抑 用 ノ 方 ハ 麹 町 厄 上 二 番 町 十 五 番 地 ド ク ト ル 、 • - 『 ハ エ リ ス ニ 罰 皿 ・ 合 9

仰 脱 鉦 二 殊 更 ー ー 郵 便 端 軒 9 以 テ 招 籾 ス ル 9 ア ル ペ ン 其 端 祁 ハ 直 チ n

入 坪 券 ＝ 代 川 ス ル 1 ヲ 伯
）レ ッ 君

一 月 十 二 日

一 月 廿 六 日 月 曜 H F グ ト ル 、 ヘ ー リ ン グ 君

月 曜 日 ル ト 君

二 月 廿 七 日 月 曜 日 ド グ ト ル 、 ラ ー ト ゲ ン 君

月 曜 日 ペ ー 、 ヱ マ ン 君

月 曜 日 ド グ ト ル 、 ミ ハ ヱ リ ス 君 刑 罰 統 計 及 逍 徳

規 定 シ ク

コ ル グ ／ 出 慮 及 其 製 造 法

近 代 交 通 ／ 碩 逹

ツ 橋 外 帝 國 大 學 購 義 室 二 於 テ ニ 週 間 悔

1 1 午 後 正 五 時

獨 逸

五 ロ
1 - l - P  學 訛 演 説

H 浙 4



DEUTSCHE VORTRÄGE. 
-O❖❖O-

Im kommenden Winter soll eine Reihe von Vorträgen in deutsclier Sprache 
allgemeinwissensclrnftlichen Inhalts gelrnlten werden, zu denen Sie das unter
zeichnete Comite hierdurch ergebenst ein1adet. Die Vorträge finden alle 14 Tngc, 
je 5½ Uhr :Kaclnn. praecise in der Vortragshalle der TEIKOKU DAI GAKU 
KoGIHITSU fo HITOTSU-BASIII statt. 

Es sind folgende Y:irträge angemeldet: 
}Iontag den 30. J,mnar. 

13. Februar. 
Dr. Michaelis über „Strafslatistik and ]lfornl." 
P. Ehmann „die He,·kunft des Korks und ·seine Gewiunnng." 

27. ,, 
12. :März. 
26. ,, 
!! • .April. 

,, 2:3. 

Dr. Rnthgen „die modernen Verkehrsmittel." 
Dr. Weipert „Erwerbs-und Wirthscbafts-Genossenschaften." 
Dr. Hering „verstnncles-Bildnng nnd :Moral." 
Dr. Baelz ,, ,,Langes Lehen. 
Pfr. Schmiede! ,, ,,Die Neu-Entdeckung der assyrisch-babs-lonischen 

Knltnr." • 

(Der von Pfr. Spinner -am 8. Januar gehaltene Vortrag über „Römische Wanderungen" wird 
demnächst in japanische,· Sprache in einer Zeitschrift veröffentlicht werden.) 

Um die Vorträge einem weiteren Kreise zugänglich zu machen, werden diesel
lien am Schluss, nach einel· Pause von 5 Minuten, in japanischer Sprache wiederholt 
werden. 

Der Eintritt zu clen Vorträgen ist frei, doch wird am Schlusse am Ausgang 
ein Sammel-Kasten aufgestellt werden, dessen Ertrag, nach Abzug der Kosten, für 
einen japanischen W ohlthätigkeits-Zweck venranclt werden soll. 

Ausdrücklich wird um die Betheiligung der Damen gebeten. 

TOKIO DEN 23. JANUAR 1888. 

DAS COMITE: 

DR. BAELZ. FRHR. VOX DOERKDERG. DR. MICHAELIS. PFR. SPINNER. 

NOTIZ: 

Die vorstehende :Mittheilnng dient den früher ausgegebenen Karten znr Ergänzung bezw· 
Berichtigung. 

Zu den einzelnen Vorträgen wird durch heso,idere Postkarte eingeladen werden, die zugleich 
als Eintrittskarte gilt. 

Anfragen sind zu richten an Dr. G. Michaelis, Kojiwnchiku Kaminibnncho 15. 
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Spinner家 にある肖像画     孫 Regula女史 (左)と 2人の曽孫との夕食

所蔵されていた。その中には ドイツ語演説会のチラシ (付表-3,付表-0や Spinner

先生に提出した獨協生の独作文添削答案の多数も保存されていた。また Spinnerの 肖

像画や彼の貴重な著書や日記も見ることができた。

この演説会のチラシを見ると講師には当時の ドイツ人の壮々たるメンバーが名を連

ねている。

○ミハ エ リス (Georg Michaelis)… …法学ベルリン地方裁判所検事局候補官

後に ドイツ帝国宰相・ポメルン州首相 ,

獨協学校専修科教授・教頭 (1885～ 89)

○ヘ リ ン グ (Otb HerrinD… …獨協学校専修科教授

○ラー トゲ ン (Karl Rathgen)・・…・東大教授,マ ールブルク大教授,獨協学校専

修科教授

○エ ー マ ン (Dr.Ehmann)・・…・宣教師 。学習院教授

○ベ  ル  ツ (Dr.Baelz)・・・・・・医師 。東大教授

○シュミーデル (PL SChmiedel)・ ……宣教師後ゲテルギムナジウム教授

○ヮ イ ペ ル ト (Dr.・Weipert)・・・…領事・法学者

○ドルンベルヒ (VOn Dr.DoernberD… …獨逸学協会員・ ドイツ領事館公使

興味深いのは,こ こにベルツが名を連ねていることである。シュピンネル, ミハエ

リスら獨協学校関係者とベルツが密接なつながりを持ち,演説会を主催 している。獨

逸学協会及び獨協学校が, ドイツ語教育においてただ学生にに対 してだけでなく広く
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ner)家を訪間する企画をたてた。前述講習終了後,どのような方法で Spinner家 を捜

し出すか,大きな課題で,日 本出発後講習中もいつもこのことが頭を離れなかった。

出発前,本校で同僚と今回の訪欧計画について話 しているうち,体育 科 萩 野 氏よ

り,元本校体育科教諭で,現在スイスを中心にヨーロッパ全域にわたって,合気道の

師範として活躍 している池田昌富氏が, ZiriChに 居住 していることを知らされた。

池田氏は本校昭和34年卒で,体育大学卒業後柔道を主に体育教員として一時,本校に

勤務されたのち,渡欧された。日本文化にも造詣の深い先生である。

ベル リンの講習中,氏と連絡をとったところ,講習終了直後 ZiriChを 訪れること

が約束された。1985年 7月 23日 に Berhnを 出発 して Hamburgの 友人宅に一泊した

のち, 7月 24日 ,HannOVer経 由で空路 ZuriChに 到着 した。 ドイツとスイス,国は

異るが ドイツ語を使い日常生活には全く違いのない両国である。 ZtriCh国 際空港に

氏の出迎えを受け,久 しぶりに氏宅で和食に舌つづみをうった。ビールもドイツビー

ルとは一味違う日本のビールを賞味しなつか しい味であった。

Spinner家 は Zdlikon在 住とは判明しているが,Z011lkOnの どこの場所か定かで

ない。どのようにして Spinner家の住所を探 し当てるか,ZtriChの事情を聞きなが

ら相談 したところ,日 本の (N.T.T.)104に相当する電話番号案内が一番親切である

という。翌日,早速その方法で Spinner家 の住所を尋ねた。局は親切に住所を教えて

くれた。池田氏の案内で ZiriChの 中心部から市電で町外れまで行き(注 2),更 に国電

か郊外のバスで一駅先の Z01likOnに行った。教えられた住所を地図で確認 しながら

Spinner家 を捜した。

獨逸学協会学校で教鞭をとった Wilfried Spinner,そ の子息 Gerhard Spinner,

そして現在,そ の子女達 Wilfridと Regulaの 兄妹とその家族が ZdlikOnに住んで

いる。連絡をとったところ,Regula Spinner女 史と話ができ, Spinner家を訪間で

きる見通 しがついた。Spinner家 は ZiriCh郊外の ZdlikOnの 住宅地にあり旧来の立

派な家である。

7月 25日 ,Regula女史と2人の甥 (Wilfrid氏 の子息)に迎えられて Spinner家の

門をくぐった。番地の少 し違うところに Regula女 史の家とWilfrid家がある。ヽVilfrid

氏は Urlanb(休 暇)で長期不在のため会えなかったのは残念である。来訪の趣旨を

説明し,そ の中で獨協学園 (獨逸学協会学校の後身)と Wilfried Spinner氏 (先代)

の関係を強調したところ非常に歓待され,奥の書斎に案内された。書斎にはまだ整理

されていないとは言え,当時の獨逸学協会学校関係の貴重な資料が,箱の中に無数に

(& 2 ) Tiefenbrunnen.
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3.S'mer(シ ュピンネル)家訪間一ZuriCh―

1881(明 治14年)独逸学協会が創立された。その経緯については「獨協五十年史」

に詳 しく記述されている。青木周蔵,平田東助,山脇玄,荒川邦蔵,橋本綱常,萩原

三桂の諸氏が明治の初めに ドイツヘ留学 している。青木はその中で次のように提言 し

ている。一
即ち,我等は人を癒す医者になるのも必要であるが,国家を診る医者に

なるのもまた必要である。それには堅実なる独逸の政治法律の学問を学ぶ必要がある

と。これによって方向転換をしたのが青木周蔵,山脇 玄,平田東助,荒川邦蔵の諸

氏であっのである。これが法政方面の独逸学輸入の端緒となったのであり,又,実に

独逸学協会の創立ともなるのである。一
協会の主たる事業は 3つ あった。第 1に翻

訳,第 2に月刊誌の発行,第 3学校の開設である。 (獨協 50年史,第 8ペ ージ司馬享

太郎文)。 その後,1883年 (明治16年)10月 22日 開校された。 (同 12ペ ージ～13ペ ー

ジ),初代校長は西周氏。幹事山脇玄氏。教務手塚定二郎氏。庶務益森氏。一般教員 ,

独逸語手塚定二郎氏,生田美則,木村松太郎,谷口秀太郎の各氏と余 (筆者〈注〉司馬

享太郎),数学井口榮治氏後に一名,波木井九十郎を加へ漢学に明石孫太郎氏後二人 ,

独逸教師はシュピンネル (宣教師),ヘ ーリング (独逸から最初に呼んだ)。 (同 16ペ

ージ)。

上記のように,1883年に獨逸協会学校が創立されたときからシュピンネルが名を連

ねている。一
シュピンネルは英国に 3か月滞在 し,ニ ューヨークとサンフランシス

コを経由して日本に着いたのは,1885(明 治18年)9月 8日 であった。ヘーリングは

すでに約半年前に東京の獨逸学協会学校に着任し,牛込佐内坂上に住んでいたが, シ

ュピンネルは初めてこのヘーリング宅に身を寄せ,数 日後日築地明石町の外国人居留

地に一家を構え,10月 の初めには神田駿河台鈴木町 12番地へ移っている。 (独逸普及

福音新教伝道会の成立からその日本伝道開始までの事情について
一 堀 光男 〈東洋

大学紀要教養課程編第17号,昭.53-3〉 。

本学園百年史のなかでシュピンネルの存在は大きく,そ の研究を独自に進めなけれ

ばならない。本学園史「目でみる独協百年」にも見られるようにシュピンネルは獨逸

協会学校発足時ユニークな ドイツ語教師であった。本学園百年史委員としてで研究を

進めるうち, シュピンネルの子孫がスイス・チューリヒ郊外ツォリコン (Z01likOn)

に在住 していることが判明した(注 1)。 本史編纂室小池委員長,斎藤主任の依頼により

この機会にチューリヒ (ZtriCh)郊外ツォリコン (Z01hkOn)の シュピンネル (Spin‐

(注 1)東洋大学紀要,堀光男著 く独逸普及福音新教伝道会の成立からその日本伝道開始まで

の事情について〉……13ペ ージ 〈注-13〉
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(3)学習状況

20課終了後,副教材 (読み物)と して並行使用。

④視聴覚教材 :ビ デ オ
ー 国立国語研究所「日本語教育映画」

交国際流基金「ヤンさんと日本の人 」々

スライド
ー 国際交流基金 スライドバンク

自作スライド

視聴覚教材は,文型練習の補助や聞き取り練習などに使用する他, 日

本事情の紹介にも活用している。

学年
文  法 。表  現 文 字

教   材 学習課・内容のポイント 教  材 学習内容 学 習
漢字数

8 自作プリント /準備段階としてあいさつなどの簡単ヽ
なヽ表現を学習          ノ かな入門 ひらがな

15

58

95

9 自作教 科書

L.6
動詞:行/来/帰,助詞 :「へ」,「に」

―は{=晶8}-0行きます。

10

L.13

形容詞の使い方 ;高い山,有名な山

願望の表現:一 たいです。

11

L.16

te‐FOrmの 使い方Ⅱ

進行・状態:一 ています。

新出漢字の学習が

中心となる。教科書

の内容と結びつけた

練習問題,書き取り,

作文などで読み書き

の力をのばす。

L.21
nal‐ FOrmの 使い方

― ないで下さい。

一 なければなりません。

一 なくてもいいです。

12

/日本事情 ヽ
| シ lサ ーズ l

日ヽ本の地理ノ

152
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修科目に採り入れていることに注目したい。当校では持田節子氏が専任教員として大活躍され

ており,西独における日本語中等教育のメッカとなっている。当校の校長 Georg Banod氏 は

1984年 10月 本校を来訪されて授業を参観されたのち,生徒や教員と懇談された。また,本校か

らも1985年常任理事や ドイツ語科教員が当ギムナジウムを訪間すると共に,教科書など書物の

交換や生徒間の文通も進めて交流を深めている。参考までに持田節子氏の作成 され た 1984/

1985の WeierhOf校 における日本語教育計画を示す。

Gymnasium Weierhofの 日本語教育

持 田 節 子

-1985年 3月 現在の現状及び問題点について
一

(SChuliahr 1984/85)

(1)現 状

(注)①  l授業時間は,45分間である。

② 近郊の州立Gymnasiumか ら日本語クラスに特別参加している9

年生の生徒3名を含む。

③ ll年生,12年生の第3外国語としての日本語は選択必修の場合と

自由選択の場合とがある。

(2)教材及び学習内容について

・ 教材一 ①自作教科書 :Gymnasiumの生徒に適した教科書を開発中。

30課で初級終了程度 (語彙約 800,漢字約 250,初級文

法,表現)を 目標とする。

教科書に合わせた練習帳,文法説明,ハ ンドブックなど

も準備中。

②「かな入門」(国際交流基金):一部を ドイツ語訳に変えて使用。

③日本事情シリーズ「東京」,「日本の地理」 (日 本語教育学会):教科書
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気づく。このような貴重な経験を以後の授業に一つでも多 く採り入れたぃ(3)。

<注 1>
この他,こ とばに親じむ方法として次のような授業案も披露された。

o Kennenlernspie卜・ 人について書かせる。(形容詞などの練習)

〔最初紙面で自己紹介したゲーム〕

o Assoziogramm・・・Berlinを 中心に知っていることを紙に書 く (絵,歌,マ ンガなど)

〔教室ではドイツを中心に,ま た現在の事項を中心に拡大できる〕

o Lied Ltickentext¨・グループに分けてそれぞれ異った節文を考えさせる。行や順を変えて考

えさせる。

〔一部の単語を隠して,穴埋めなどの練習にも用いる〕

o Montagespie卜 ・ 最初にことばを与えて,次に Filmを見せる。

(逆 も可能)

O ZuOrdnungSpuZZle・ ・。一枚の紙文字を記入して適当に切り,組み合わせる。また,熟語,諺

などを用いる

O Burgerbefragung・ ・・市 民へのインタビューで都市の様子を知る

く注 2>
西側では西ベルリンを West-Berlin

West Berlin
Berlin-West
Berlin (West)

と表している。これに対して

|

|

|

東側は一貫して WeStberlinと 表記している。

<注 3>
近年,西独では日本語熱が高まっている。その中で,ラ インラント・ファルツ (Rheinland‐

PfalZ)州 ,ワ イエアホーフ (WeierhOf)に あるギムナジウムで, 1980年より日本語を正課授

業に採り入れている。その他の都市でも数多く日本語の授業をしている学校が見られるが,ク

ラブ活動や自由選択科目として授業している。しかし Gymnasium Weierhofで は,西 ドイツ

ではじめてこの形態 (Neiguns‐gruppeく課外活動〉)の他, 第 2外国語や第 3外国語として必

WeierhOf校の BanOd校長と持田さん (後

は校舎とグランド)
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も日常的なものが多 くなっている。新 しい教科書の他特に,ス ライドやビデオの紹

介が多かった。ビデオである場面を生徒に見せて,す ぐにその場面を数人の生徒に

演じさせて言いまわしを習得する方法も目新 しいものの 1つであった。講師が我々

参加者の一人一人に,「こ の教 材, この方法が学校の生徒に適 しているかどうか」

質問していたが,参加者同志も体験を討論したのも参考になった。

10)時事テーマ調査

講習も終りに近づいて最後の調査になった。テーマは時事問題で,住宅事情,余

暇,青少年の生活,新聞社見学などが用意されている。それぞれ担当の役所や会社

を訪問してインタビューして,そ の結果をグループ討論で発表するものである。

11)ゼ ミナールのまとめ
―

終りの集い

3週間のゼ ミナールのまとめとして終りの 2日 間, 2つ のグループでまとめの記

念集を作成した。 1つは 2週間の経過を新聞形式にして編集した。イタリアの活発

な男性が編集長となり参加者一人一人に役柄をつけていた。私はどういうわけか超

まじめに見られたらしい。物語の中で警官役になってしまった。もう一方のグルー

プはスライ ドでやはり3週間の物語りを作成した。私が講習中,そ の様子をカメラ

に納めていたが,そ のフィルムとあと仲間数人のものを合わせ使用した。両方共 ,

講習の経過とはそれ程密な関係もなく,楽 しいス トーリーに仕上げられたのは,編

集グループの中のイタリアの人達が積極的に意見を言ったからであろう。国民性の

違いというか,底抜けに明るい彼らには見習う点も多い。

以上,講習の概要であるが,こ の他 3週間宿泊の世話をしてくれた各家庭の人々

(Gastgebeつ の歓迎の夕べを開いた。そのとき各国のお国自慢を披露することにな

ったが,我々日本人グループ 2人は参会者全員に “漢字クイズ"を してみた。漢字

を示 してその意味を 3つ ドイツ語で出し当てるクイズである。おもしろかったのは

“山"を,①Berg(山 ),②BahnhOf(駅 ),③Flu3(河),の意味で示したところ答

えは②が一番多かった。ヨーロッパには行止り式の駅が多く「山」がその駅の形態

に似ているということから出た結果である。

3週間の講習も終ってしまうとアッという間であった。講習では,語学の授業はた

だ単に「ことば」に関することだけでなく,こ とばを基本にそこから拡がる思想や文

化,人々の生活習慣や制度を十分理解したうえ,こ とばの教授に活かさなければなら

ないことを痛感させられた。我々は語学ということばのみにとらわれがちであるが,

語学程裾野の広いものはない。書物で外国語の単語一つを理解したとしても,実際,

現地を見て,人 々の生活や文化に触れるとその語が全く別の意味を表していることに
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である。学校には地域の図書館も併設されていて,書物の他, ビデオやディスクの

装置も完備しており,共に気軽に市民が利用できるようになっている。 校 長 や教

頭,語学主任の説明を受けたのち,日 当の日本語の授業を参観した。日本では高校

生に相当する生徒が簡単な日本語の言い回しや日本文化を学んでいた。ひらがな,

カタカナや簡単な漢字の書き方や意味も早いペースで学んでいた。日本語を勉強す

る際,教員にも生徒にも多 くの悩みがあるが,特に教材には,内容的には生徒の年

齢にふさわしいもので,使用語や表現の比較的やさしいものがないというのが困る

ことだ,と いう。また, 日本人や日本文化に接する機会も少なく書物からだけでは

生徒もなかなか理解できないということである。これはちょうど我々が日本で ドイ

ツ語を学ぶときと同じ悩みである。

ゲザム ト・シューレなので,生徒のすべてが大学を目指 しているわけではなく,

半数近くは, 日本で言う中学卒業や高校卒業の段階で就職している。進学者と途中

で就職する者との調和にも苦労していると言う。日本語学習を奨励するにはぜひ日

本を訪間させたいというのが同校関係者の大きな希望で,本校との連絡も密にした

いと話 していた。本校から生徒の作文集や教科書を送ったところ大いに参考になる

という返事が届けられた。

Goetheの教室で例によってグループ報告を行ったが, ベル リンで日本語の授業

を見学したというので参加者の興味を引いた。また, 日本の学校制度の違いも説明

を求められたが,殆んど予備知識がなく,依然として欧米人には日本は遠い存在な

のである(注 3)。

9)新 しい教材を使っての研究

先述の如 く,語学教育の目的がすぐに使える語学ということで,教科書のテーマ

Gustav Heinemann-Schule O)a :,/ 3 - z
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が,依然として西側とは20年程度の差が存在する。特に目立つのは食料品不足であ

る。昼食のとき, レス トランヘ向うと長蛇の列で 1時間程待たなければならない。

メニューには西と同じ程の品目が並んでいるのでウェイ トレスに好みの品を注文す

ると “ない"と いう返事の連続である。結局,何が あ るの か尋ねると 2～ 3品 し

かない。また果実は特に深刻で,なかなか手に入らないことも多いそうだ。町での

まとめは後程記すことにして,帰途の検間所通過は一層厳重であった。我々日本人

には比較的寛大であるが西ベル リン市民には, トランク,パ ックのすべてを開けて

確認 し,ク ッションのようなものはレントゲン検査にかけて調べていた。パスポー

ト検査が 3回 あり,時間は40分以上を要した。夕刻,往きと同じルー トで西に戻っ

たが,ホ ッとする気持を感じると共に,空気まで東とは違うように思うのはなぜだ

ろうか。

翌日,東ベル リン訪間のまとめをした。例によってグループ作業で各自のレポー

トを報告する。前述の街路・建物の復興や食料品の不足についてはほぼ全員が記述

していた。その他目立つのは東ベルリンの方が西ベル リンより清潔であること (ゴ

ミが落ちていない),軍人や警官など制服組 が町中で非常に目立つことが指摘され

た。東で歴史展を見学した者から,西側と異り歴史も東側の解釈でのみ示されてい

ることも出ていた。しかし,1日 ベルリンからの文化施設が東側にたくさんあるため

か,オ ペラ演奏など評価は高かった。(注 2)

つ 学校訪間・調査

め 専門家による学校制度についての説明

見学・訪間の中では学校訪間が一番興味深かった。見学の前に制度の説明があっ

た。 ドイツでは小学校 (Grundschule)の 4年生のあと, ギムナジウム (Gymna‐

Sium)。 レアールシューレ (Realschule)。 ハゥプ トシューレ (HauptSChule)の 3

つのコースのいずれかに進学することになる。しかし,10歳で将来の進路を決定す

ることに関する疑問や,上級学校への進学希望者数の増加により,こ の学校制度も

検討が加えられた。 その結果,ゲザムトシューレ (Gemmtschule)が っくられた。

3つのコースが 1つの学校に集約されたものである。このゲザムトシューレの運営

にはその後いろいろ困難なことがあるようで,それほど大きな発展は見ていない。

西ベルリンでは西独内よリゲザムトシューレが多く存在している。

その中の 1つ Gustav Heinemann Schuleを 訪問した。当校では獨協大学卒の朝

倉スマコ氏が日本語の講師を務めている。ベルリンには3校で日本語を選択科目と

して置いている。G―H Schuleは 西ベルリン南部の “壁"の近くにある新しい学校
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り,裏通りの影にひっそりと隠れている遺跡を探 し出し,ま た,警察署など役所で

質問することなど,ハ ー ドなスケジュールである。午後,見学した区域の特徴や各

自の感想を発表したあと,グループがまとめる。歩いて見学したことにより地元と

密着した街の様子がよく理解できた。

6)専 門家による東ベル リンの説明とその後の調査・訪間

ベル リン全体についての説明は前週行われたが,今回は特に東ベル リンについて

である。 ドイツは1945年敗戦時,米英仏ソの 4大国によって占領された。首都ベル

リンも同時に4大国に占領された。1949年,米英仏占領地域が西独に, ソ連占領地

域が東独となり,その後主権を回復した。首都ベルリンの米英仏占領地域は西ベル

リンに,ソ連占領地域は東ベル リンとなった。1961年の隔構築以前は東西間の往来

は自由であったが,市民の西への流出,特に若年労働者層の流出に危機感を抱いた

東側が壁を構築 して通行を遮断してしまった。現在,我 々外 国 人 は国電・地下鉄

6-Bahn,U― Bahn)で フリー ドリヒ・シュトラーセ駅 (Friedrichstra艇 )で降り

て,検問所を通るか,チ ェックポイント・チャーリー (CheCkpOint Charlie)を 越

すか,いずれかで東に入れる。フリー ドリヒ・シュトラーセの S―Bahnや U―Bahn

ホームは西側と同じ扱いである。ホームから地下通路を通って東の検間所に並ぶ。

この列が時には 1時間かかることもある。パスポー トを示 し,通行費DM5.(5西

独マルク)を支払い,そ のうえ,DM25.を強制的に交換させられる。これで,24

時までの滞在の許可が得られる。現在の東ベル リンは東独の首都である。 1日 ベル リ

ンの中心街は殆んど現在の東ベル リンに位置している。壁一つで東西が隔てられて

いるが,街路の様子は一変する。街路の復興は数年前から比較すると急速に進んだ

東ベルリンから見たプランデンブルク門

(Brandenburger TO⇒

東西を分ける “壁
・'一西より東を見る一
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の生活を当然のこととして受け入れている。1945年の激戦,1961年の壁建設,1972

年のベルリンの地位確認によるこの町の変化が,人 々の生活の中にはっきり浮き出

ていた。

4)授業教育法

我々参加者にとって最も興味のある問題の一つである。日本を除いて参加者は欧

米の人達ばかりで,それぞれの授業方法も全 く異っている。欧米では ドイツ語を使

う機会も多 く, ドイツを訪れるチャンスも少 くない。 ヨーロッパ諸国は,それぞれ

受講 している外国語により,そ の国 (ド イツ語受講者ならドイツ,フ ランス語なら

フランス)を修学旅行で訪れることも多いそうである。従って,書物から学ぶので

はなく “ことば"を聞き,話すことにより学ぶのが主流である。日本の学校での授

業形式は彼ら欧米人にとっては余り理解されない。日本での学校制度の紹介とドイ

ツ語の授業内容,教材,大学入試との関連を説明した。彼らの第 一 の疑 間は,な

ぜ, ドイツ語を書物からのみ学習するのか,そ れも和訳,文法の学習に片寄りすぎ

ていないか。次に,なぜ大学入試の ドイツ語の内容がそんなに難かしいのか,と い

う点であった。我が国に外国語が入ってきた過程や我が国が極東に位置しているこ

とをつけ加えても,水と油のような議論である。 しかし,日 本語が欧米言語とは全

く異った形態であることは明白であり,我 々が外国語を学ぶより,彼 らが日本語を

学ぶ方がはるかに困難であることは全員の認めるところであった。(注 1)

5)市 内探索 。研究

指定された 2人がペアを組んで,与えら

れたテクス トに従って,市内探索するもの

である。我々はベル リンの下町 モ ア ビ ト

(Moabit)周 辺を回った。山野 を 回 る オ

リエンテーリン グ の 市内版とも言う学習

法である。 出発点 (旧国電駅 ベ ル ヴュー

〈S―Bahn,BeneVue〉 駅前)で落ち合った。

まず最初は古い立派な家が並ぶ住宅街の探

索である。昔は一軒の家であったものが現

在は,数家族が入り,一部は事務室として

使用されていた。それを見学したあと,テ

クス トの問いの部分に答えを記入して次へ
西ベル リン BeneVue駅近 くの旧

進む。通行人に質問して答えを見い出した   住宅街
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れた人々に対する慰霊碑のところでは,様相が一変した。その慰霊碑,展示場とも

簡素なものであるが,そ こから伝わってくる過去の教えや,歴史の重みは言葉に表

せない。一行,厳粛な気持になリバスに戻り,何 もなかったかのように,に ぎやか

なクーダムで解散となった。この都市紹介で最も印象的だったのは,ナ チス ドイツ

の犠牲となった人々の慰霊の場である。過去の戦争犯罪を覆い隠さず,堂 々と人々

の日の前に出して, 自らその罪に対する反省の心を表 している現在の ドイツ民族に

は見習うところが多々あると教えられる思いである。

3)ベ ル リンの生活についての調査

講習の中で難 しい課題の一つであった。講習中の宿を世話してくれる家庭の人々

に,ベ ル リンについての考えや,当地における生活,東西分割状態の影響などをイ

ンタビューするのである。各下宿の方々の年齢によって,ベル リンでの生活につい

ても,相当異った考えが示される。私の場合,東独出身の家族で,東西 ドイツの生

活の違いが鮮明に示された。西ベル リンでは “島国"状態の生活であり,日 常の生

活には不自由はないが,休みに市外に出られないのが苦 しいこと,西ベルリン市民

ということで,西独国民とは区別され,東ベル リンに入るのも,数週間前に届出な

ければならないこと,パスポー トも西独国民と表記が異ることなど,東西接点の厳

しい一面を聞かされた。東 ドイツヘは肉親訪間など届出れば比較的簡単に許可され

るが,幼小の頃親 しく育 った兄妹でも,兄が東独の公務員であれば,すでに西へ出

ている妹とはすれ違っても口をきいてはならないということである。

さまざまな意見を翌日,教室に持ち寄り任意のグループに別れて討論した。その

結果を表にまとめて発表した。老年 (70代)の世代は過去の華やかなベルリンをな

つかしみ,壮年 (50～ 60代)は戦中,戦後の苦 しみを訴え,30代 は東西分割状態で

ゼミナールの風景,一 日のまとめと明日の相談
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現在は西ベル リンにある旧日本帝国大使館

西ベルリン中心街

れたかの解説があった。日本の首都東京の成立とは大いに趣を異にするが,大都市

が形成された過程はいささか共通するものがある。興味深かったのは,我々外国人

が一番注目している戦後の分割されたベル リンの解説は非常に少なくて,それより

も,大都市ベル リンがどのように形成されたか,と いう点に主眼が置かれていたこ

とである。多少の討論のあとこの成果を翌日の市内見学に生かすことになった。

翌日は10時より市内見学が行われたが,そ の中では,現在の問題として外国人労

働者,特に トルコ人の問題を取り挙げ, トルコ人居住区クロイ ツ ベ ル ク (Kreuz‐

berDを見学した。昔からのスタイルのままの住居に大家族で住み,晴は,子供を市

内の ドイツの学校へ通わせながら,下校後は トルコ独自の教育をしている,と のこ

とである。そのクロイツベルクを経由して,東西を分断する “壁"を 目のあたりに

見るポッダーマープラッツ (PotSdamer― Platz)へ 向った。東西を分断する政治の矢

面にたつ厳 しい現実を表す壁であるが,構築されてからすでに20余年,半分もう固

定化されていると言っても過言ではない。東側はもちろん厳しく制限されて,壁ま

で lkmは近寄れない。 一面,立入禁止区域になっていて地雷が埋め込まれている

ということである。無味乾燥なコンクリー ト地帯の中に,我が国の昔日の消防の火

の見櫓のような,東側の監視塔が間隔狭 しと立っている。一方,壁一つ隔てた西側

では壁のす ぐそばまで行けるのは言うまでもない。そのうえ,近年,その壁面にイ

ラス ト風の絵を描くのが流行 しているらしい。一面,かなり派手な絵が見られた。

比較的平穏に進んだ市内見学であるが,Pl酎ZenSeeの ナチス ドイツによって殺さ
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リンは良かった。 あのベル リンを再びとり戻したい。」と言った。 中年の現役ビジ

ネスマンは,「西独出身だが, ベルリンは仕事のできる場所だ。 昔のことは知らな

い。 単純に,仕事の場だ,と 考えている。」と答えた。 更に,老年の孫の手を引い

た女性は,「東プロイセン(現在はポーランド領)出身だが,西に住めて幸せと思う。

しかし,東西の往来が人道的に自由になることを望む。」 と言った。 あと数人,そ

れぞれのジェネレーションの人々に質問したが答えは大同小異である。しかし,質

問した人々, すべてから得た共通的な答えは,「ベルリンの現状は止むを得ないだ

ろう。けれども,東西の往来の自由,東西 ドイツ人同志の交通はもっと促進すべき

であり,現在の状態は大いに不満である。戦争の結果とは言え,ベル リン問題が ド

イツ人同志のみで解決できないのは困ったことだ。東の軟化を切望する。 しかし,

東西を分断する “壁"に象徴される現在のベル リンは,今す ぐには変化 しないだろ

う。」というものであった。戦後 40年,過去への郷愁と現在の厳 しさが同居するべ

ル リンの生の声を聞いた思いである。一
現実に戻って我々2人はこのレポートを

まとめて 3時間後に教室に戻った。教室では今までのパー トナー同志を分けて,そ

れぞれ別の人達で 3つのグループに組みかえられた。この新グループで,自分の経

験を報告 して,ベル リンの市民に対するレポー トをまとめた。結果は前述の各市民

の答えの通りであった。それをグループの代表が,全員に発表し,その後,全員で

討論してこの件の結論となった。

ゼミナール風景 (報告を持ち寄り討論中)

の 専門家によるベルリンの説明・市内見学

我々外国人に対してベルリンという都市をあらゆる角度から紹介して,説明する

のが,こ の項目である。講師はまず,歴史的に,そ れも単に戦後の分割の歴史だけ

ではなく, ドイツ帝国首都としての大ベルリンが,18世紀以来,どのように形成さ
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2)専門家によるベル リンの説明・市内見学

(Expertengesprach, Stadtrundfahrt ,,Blerlin (VVest)“ )

3)ベル リンの生活について調査

(Recherche I。  ,,Leben in Berlin“ )

4)授業教育法

・
(SeminarmethOdik/一 didaktik)

5)市内探索・研究

(SpurenSiCherung)

以上 第 1週

6)専門家による東ベル リンの説明,そ の後調査・訪間

(Expertengesprach― Ostberlin,・・・…Besuch in Ostberlin)

7)学校訪問,調査

(Recherche II.―Lehrer,Schiler,Schule)

8)専門家による学校についての説明

(Expertengesprach一 Schulsystem)

以上 第 2週

9)新 しい教材を使っての研究

(Arbeit mit authentischen Materialien)

10)時事テーマ調査

(Recherche III一Aktuelle Theme⇒

11)ゼ ミナールのまとめ
―

終りの集い

(Zusammenfassung des Seminars一 Berlin Ausklang〔 EvaluatiOn〕 )

以上 第3週 (終了)

次に,前記の各項目に従ってこのゼミナールの全容を紹介したい。

1)ベルリン市民に対して質問することによって,ベルリンという都市を理解するこ

とに目的を置いている。講師に指示された2名がペアとなり,指定された地点で通

行する市民や,そ の場 所 に居合せた人達に,ま ず,イ ンタビューをする。私は当

日,ポ ルトガルの女性とペアになり,ベ ルリンの中心街,TU(TeChinisChe Univer‐

Sittt― ベルリンエ科大学)の近くの場所 (Steinplatz)を 指定された。 その場所に

行く途中,中心街クアフュルステンダム (Kurftrsten‐ danm_通称クーダム 〈Ku‐

damm〉 )で 2・ 3イ ンタビューを試みた。 老婦人はその中で,「昔の華やかなベル
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通りとは違い,一歩裏通りや,繁華街から外れたところでは,ま だ戦争のキズ跡が残

っている。 2年後に開都 750年を迎えるにあたり,各所で復旧や化粧直 しが行なわれ

,て いる。

1 
第 1日 (7月 1日 )は , 9時 に町の中心 Knesebeckstra3eの Goethe‐ InStitutに 着

いた。日本から2人の参加で,あ とは欧米各国からの参加であった。

(ア イスランド〔1〕 ,フ ィンランド〔1〕,デ ンマーク〔1〕 , ギリシア〔1〕, カナダ〔1〕 ,

アメリカ〔1〕 ,日 本〔2〕 ,ポ ル トガル〔2〕 ,イ ギリス〔3〕 ,ユ ーゴー〔4〕 ,フ ランス〔5〕 ,

|イ
タリア〔6〕 一 計 28名 )

思い思いに席に着いて,自 己紹介しながら話しをしていると,こ のゼミナールの2

人の講師と事務の 1人が入ってきた。突然,参加者にカードが配布された。何の変哲

もない一片の紙である。その紙に,各 自が,

a)どんな色が好きか?

b)ド イツ語ではどんなことばが好きか ?

C)男性か,女性か ?

d)未婚か,既婚か? または,子供は?

等々を記入して,講師に提出した。その後無作為にそのカードが全員に配布された。

そのカードを頼りに誰のものか,す ぐ当てることになった。狭い部屋を右 往 左往 し

て,お目当の人にそのカードを返した。 5分程のことであるが,全員が知り合いにな

り気分が和んだ。そのカードでおもしろい対比があった。

1)28 Jah“ alt.n∝h ledig。 (28歳 ,ま だ未婚)

.2)27 Jahre alt.ledig Ohne Kinder(27歳
,未婚,子供なし)

もちろん,どちらも女性である。それぞれどこの国の人か考えると楽しい。国民性の

違いがよく表れていると思う。

自由に着席したところで,予定表が配布された(付表 1)。 その表に従って 3週間の

予定の説明があった。ほぼ,どんなことを我々が勉強するのか,明 らかになったが,

Spuren‐ siCherungと いう耳馴れないことばもあった。

この講習は一般の語学講習ではない。ベルリンという都市を識り,そ この文 化,

人々の生活を考え,こ れらを通して ドイツ, ドイツ文化を識ることにより母国へ帰っ

て ドイツ語の授業にそれを活かすことに主目的を置いている。

3週間の内容をまとめると,ほ ぼ次のようになる。

1)ベルリン市民に対する質問によってベルリンを識る。

(Fragen an Berhner Burger― ,,Wir iber uns“ )
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<資料>

De Spinner教授の資料についての一考察

附 Goethe―Institutの ゼミナール<Berun,1985>に

関連して

合 田 憲

1. はじめに

2. Goethe‐InStitutの ゼミナール (Be■n)に ついて

3.  Spinner i家訪門 (ZiiriCh)

4.お わりに

1. は しめに

1985年 9月 下旬から8月 下旬まで 2か月間,Goethe‐ Institutの外国人 ドイツ語教員

のためのゼミナール受講と,本学園百年史関係調査のため, ドイツ,ス イス,デンゼ

ーク等に滞在した。ここにその中から,BerlinでのゼミナールとZiriChで のSpinner

家訪間について報告することにしたい。

2. Goethe‐Institutのゼミナール (Berli→ について

4月 下旬,東京のGoethe-lnStitutか ら,夏期,Berlinで 行なわれる外国人 ドイツ

語教員のためのゼ ミナール参加の打診があった。 Goethe‐ InStitutに よって毎年 1回

行われている「高等学校におけるドイツ語教員のゼ ミナール」参加者から毎年 1名が

ドイツ連邦共和国 (以下西独と記す)に おける Goethe‐ Institutの ゼ ミナールに派遣

されているものの一環である。早速,学校当局をはじめ,関係諸氏のご理解もあり,

参加のための準備にかかった。

講習の日程は7月 1日 (月 )～ 7月 19日 (金)ま での 3週間であるが, 6月 29日 には

Berhn(西)に着 くように指示があった。Berlinでの講習中はホーム・ステイで,今

回は日本にもたびたび旅行 している親 日家 の夫人宅にお世話になった。 6月 29日 ,

Hamburgか ら飛行機で Berlinに 入 った。 6月 下旬とは言え,寒い天候である。翌日

は日曜日で,現地に慣 れ るた め,地図を片手に下宿宅の回りを散策した。ちょうど

BerHnの 中心地より少 し離れたところで,東西を分ける“壁"に も遠くない。有名な

戦勝記念塔や旧日本大使館にも徒歩で行ける範囲である。過去数度 Berlinを訪間し

たが,ゆ っくり徒歩で街を歩いてみるとまた,異った 印 象 を 受けるものである。表
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ゲーテ :若きヴェルテルの悩み (ゲーテ全集第 7巻) 人文書院 (1965)前田敬作訳

ゲーテ :若きヴェルテルの悩み (世界の文学 5) 中央公論社 (1969)内垣啓一訳

ゲーテ :ク ラヴィーゴ (ゲーテ全集第 3巻) 人文書院 (1970)吉 田正己訳

ゲーテ :わ が生涯より 詩と真実抄  白水社 (1970)斎藤栄治訳

ゲーテ :詩と真実 1部 。2部 ゲーテ全集 9巻人  人文書院 (1970)菊盛英夫訳

3部 。4部 ゲーテ全集10巻  人文書院 (1972)菊盛英夫訳

ゲーテ :ゲーテ全集 12巻  人文書院 (1967)小牧健夫他共編

グンドルフ:若きゲーテ (1巻)   未来社 (1970)小 日 優訳

古典期のゲーテ (2巻 )

晩年のゲーテ (3巻 )

玉林憲義 :若きゲーテ研究  創文社 (1973)

木村謹治 :「若きゲーテ」研究 (改訂版) 弘文堂書房 (1938)

舟木重信 :ゲーテとその世界  創芸社 (1949)

道部 l順 :ゲーテの生活と詩の鑑賞  新地社 (1952)

赤井慧商 :ゲーテの詩とドイツ民謡  南江堂 (1982)

ロベル ト・シンチンゲル :詩人の肖像  第二書房 (1976)

レッシング :レ ッシング名作集  自水社 (1972)有川貫太郎他訳

ヘルダー :言語起源論  大修館書店 (1972)木村直司訳

手塚富雄教授還暦記念論文集 ドイツ文学における伝統と革新  筑摩書房 (1965)

マックス・フォン・ベーン :ド イツ18世紀の文化と社会  三修社 (1972)

ルージュモン:愛について エロスとアガペ  岩波書店 (1972)鈴木・川村訳

岡田朝雄・岡田珠子 :立体 ドイツ文学  朝日出版社 (1970)

相良守峯 :ド イツ文学史 (上・下)  春秋社 (1969)

菊地栄―,そ の他共著 :ド イツ文学史  東京大学出版会 (1973)

佐藤晃一,そ の他共著 :ド イツ文学史  明治書院 (1971)

ブリュフォード:18世紀のドイツ ゲーテ時代の社会的背景  三修社 (1974)

林健太郎 :ド イツ史  山川出版社 (1964)

酒井良夫,その他共著 :白旗信教授記念論文集  東京都立大学独文研究室 (1969)

斎藤栄治 :ド イツ文学特講講義メモ (1972～ 1974)

登張正実 :ド イツ教養小説の成立  弘文堂 (1964)

- 23 -



(注 5)

(注 6)

(注 7)

人 Friederikeを題材にしたとの説が あ る。 COrneliaは ゲーテの友人 Johann Georg

SCh10SSer(法 律家)に嫁ぐが短命にて歿す (享年27歳 )。 ゲーテは最愛の妹コルネリア

の肖像画 (詩入自身が描いたものである)を「ゲッツ。フォン・ベルリヒンゲン」初版

の校正刷りの上に配している。SeSemheimの 牧師 Johann Jakob BriOnの 娘であった

Friederike Brion(1752-1813)は エルザス地方の Nはlerrёdernに 生れ,ラ ール近郊

の Mei3enhei3で その生涯をとじている。詩人がシュトラースブルクの学生時代 (17Ю

年10月 ),彼女を知ることとなるが, 二人の愛について,ま たその経過は, ゲーテの自

叙伝となった大作「詩と真実」Dichtung und Wahrheit(1811-181の の中に素晴らし

い断章の一節として物語られている。彼女との愛の破局 (1771年 8月 )は,そ の後の詩

人の創作活動はもとより,精神的にも多大な影響を及ぼす こと となったが (殊に作品

「 ファゥスト」FauStに 現れる Gretchenな どは彼女をモデルに描かれている)ま た詩

人の心の奥深くに決して癒されることのない彼女への罪悪感をも残すものとなった。彼

女に捧げた数々の詩や歌は,新鮮な体験から湧き出る叙情的な詩法の完成と素朴な自然

感情の発露となった。(Mailied,Winkommen und Abschied usw.)詩 人はこの地 で

ヘルダーとの親交をはじめ,彼の影響下でイギリス演劇,こ とにシェークスピアなど古

典演劇を勉強し,彼の創作上の手本となった聖書研究なども手がけている。

作品では,ゲーテが自由に創作した架空の人物である。史実にあるファビアン・フォン・

ヴァルスドルフと言われている。 (人文書院 ≫ゲーテ全集≪ )よ り

ゲーテの母 Catharina ELsabeth(Textor)Goethe(1731-1808)にちなんで命名され

貞節な愛情豊かな女性像を連想している。ゲッツは2度結婚しているが,妻の名は二人

ともドローテアであった。 (同 ≫ゲーテ全集≪ )よ り

親友 Franz Christian Lerse(Lers6,Lers6e)(1749-1800)に ちなんで作品へ描写し

た。シュトラースブルク時代の旧友で神学の学生であった。ゲーテと共にシェークスピ

ア演劇に熱中したようである。後に彼はコルマールの兵学校の視学となった。

参考文献―覧

J.W.v.Goethe:Gё tz von Berlichingen,Reclam Verlag(1969)

J.W.v. Goethe: POetische Vヽ・erke. IBerliner Ausgabe 7 und 13.

Gotz von Berlichingen, Aufbau‐ Verlag Berlin(1963)

JハV.v.GOethe:Die Leiden des jungen Werthers,Reclam■ Verlag(1969)

Peter BOerner: J.W.v。 (〕oethe in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohit‐ Verlag

(1973)

Stephan Ankenbrand: Meister in Poesie und Prosa, Verlag‐ Martin・ Lurz(1966)

Heinrich IIaerkё tter:Deutsche Literatur Geschichte,Winklers Verlag(1971)

]Brockhaus iEntyklopadie (1967)

Goethe Werke:I)raina, Band. 2,Buchclub ex Libris Ztirich(1972)

Goethe lverke: I)ichtung und Wahrheit, Band 5., Buchclub ex Libris ZilFiCh (1972)

ゲーテ全集 :ゲ ッツ 。フォン・ベル リヒンゲン (第 3巻) 人文書院 (1970ヽ 井上正蔵訳

ドイツの文学 :ゲ ッツ 。フォン・ベル リヒンゲン (第 1巻) 三修社 (1995)井上正蔵訳

ゲーテ :若きヴェルテルの悩み 白水社 (196の 国松孝二訳

ゲーテ :若きヴェルテルの悩み (世界文学ライプラリー) 講談社 (1971)斎藤栄治訳
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団 の先導 の役 目を果 た さざるを得ぬ結果 とな った。・……

vgl.Brockhaus EnZyk10padie,Zweiter Band ATF― BLIS s.378(196つ  vOm

Obengennten′ rext ilbersetzt

(f)Anmerkungen:(注 )

(注 1)UrgOtz:Geschichte Gottfriedens vOn Berlichingen mit der eisernen Hand,

dramatisirt.(1771)

ゲッツ草稿には次のように記されている。

》 I)aS UngliCk iSt geSChelln, daS HerZ deS Volcks ist in den Kotll getreten,

und keiner edeln iBegierde inehr fahig. usOng≪

『災いはか くの如 くして起こってしまったのだ。民衆の心は汚泥の中へと陥ってし

まっている。誰れ一人として高貴な願いなどもはや求めることは出来ないのだ。』

a.aoC). Goethe Werke 2. Band, Anlnerkungen s,988〕Buchlub ex:Libris Zurich

hgo von IIse‐ Marie‐ 13arth

PerSOnenregister uum Nachschlagen),die im Drama``G6tz''auftretenden

Iく【aiser Maximilian               l.erse

GёtZ VOn iBerlichingen           iFranz, Weislingens iBube

Kanlnlerfraulein der Adelheid

EliSabeth, seine iFrau             Metzler, Sievers, Link, Kohl, Wild,

Anftihrer der rebellischen ]Bauern

NIaria, seine Schwester          Hoffrauen, IIOfleute, anI Bambergschen iH:ofe

Karl, Sohnchen                Kaiserliche Rate

Georg, sein iBube                Ratsherrn von IIeilbrOnn

RiChter des heimlichen Gerichts

BiSChOf Von Banlberg            2'wei Nurnberger ]Kaufleute

WeiSlingen                       Max Stunlpf, Pfalzgraflicher I)iener

Ein Unbekannter

Adelheid vOn WalldOrf           Brautvater, ]Brautigarn

l.iebetraut                      Berlichingsche, Weislingsche, lBambergsche

Abt von Fulda             Reiter,

Hauptleute,〈)ffiziere, Knechte vOn der

C)learius, beider Rechte I)oktor    iReichsarn■ ee,

Schenkwirt, Cerichtsdiener

Bruder Martin              HeilbrOnner Burger

HanS VOn SelbitZ              Stadtwache, Gefangniswarter, Bauern

Franz von Sickingen            Zigeunerhauptinann, Zigeuner und Zigeunerinnen

Aninerkungen:

(注 2)現在の Baden Wirttemberg州 (州都 Stuttgart)にあり,HeilbrOnn近 郊の町。

(注 3)バ ンベルクの僧正。史実の人物で リンブルクの宮内官ゲオルク3世のことである。

(注 4)ゲーテの妹 COrnelia(1750-177の をモデルにした説と,シ ュトラースブルク時代の恋
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程に伝わって くることは詩的世界のもつ神秘さそのものなのであろう。不朽な精神は

永遠にその輝きをも失なうことはないという証なのであろう。過去に生きた詩人およ

び詩作の永劫不朽の論理をあらためて私たちに覚醒させてくれる観がある。

(e)補足 (1)史実の人物 G6tz von Berhchingen(訳 出)

シュバーベン地方の貴族で,帝国直属の騎士 (足軽の将校)で あり1480年に Jag‐

SthauSenに生まれ,1562年 7月 23日 HOrnberg城 にて歿す。 幼年時代より皇帝陸軍

の大将および辺境伯 (神聖ローマ帝国辺境地の公爵)の もとに養育を受けた。1504年

の LandShutに おける王位継承戦争 (Erbfolgekrieg,1504年 )の際,右手を失ない鉄

製の義手でそれを補い,その後も決して卑屈になることなく寧ろより勇猛に数々の地

方諸侯間に生じた私闘へ参加し (就中 Nirnberg,KurmainZの 戦いが有名), 2度 の

追放を受けた。1519年 G6tzは領主 UlriCh vOn Wtttemberg公 爵に加勢しシュヴー

ベン同盟 (SChWabiSCher Bunの と交戦するに至り, 敗北し捕捉 され 1522年まで

HeilbЮnnに拘禁された。農民戦争 (Bauernkrieg 1524/25)で 指導者たちの過激な戦

法を抑制したものの逆に反乱軍の強い要請もあり,1525年半ば,Odenwaldの戦いで

こともあろうに反乱暴徒たちの陣頭指揮をとることになった。これが原因でシュヴァ

ーベン同盟の手でふたたび捕われ 1528年から1530年 まで Augsburgに投獄された。

カール5世 (Karl der Funfte,1500-1558)の 命により1542年 トルコ軍,1544年 フ

ランス軍と戦いを交えた。

PiStOriuS(?-1583)に よって記された GёtZの 伝記は,後年ようやく1731年 Ntrn‐

bergで 出版された。ゲーテの戯曲 >ゲ ッツ≪ の原典である。

vJ.Br∝ khaus Entyk10padie Zweiter Band ATF― BLIS s.560(1967) vom

obengenannten Text ibersetzt

補足 (2)ド イツ農民戦争 Bauernkrieg(1524/25)に 現われる Gёtz von

Berlichingen(訳 出)

・……Wirあ urgゃ Rothenburgな どの中世諸都市に居住していたフランケン地方の

農民たちは,wendel Hiplerゃ Florian Geyer等の指揮のもとで農民思想,つ まり

彼等を支配する帝国領主たちを威圧 し得るにたる農民選出の独自の皇帝を擁立しよう

と推進し,HeilbЮ nnで は農民政党の結成をも計った。こうした農民群衆を指導する

人々の中で,不本意ながらもその首領として祭り上げられた帝国軍属の騎士であるゲ

ッッ・フォン・ベルリヒンゲンは,無差別に意味なく城や僧院を襲い破壊する農民軍

- 20 -



殊な時代的背景を重視 し,と もすればゲーテ時代の一般民衆にも欠落しつつあった ド

イツ的民族意識とも言うべき人間の誠実さ,正義あるいは生への正当性を必至に探 し

求め,伝承するに値しない短絡的なものと化 してしまった悪癖や悪習に対 しては毅然

と立ち向おうと抵抗を試みている諸点はいかにもSturm und Drangの 時代と呼ばれ

る斬新な革命的文学の新らたな道を自らがその旗手となり,切 り開き創造 していった

詩人ゲーテらしい姿として甦える。こうした既成の枠から脱却した芸術の解放こそ,

ゲーテ時代に生きた誰 しもが切望していたものであった。だが故にその先達となった

この作品もそのような意味で多 くの人々の賛同を得て受け入れられたのでもある。劇

の展開技法,戯曲に用いられた種々の革新的語法などは,明 らかに疾風怒涛時代の若

き詩人たちにとってことの他す ぐれた範例ともなったことは事実である。

前述 したようにこの作品の初稿は1771年であるが,それには表題として次のように

標記されている。『鉄手ゴットフリーデン・フォン・ベル リヒンゲンの物語,そ の戯

曲 (1771)年』``Geschichte Gottfriedens vOn Berlichingen init der eisernen Hand.

Dmmatisirt"(1771)。 この初稿はゲーテ直筆のものであり今 日な お『ゲッッ草稿』

“Urgotz(1771)"〈注1)と してゲ_テ .シ ラー文献公文書の貴重な資料として大切に保

管されている。

この後かなりの時を経るが詩人シラーによって詩作された彼の傑出した作 品 と称

される戯曲『ヴィルヘルム・テル』“Wilhelm Ten"(1804)も まさしくこの若きゲー

テならびに『ゲッツ』に起因した疾風怒涛そのものを明らかに継承しており,二人の

天才的詩人の創作上の酷似性を窺わせる。作品の時代設定も近似 しており,シ ラーの

作品は,神聖ローマ帝国 (Das Heilige Rёmische Reich Deutscher Nation)中 葉を

背景として繰りひろげられる一武勇伝であるが,当時の絶対的権力を誇っていたハー

プスブルク家一族の支配下にあった小都市スイス(Conおederatio Helvetica,schwei_

zerische EidgenOssenschaftと 後に命名される)の独立にまつわる農民一揆の動きや,

史実伝説に由来するテルなる架空の人物についてさらに詳細にシラーはゲーテから聞

き知 り,こ れを基礎として古来からスイス地方に伝承されている昔 し話し,即ち弓の

名手が リンゴを見事射落とし人々から賞讃を受けたという説話とを融合 し, シラー独

特の技法で自由の理念をモチーフとし,こ れを戯曲に織り込み詩作したものである。

因みに詩人シラーはこれまでに一度としてスイスヘ足を踏み入れたことはなかったの

である。このようにここに挙げた二人の詩人が新たな ドイッ文学の礎えを構築 し,同

じ激動の時代を共に歩みながら体験 した Sturm und Drangと その精神的葛藤の世界 ,

そこに生きた詩人たちの臨場感がこの二人のあらゆる作品を通 しても私達に不思議な
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多くは自己の内面から発する純真な感情の吐け口を見い出すことすら出来ず,ただた

だ己の感性にのみ惑溺するのみであった。このように激する文学活動の中では,ゲー

テやシラーなどのごく限られた詩人たちだけが終極的に自己に内在する抑え難き激昂

を,詩人としての精神的完成へと移行させ,個を集中させることによりようやくして

Sturm und Dmngを 克服し,徐 々に詩作の上では不可欠な ≫個の秩序と調和≪ を

享受し,彼等独自の文学・詩の理想境へ到達してゆくことになる。このように疾風怒

涛をみずから体験し,それを超越し得た詩人たちを中核とする新たな文学思潮,即 ち

ドイツ古典主義 Deutscher Klassizismus(ca.1786-180つ の到来も真近に追りつつ

あった。

ところでゲーテの詩作による,こ の全体五幕から構成される傑出した短編戯曲『ゲ

ッツ』は16世紀中世 ドイツを舞台にある農民一揆においてその指導的役割を果たした

フランケン地方の帝国直属である騎士ゲッツなる人物の自叙伝に基づいて創作され,

戯曲化されたものである。ゲーテはこの作品を極めて自由な詩の形式で且つ意欲的に

1771年 10月 下旬から同12月 上旬にかけて驚異的な早さのうちに戯曲として完成させて

いる。詩人独自の立場にたち既存の自伝に記された展開を改変し,こ れに伝説上の事

柄あるいは副次的人物を充分に研究した上で作品に加筆したものである。バイエルン

王位継承戦争 (Bayerischer E島 おlgekrieg 150の のさ中に右手を失ない鉄の義手をつ

けていたことから俗に ≫鉄手のゲッツ≪ と呼ばれた実在の人物をモチーフとして作

品に組み込み,あ る土着の騎士が皇帝に対しその忠誠心をあくまで堅持し,それを貫

徹し真理と正義,そ して人間の当然の権利とも言える自由を求めながら生きぬく姿を

描写している。しかし,そのような剛毅な真実一路の人生を目指す人間ゲッツですら

悪意に満ちた敵側の陰謀と,加えて考えも及ばない味方の背信との二重の痛手を受け

苦悩し,心ならずも屈辱を甘受し破滅の一途を辿ってゆく結末である。

シュトラースプルク時代,学業としての法律学を研究する傍らイギリス演劇に興味

を持ち,次第にそれに没頭していったゲーテは,シ ェークスピア(Shakeweare,・ Wil‐

liam 1564-1616)を 研究する過程で一種の衝撃的 dramatiSChな 影響を受 け,ヘル

ダーの文学的言語学理論に感化され,こ れまでの演劇形体の本流ともいえた古典フラ

ンス演劇の有する技法上の伝統的法則を打破することとなった。即ちゲーテのこの作

品には古典劇の原則と考えられる>場≪ Ort>時≪ Zeitそ して >筋≪ Handlung

といった戯曲における三統一 (Die Drei Einheiten)の 技法はもはや見い出すことは

出来ない。同時に素材の主たるものを当時の史実に求め,それを基盤に中世末期の特
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す ることを試みようと考えている。

(d)ド イツ文学史的観点にもとづくSturm und Drang,な らびに ≫ゲッツ≪ 詩

作に至るまでの詩人の周囲およびその概要

ごく自然に,そ の歴史的必然性とも考えられるこの時期,18世紀末のドイツ国内に

興隆した新たな革命的と言えどいささかも過言 ではない文学の新潮流 である ≫シュ

トゥルム・ウント・ドラング (疾風怒涛)≪ 運動 Sturm und Drang Bewegung(ca.

1767-1785)が 生れた。この運動の根底に内在する意義を把握し,こ れに共鳴した同

世代に生きる詩人の一人である作家クリンガーFriedrich Maximilian Khnger(1752

-1831)に よって創作された戯曲 “Sturm und Drang''(1776)の 主題にちなんで命

名されたことは誰れしもが知るところであろう。この疾風怒涛運動に起因する文学の

新たな潮流とは,単に既存したる観念的理性万能思考を崇拝せんとする当時の啓蒙主

義 Aufklarung(ca.1720-1785)を 自力で乗り越え,私的感情といった素朴な自己

の解放を希求し,個人を主体とした全ゆる意味での士気高揚を向上の指針として更に

は独創的傑出した人間,即ち個人の有する 〔才〕≫Genie≪ の尊重を標傍しようとす

るものであったと言えよう。当時のドイツがその現実を鑑みるに全ゆる文化的視点で

他国から受けざるを得なかった,所謂,模倣≫ Nachahmungく から如何に脱却し,あ

くまでも独自の土壌に培われ形成された自国の一般民衆文学およびその文化をより創

造し,推進することを目的とした疾風怒涛運動とはその思想の哲学的先駆者としての

役割りを担ったハーマンJOhann Georg Hamann(1730-1788)の 理念に運動そのも

のの源を発し,こ の画期的文学運動の理論的指導者としてヘルダー ルhann Gottfried

Herder(1744-1803)を擁し,さ らには若き詩人ゲーテJohann Wolfgang von G∝ the

(1749-1832), シラー Friedrich von Schiner(1759-1805)ら によって熱狂的に受け

止められ,推進具現化されることとなった。この運動の主たる特徴として挙げられる

べき点は,多 くの詩人たちによって創作されたものの多くが戯曲の形式に基づき詩作

され,ま た作品を通して全ゆる角度から,既存の悪習や重圧的権力や虚構の存在,ま

たその横暴さを擬視し,こ のような非情な社会構造とその中で苦悶を余儀なくされた

多くの独創的個人との相剋とを描き出し,依然ゲーテの時代にあっても既習の概念と

してまかり通る社会的ないまいましき不正や,人間不信に由来する数々の悪徳,世襲

制を激烈な筆致で弾劾していることである。残念ながらゲーテ時代のドイツと言えど

も,こ うした叛逆的な思想に啓発された数多くの若き詩人たちの情熱も,相変わらず

打ち崩せぬ封建体制とのきびしい軋礫の中にあるばかりであり,若き詩人たちのその
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われた多 くのものを単に自己の内面に温存するにとどまらず,寧ろ詩人の創作と内的

啓発のためにそれら全てを時躇することなく詩作へ注ぎ込み,詩人としての完全燃焼

を計った。歓喜あふれるこの町を去って僅か数年という短期間に,詩人が戯曲『鉄腕

の義手ゲッッ・フォン・ベル リヒンゲン』と小説『若きヴェルテルの悩み』(1774年)

などの画期的とも呼べる二大作品をまたたく間に, しかも精力的に詩作 している点か

らしても詩人のその激変は容易に窺い知れよう。フランクフル トの生家に戻ったゲー

テは1771年秋,中世に生きた実在の人物ゲッツの自叙伝を手に入れ,暫時これを読み

耽 り次第に創作意欲を駆り立てられて祖国 ドイツの変革の中で剛健にして誇 り高 く自

主独立の精神で常に泰然と生きぬいた一人の騎士像を素材とし,と もすれば社会的矛

盾に何んらの疑念もいだかず時流にまかせ生きようとする同時代の柔弱な民衆の眼前

にそれを街彿 しようと詩人は考えた。草案もないまま一気呵成の勢いで書き下ろした

草稿 (1771年)は ,こ れまでの戯曲の慣例的な形式を打破し,い わゆる ≫筋く を無

視したあくまでも一つの出来事の描写に主眼をおいたものであった。いかに誠実勇猛

なゲッツとて寄せ来る暗然とした激浪には立ちはだかることも叶わず,心中から湧き

出ずる人間の自由と解放をいくら高らかに公言したとて,それは何んら功も奏さず,

到来する新たな流れの渦に巻かれ,ただ破滅の道を歩むばかりであった。

ゲーテも語っているが,草稿を書 くにあたっては伝記を戯曲化した結果が実際の舞

台では一体どのような姿になるかなどの点については一切配慮すべき必然性は彼には

無かったのである。本来の伝統的演劇に適うよう草稿を手直しされたゲッツ劇の初稿

は,1773年友人メルクの援助を得て『鉄腕のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』と題

され発表された。

こうした様々な状況の中で詩作された戯曲を,そ の具体的劇の展開を中心に考察し,

詩人ゲーテ的小宇宙なる世界を探り,詩人の作品中に隠されたゲーテ的法則,ま たそ

の法則の輪郭や概念を若干ながらも経きつつ詩人と作品に接近しようと試みることが

ここで狙いである。何分未熟故,全 くもって稚拙な小論となることは疑う余地が無い

ものの,自 らの限界を知りつつも敢えてこれを試み,筆者としては腹蔵の無い論旨を

明快に述べようと努めている点をご理解いただき,かつ諸先学の御批判をいただけれ

ば筆者にとっても幸甚の次第であります。

追記 :紙面の都合上,今回記した小論は,試論 〔1〕 であり主に作品の概要を中心に

論ずることとした。したがって作品考察には至らぬ,い わゆる書評に類したも

のであることをご承知いただきたい。尚,試論 〔2〕 では作品の具体的展開を

踏まえて論じ,ゲーテ的ヒューマニズムなど諸点に総括的に触れそれを具現化
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ぎず,恰 も筆者自身が,そ の対象とする詩人そのものであるかの如き妄想にかられて

論していることに全 く疑間がない訳でもないのだが,現実的自己の世界を充分に認識

すべき必然性を承知 した上でのこと故,敢えてここに深遠なる理念をうちたてた詩人

に関して自由闊達とはいかないまでも思うがままに論じたところで,いかなるものも

筆者を諌めることはなかろうと確信 している。まして才知あふれるゲーテの如き詩人

なれば筆者の拙悪な論を読み,笑うことはあろうけど激怒することなどあろうはずが

ないとも思っている。詩人の天与の才能を,彼の辿った生涯とその道程の中で詩作さ

れたおびただしい数にのぼる諸作品とを一種のある統一性のうちに見い出し,私たち

に与えられた読み手の「勘」とを頼 りに,そ の力を存分に発揮させ駆使しつつも可能

な限り詩人に近づき深 く理解 しようと努めることは,詩人を愛 し多少なりとも詩人の

研究に関心を持っている浅学非才な筆者にとって,ま た一学徒としての全 く他意のな

い純粋な望願であリー指標でもある。

詩人の詩作活動はたえず小宇宙的世界の中で営まれ,詩人の内面的特性に由来する

個有の法則に基づいた上に成り立っているので,果 してこのミクロの世界へ潜入 しそ

の法則たるものを精確無比に捉え得るものか,小論を試みようと企てた自分にすら皆

目検討もつかず,ま して断言など出来ようはずもない。

ここに論じられる詩人ゲーテは, ラインプッィヒ時代,極度の苦悩が原因で彼を襲

った精神的自暴自棄の症状と吐血するまでに至った重度の結核病とを併発 したことか

ら,暫 らく中断することを余儀無 くされていた法律学の研究を再 開 す べ く,1770年

(ゲーテ20歳の時)春,都 シュ トラースブルクヘ赴 くこととなった。この地における

思いもよらぬ新鮮さに盗れた生活は,確かに短か くはあったものの,それ以降の詩人

の人生に与えた影響は絶大なものがあり,決して忘れ得ぬ悲喜こもごも,数 々の実り

多き体験ともなった。殊にこの時期は詩人の精神的羨望の的となる人物との出会いや,

予てより希求しつづけていた ≫自己の変革≪ と ≫自己に内在する個≪ を再生しよ

うとする意味からも重要で,且つ注目すべき時間的空間であった。所謂ゲーテ的シュ

トゥルム・ウント・ドラングの粒子がここに生まれ結晶体へと生成されさらに磨き上

げられてゆくのである。前述したように彼の人生を決定づけることとなったヘルダー

との交わり,若き詩人に愛の偉大さを教示諭し得た美しきフリーデ リケ・プリオンと

の出会い。こうした精神的な支えに加え, ライン川上流に位置するこの地方特有の牧

歌的で絵画のような田園風景に恵まれた広大な自然。そのいずれもが美事に調和され

融和されて詩人の心に痛烈な刺激を与え,感動を喚起させ,彼を抒情豊かな非凡な詩

人へと形成してゆくのであった。シュトラースブルクを後にした詩人はこの時代に培
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た。しかしながら暴徒の指導者 メッツラー Metzlerゃ ズィーフェルス SieVerSら と

の思想上の問題で悉 く対立し,果ては無意義な暴挙のため大切な家臣ゲオルクやゼル

ヴィツ HanS VOn SelbitZす らも失なってしまう。叛逆者の汚名を着せられ狂人とい

う烙印までも押されたゲッツはヴァイスリンゲンの手の者によりふたたび囚われの身

となリハイルブロンの獄中に過ごすこととなった。兄を慕う妹マリアはゲッツの妻エ

リーザベ ト Elimbeth(注 6)の ことを思う余 り,曾ての恋人ヴァイスリンゲンのところ

へ赴き,ゲ ッツの免罪を嘆願する。既にヴァイス リンゲンの手の中にはゲッツを死罪

に処する内容の判決書が握られていたものの,彼の前に立ちはだかるマ リアの純真な

姿をみるに及びヴァイスリンゲンは遂にその判決書を破りすてるのであった。人間の

真の生きるべき姿をようやくにして知り得たヴァイス リンゲンではあったが,時すで

に遅 くアーデルハイ トの奸策にかかり下僕フランッFranZの 手で毒殺されてしまう。

暗殺に手を下 したフランツも何故か自らマイン河畔へ身を投じる。一方,悪女アーデ

ルハイ トは逝去したマクシミリアン皇帝に代り即位することとなったカー ル 帝 Karl

der Finfteに おもね,近づこうと企てるものの秘密裁判 (das heimHche Gericht)

に掛けられ人知れぬまま葬り去られる。

暗黒の時代を象徴するようなゲッツの牢獄,そ の小さな牢の庭にもこれから訪れる

であろう明るい未来, 自由のみなぎる世界を予言するかのように陽光がさんさんと照

りつける。澄みわたる爽やかな中,主人公ゲッツは妻エリーザベ ト,妹マリアと家臣

レルゼ Lerse(注 7)ら に看とられつつ,彼の最後の言葉『自由 ./』 を回吟みながら天ヘ

と昇ってゆくのだった。

〔追記〕 劇中の登場人物に関しては参考として Anmerkungen(注 )に Personenre‐

giSterを 掲げた。

(C)試論への手がかり

ともか く詩人の誰れもが有 している彼等の測り知れぬ天分というものは,それが如

何なる社会的要因に基づいていようと,ま たどのような生理学的観点から洞察しよう

としたところで,本来的にその天分なるものは決して解き明かし得るものではないも

のと日頃から考えている。こうした視点で客体を眺めるからこそ,詩人の ≫才く に

全面的に支えられ,詩人にのみ委ねられ創作された作品に関しても,私たち読み手の

側からすれば自分たちの思うがままに解釈もし,加えてそこから抽出し得る詩人のさ

まざまな心理的衝動や内面的葛藤についても多種多様な観点から東縛されることなく

論究することも可能となる。こうした試みは明らかに筆者の単なる自己満足にしかす
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スリンゲンを解き放ったのである。だが優柔不断なヴァイスリンゲンはまたたく間に

妖婦アーデルハィ ト (Adelheid von Walldorf)(注 5)の 怪 しげな美 しさの虜となり,

盟友ゲッツと交 した誓約を忘却 し,果ては貞淑可憐なマリアの愛情をも悉 く踏みにじ

ることとなった。 しかしあくまでヴァイスリンゲンを信じようとするゲッツは,そ の

真意の程を確かめるべ く家臣ゲオルク Georgを敢えて彼の居城バンベルク Bamberg

に忍び込ませるのだが,真実は恐れていたように矢張リゲッツを裏切るものとなった。

これに憤慨 しついには人間不信の淵瀬に立たされたゲッツは,自分の家臣がバンベル

ク側の手勢に捕捉されたのは盟友と目していたニュールンベルクの商人 (Nirnberger

Kaufleute)た ちの彼に対する背信行為が原因だったことを知るに及んで,遂にフラン

クフル ト(Frankfurt am Mai⇒ の大商いから帰途を急ぐ彼等の一群を襲撃した の だ

った。命からがらにして逃げ帰った商人たちは,こ の事件を領主マクシミリアン皇帝

Kaiser MaXimilianに 直訴することとなった。この機を自分の勢力拡大と地位向上の

好機と考えたヴァイスリンゲンは,巧妙な策略を駆使してゲッツを奈落の底へと突き

落とそうと目論んだ。謹慎処分を受け幽閉同然の身となったゲッツは自分の居城に心

ならずも帝国軍を迎え撃つこととなる。ところで傷心の妹マリアはゲッツの親愛な友

ズィッキンゲン Franz von Sickingenの 愛を受け, これを承諾し彼の妻となってい

た。帝国軍の攻撃を受けたゲッツは,あ くまでも皇帝に背 くことは自分の意に反する

との考えから,自発的にヤークス トハウゼンを開城 し,そ の条件として自由放免を確

約されるはずであったが,こ れこそまさしくヴァイス リンゲンの奸策であった。彼は

即刻ハイルブロンの牢に収監され,権力的帝国評議会によって作成された不本為な偽

りの誓約書を危うく書かされる状況に立つが,義弟ズィッキンゲンの援軍の手で救い

出される。その後,皇帝との間に交わされた一切の私的闘争を慎むという締約を条件

にゲッツはヤークス トハウゼンヘの帰城を許される。暫時狩猟や自叙伝 (Autobiogra‐

phie,LebensbeschreibunO(補 足1参)の執筆に専念 し,平穏な日々をすごしていたゲッ

ツではあったが,生来極めて活動的な人物であったが為か,ふたたび時流の渦中へと引

き込まれてゆくのであった。その結果ついに農民戦争 (Bauernkrieg 1524/25)(補足2参 )

を取 り巻 く暴徒の指導者となるのだったが,然 しこうした行動は必ずしもゲッツの意

に反 したものでもなかった。ともすれば単に暴動と見倣されがちな農民戦争でさえも

実は諸々の歴史の上に積み上げられてきた中世社会のかかえる大きな矛盾に対する歴

然たる正当性の主張でもあり,正義感に起因する必然的な実力行使でもあった。だか

らこそゲッツのみならず一般の群衆さえも蜂起することとなり,ま た理念もなく盲従

するだけで狂暴化 した群衆の破壊的暴力行為をゲッツ自らの手で抑制 し得るとも考え
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handle, auch dieses Werk bis aufs h6chste steigern und die volkstiimlichen

Fragen vorlegen, damit alle Zeitgendssischen und auch wir die heutigen auf

immer die unverlorene Wahrheit finden werden.

(b)作 品ゲッツの梗概

とある場末の旅籠で酒に酔った足軽身分の騎士たちが交わす時勢を批判する快談の

場面で劇は幕を開ける。中世ヨーロッパを中心とし拡大しつつある不穏な空気につつ

まれた社会情勢,所謂16世紀初頭に始まる王侯支配階層間の必然性をおびた権力志向

依存の激しい対立抗争が,全 く歯止めの効かぬ状態として描写されており,舞台展開

の要となる歴史的背景をより鮮明に窺い知ることが 出来る。 主人公である騎士ゲッ

ッ・フォン・ベル リヒンゲン (Gёtz von Berhchingen)(補 足1参)は街道沿いに傭兵を配

し,幼年時代からの友でもあったヴァイス リンゲン (WeiSlingen)を捕え自分の居城

ャークス トハウンゼン (JaChSthauSen或 は JagSthauSen)(注 2)へと彼を拘引する。こ

のブァイス リンゲンなる人物を,岡l毅な主人公ゲッツの終焉に至るまでの劇中におけ

る宿敵の一人とみなし描いており,地方に点在する諸侯や貴族たちの利権をめぐり,

私利私欲に絡みとどまることを知らない醜い争い,こ うした人間精神の深刻な荒廃の

時代を大きな背後にかかえ,あ りとあらゆる人々の欲望と功罪とがいかに民の心を傷

つけ人間本来の理性をも崩壊させ,更 には哲理すら失なう頑廃の極みにいたる中,時

の支配者に迎合 し,実に狡猾に生きのびようとする人物像,つまり私たち人間誰 しも

が持ち得るであろう心の微弱さ,極言すれば日和見主義的で欠陥多き,い まいましい

憎悪すべき人物として設定 した上で,詩人ゲーテはヴァイス リンゲンを意識的とも思

えるほど露骨にここに描写 したものと考える。ヴァイス リンゲンの側近であるバンベ

ルクの僧正 (BiSChOf VOn Bamberg)(注
3)に ゲッツの家臣の一人が何んの謂れもない

まま捉われたことに激怒 したゲッツはその報復として旧知の友であるヴァイスリンゲ

ンを縛する結果となった。だがゲッツはこうなったのも単に荒涼とした時代がヴァイ

ス リンゲンを迷走させたものと判断し,こ の哀れな友を寛容にも自由の身とするが ,

それもこれも人間性に満ちあふれ恒常的で失なわれることのない人間愛に育まれたゲ

ッツ,さ らにはゲッツの妹マリア(Ma五a)(注 4)と の触れ合いがそうさせたのであろう

か,自 らを失ないかけていたヴァイスリンゲンは恰も彼本来の良心と誠意を取りもど

し得たかのようにも思えた。つまり表向きには悔悛の情が窺えたのだ。ヴァイスリン

ゲンはマリアにその胸中を告自,愛を吐露し婚約をも交わすこととなった。ゲッツは

彼が改心したものと信じ,二人の愛を祝福しこの後の友交を誓い合い,そ れ故ヴァイ
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nen Hand" (1771) entstand als noch Student infolge des Ausbruchs von seinem 

inneren, Tag für Tag allmählich zunehmenden Drang dazu, was erneut selbst 

Goethe als irgendetwas Neueres hatte begehren wollen, und zugleich von den 

vielseitigen Beobachtungen seiner vaterländischen deutsch-historischen Zeiten, 

welche Goethe als die schlimmste Epoche im Heiligen Römischen Deutscher 

Nation hatte ansehen müssen. Der Objektivitätsansicht nach war es die Zeit 

politischer und sozialer Wirren; vor allem wütete darunter ein entsetzlicher 
Bauernkrieg in vielen Teilen Deutschlands (1525/26). 

Dieses Werk "Götz von Berlichingen" sei ein uns Leser ins Herz anziehendes 

Drama, das, auf der geschichtlichen Tatsache gegründet, einen schlichten braven 

Mann in solchen verwirrten Zeiten dargestellt ist, der wohl als nur ein echter 

Mensch stets überleben wollte, aber vor seiner Reinlichkeitssucht schließlich 

von allen Verschwörern in einer der unruhigsten Perioden der deutschen Ges

chichte verstoßen werden mußte. Doch die ewige Wahrheit in der Menschheit, 

wonach diese Hauptperson "Götz" und dessen Dichter Goethe beide auf immer 

forschen wollten, könnte von niemand geleugnet werden, was doch auch auf 

dieser Erde geschähe. Das ist gerade dasselbe, was unser Goethe durch sein 

ganzes Leben hin gewünscht hat ; Das ewige unsterbliche Menschentum. 

Goethe suchte noch im Werk "Liebe und Freiheit von Menschen" als allerhö

chste größte gehobene Menschennatur zu verkörpern. Er wagte jene Liebesges

talt aus freien Stücken zu erklären, indem er zugleich von Gewissensbissen, 

wie der junge Goethe selbst beim Friederikenserlebnis und bei der widerwilligen 

Trennung von seiner Geliebten ihr sich zu untreu benommen hatte, langzeitig 

gequält worden war. Die "Liebe," deren Sinne Goethe schon deutlich begreifen 

konnte, bedeutet die innere Schönheit der Menschen, den Anspruch aufs Mens

chentum aller irdischen Lebenden, das eben die reinvolle Gestalt des Menschen 
mit Humanismus erfüllt symbolisieren würde. 

Außerdem machte jedoch sein geistiger Sturm und Drang nicht nur auf 

dieses Menschentum "Liebe" Anspruch, sondern auch auf andere symbolische 

"Freiheit," die in diesem Drama aufgetreten ist, als wäre dieselbe eines der 

wichtigsten Themen dieses Werkes. Tatsächlich hätte Goethe das Thema "Frei

heit und Befreiung" für das zweitgrößte Motiv halten können. Kein Mensch 

könnte und müßte sowohl die aus sich glühende Liebe als auch die von jemand 

gehinderte Freiheit entbehren. Die Erforschung der Freiheit und die Sehnsucht 

danach bestehen in der Befreiung der Menschennatur und bedeuten die natur

menschlichen, eigentlichen, reinen und wahren Gestalten. 

J. W. von Goethe wollte in seinem "Götz von Berlichingen" bis zu Ende 

anregen, daß es sich um die Absolutheit des Humanismus und Glauben daran 
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(a) Vorbemerkung: (einschl. des allgemeinen Resümees) 

Über den Dichter Johhann Wolfgang von Goethe und 

ein Drama seiner ersten Werke "Götz von Berlichin

gen mit der eisernen Hand, Dramatisiert" 

Hiroshi Kakihara 

Wie weitbekannt, hatte die von den damaligen deutschen jüngeren Dichtern 

leidenschaftlich geförderte, sozusagen revolutionäre Literatur-Bewegung "STURM 

UND DRANG" (1767-1785) des 18. Jahrhunderts in dem deutschen dichte

rischen Gebiet diejenigen selbst über das bisherige aufklärische literaische Feld 

hin überwinden lassen und noch sie weiter aufs Neueste getrieben, was aus 

dem mehr innerlichen geistreichen Sinne des Menschen her entsprungen und 

geflossen war. Johann Gottfried Herder als der öffentlich theoretische Führer 

des "Sturm und Drangs" hatte eindringlich auf die folgenden Themen bestehen 

sollen; die Achtung und Ehrfurcht vor der schöpferischen Persönlichkeit, die 

Hebung des individuellen Gefühls und derselben Fähigkeit, den echten Idea

lismus, mit dessen Hilfe jedes Individuum aus den allen Fesseln des gezwun· 

genen Gesetzes zu befreien sei, und sogar die höehste Schätzung der Geniekraft. 

d. h. die stürmischen und drangvollen Menschen könnten durch keine soziale 

Regelung, kein sittliches Gesetz und kein Bewußtsein des menschlichen Zwecks, 

sogenannt durch keine solchen äußerlicheren Motive geistig gerührt werden, 

sondern sie sollten mit dem ursprünglichen Lebensantrieb immer die Augen 

auf oben richtend fortleben, welcher aus dem Inneren des Menschen hervorst• 

römt. Das ist ja selbstverständlich als der innere Subjektivismus von den 

Menschen zu verstehen. 

Die Einflüsse Herders auf die zeitgenössischen jungen deutschen Dichter sind 

durchaus groß und unermeßlich gewesen. Das ist uns auch klar, daß es der 

junge, und unergründlich Genies bei sich habende Dichter J. W. von Goethe 

gewesen sei, der unter den obengenannten Dichtern am allerstärksten von dem 

Meister Herder beeinflußt worden sei und dazu sich unter anderem literarisch 

allmählich vorwärts habe bewegen sollen. Sein vergangenes, doch wirkliches 

an sich selbst viel schuldiges Liebeserlebnis mit seiner Friederiken in Studien• 

zeit zu Straßburg hatte ihn absichtlich in die Dichtkunst immer stärker und 

geistiger gedrängt. Je heftiger sein innerer Konflikt geworden war, um so 

mehr und klarer war eine zu verwirklichende Gestalt des Menschen als Ideal 

und Motiv in seinen Werken erschienen. 

Sein merkwürdiges dramatisiertes Werk "Götz von Berlichingen mit der eiser• 
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≫疾風怒濤≪を背景 とした戯曲『ゲ ッ

ツ・ フォン・ベル リヒンゲン』に展開

されるゲーテ的主題を中心に

柿 原 啓 志

試論 〔1〕  (作品の概要を中心に)

(a)VOttemerkung(einschl.des Resimees)

(b)作品 ≫ゲッツ≪ の梗概

(c)試論への手がか り

(d)ド イツ文学史的観点にもとづ く Sturm und Drang,な らびに ≫ゲッツ≪ 詩

作に至るまでの詩人の周囲およびその経緯の概要

(e)補足 :(1)史実の人物 Gёtz von Bernchingen(訳出)

(2)ド イツ農民戦争 Bauernkrieg(1524/25)に 現われる Gёtz von Berli‐

chingen(訳 出)

(f)Anmerkungen:(注釈)

Zur Erganzung, betr. das im UF‐ Gotz Wiedergegebene

betr.Personenregister(zum Nachschlagen);die im

11)rama ``Gotz'' auftretenden Personen usw.

試論 〔2〕  (作品分析を中心に)

(g)作品 ≫ゲッツ≪ への具体的考察

(h)ゲ ーテ的ヒューマニズムの具現化とは……その試み ≫愛≪ と >自 由≪ を中

′いに

(1)結 び Zum Schlu3,ZUSAM[M:ENFASSUNG
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体力診断テス トの 7種目と肺活量は,優群は第 4回 目も必ず伸びているとはいえな

い……(反復横とび 。伏臥上体そらし・踏台昇降運動そして肺活量),そ の反面劣群は

全ての種目に伸びがみられ,劣群の生徒の体力をどうとらえていくかが大きな課題で

はないだろうか。

ま と め

生徒の体格・体力を年 4回 (5月 。9月 ・11月 ・ 2月 )測定して統計的に分析した

結果,次のような事実がわかった。

1.体格については回を重ねるごとに順当とみられる伸びがわかり,今後は体格を考

慮した具体的な運動種目を設定する必要がある。

2.体力の状況は5月 の測定時には全国値の結果に比べて明らかに劣っているが,60

年 2月 の結果を比べてみると明らかに本校値の方が良い結果が出ているが,踏台昇

降運動だけは逆に本校値が大きく劣っている。又,第 1回 テス トで最も低いテス ト

結果の劣群のグループの伸びが優群の伸びよりよいことも,今後の指導上の重要な

こととおもわれる。

最後に体格および体力診断テス トを通して,受験勉強一辺倒で入学 してきた本校生

徒の体力の現状を正確に把握して指導をするとともに体力的に伸びの少ない種目の積

極的参加をいかにさせるかが今後の我々指導者の大きな課題であるといえよう。

参考文献

1)青山昌二 :体育測定の指導と処理 。その活用 体育の科学 1976年 3月 号

2)青山昌二 :大学生の体格・体力の統計的分析,一体格類型と体力の関係および体格・体力

の回帰分析一 体育学紀要 1974年 第 8号,東京大学教養学部体育研究室

3)青山昌二 :定時制高校生の体格・体力 新体育 1978年 3月 号

の 青山昌二 :体力運動能カテストの活用について 健康と体力 1984年 4月 号

5)森本三千代 :茨城県八郷町小 。中学生の体格と体カテス トについて(1)日 本体育学会 (岐

阜大学)1985年 10月 ,測定評価発表資料より

6)文部省体育局 :昭和59年度体力・運動能力調査報告書,1985年

7)文部省体育局 :昭和59年度学校保健統計調査報告書,1985年

8)西田ますみ :日 本女子体育短期大学保育科生の体格・体力に関する研究 日本女子体育大

学紀要 1984年

6)音海紀一郎 :高校生の体力評価に関する研究 研究紀要 獨協中・高等学校 1983年

-8-



以上を要約すると,

体格においては 回を重ねるごとに伸びている特に身長の伸びの方が 優れている。

体力診断テス ト種目をみると背筋力が一番伸びが優れている。次いで垂直とび 。握

力・肺活量となり,柔軟性種目は伸びが少ない傾向を示 している。特に踏台昇降運動

に際しては2月 の値が 5月 よりはるかに伸びが劣っている,筋力・瞬発力種目におい

ては,よ い結果が出ているが,敏捷性・柔軟性種目においては,あ まりよい結果が出

ていない。特に持久性種目の踏台昇降運動においては,はなはだしく伸びが劣ってい

る。その原因を究明する必要があると思われ,測定時の疑間点を述べておく,

1)脈拍測定に問題はないだろうか。

2)季 節に左右されることはないだろうか。

したがって踏台昇降運動テス トにみる本校生徒の全身持久性の能力には問題がある

とみなさざるをえない。この点は体育時における指導上留意すべき問題となろう。

種目ごとの第 1回 目の測定値優群・劣群の比較は表 3,図 2に示 してあるように,

第 1回 目 (5月 )の測定値の優群10名 ,劣群10名 を抽出し第 4回目 (2月 )の測定値

(伸び)を比べたものである。体力診断テ トスの 7種日と肺活量をみると,反復横と

びは 1回 目の優群 。劣群の差は (38.0点), 4回 目の差は (20.0点)と その差は(18.0

点)と 4回 目の劣群の方の伸びがよくなっている。

垂直とびは 1回 目の優群・劣群の差は (40.2点), 4回 目の差は (39.8点)と その

差は (0.4点 )と 両者とも伸びている。

背筋力は 1回 目の優群・劣群の差は (39.5点), 4回 目の差は (30.4点)と その差

は (9.1点 )と 4回 目の劣群の伸びは 1回 日と比べると良い。

握力は 1回 日の優群・劣群の差は (39.9点), 4回 目の差は (40.5点)と その差は

(-0.6点)と 4回 目の劣群の伸びは 1回 目に比べると悪い。

伏臥上体そらしは 1回 目の優群・劣群の差は (38,7点), 4回 目の差は (25。 7点 )

とその差は (13.0点)と 4回目の劣群の伸びは 1回 目に比べると良い。

立位体前屈は 1回 目の優群・劣群の差は (41.9点), 4回 目の差は (35.1点)と そ

の差は (6.8点 )と 4回 目の劣群の伸びは 1回 目に比べると良い。

踏台昇降運動は 1回 目の優群・劣群の差は (38.6点), 4回 目の差は (21.8点)と

その差は (16.8点)と 4回目の優群の伸びは 1回 目に比べると悪い。

肺活量は 1回 目の優群・劣群の差は (39.8点), 4回 目の差は (25.8点)と その差

は (14.0点)と 4回 目の劣群の伸びが 1回 目に比べると良い。

以上を要約すると,
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国平均の値より劣っているが,60年 2月 測定値と比較すると%標準偏差から1標準偏

差上昇の傾向を示 しその上昇が著 しい。握力においても身長の伸びに近い上昇を示し

ている。

反復横とびに おいては横ばい傾向で あるが, 瞬発力能力である垂直とびにおいて

は,59年 5月 測定値は全国平均の値より劣っているが,60年 2月 測定値と比較すると

%標準偏差に近い著しい上昇を示している。

柔軟性能力である伏臥上体そらし 。立位体前屈においては横ばいの傾向を示 してい

る。特に伏臥上体そらし測定時に腰痛をうったえる生徒や,大腿部後面のけいれんを

起こす生徒が目立ち,測定回数を重ねるにともなって無理をしなくなったようである

がいまの段階では断定することはむずかしい。

持久性能力である踏台昇降運動においては,59年 5月 測定値,60年 2月 測定値とも

に全国平均の値より1標準偏差以上,本校値が劣っている。

体格は,月 日が経過するにしたがって順当に伸びている。筋力的能力・敏捷性およ

び瞬発力に優れていることから,こ れらの能力を発揮 して成就できる運動種目には比

較的参加 していると考えられるが,劣っている他の能力の発揮を必要とする運動種目

には積極的参加がみられないと推測される。

59年 5月 時の値をTス コアーで50点に変換して各々 (9月 。11月 ,60年 2月 )を折

線グラフにしたものが図 1である。

まず体格の 2種目をみると,体重の伸びに比べて身長の伸びの方が優れている。こ

の時期は仲長期に相当するのであろう。

次に体力診断テス トの 7種目をみる,敏捷性を要する反復横とびは 5月 ・ 9月 。11

月とほとんど変動 (伸び)がなく, 2月 によくなる傾向を示している。

瞬発力を要する垂直とびは毎回よくなる傾向を示 している。筋力を要する背筋力と

握力を比べてみると,両者とも9月 の伸びにおいて差はないが,11月 。2月 の伸びの

差が著 しい。特に背筋力の伸びがよい傾向を示 している。

柔軟性を要する,伏臥上体そらし 。立位体前屈においては伏臥上体そらしは 5月 ・

9月 ・11月 とほとんど伸びが少なく, 2月 によくなる傾向を示している。それに対 し

て立位体前屈は 9月 。11月 ・ 2月 と少しずつであるがよくなる傾向を示している。

持久性を要する踏台昇降運動は9月 によい傾向を示しているが,11月 ・ 2月 になる

にしたがって 9月 より悪い値を示し,2月 になると,5月 より悪い傾向 を 示 してい

る。

肺活量は, 9月 ・11月 。2月 とよい傾向を示している。
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年 2月 の値,劣群(B)の 59年 5月 と60年 2月 の値を比較したものである。

まず,体格の身長では,59年 5月 の測定値 (151.3m)と ,全国平均の値 (150.OCm)

においては,本校値の方が 1.3m優れている,それが60年 2月 の値と比較すると 1標

準偏差以上,本校値が優れている。

体重においても59年 5月 の測定値 (44.6kg)と ,全国平均の値 (41.7聴)において

は,本校値の方が 2.9聴 優れている,それが60年 2月 の値と比較すると%標準偏差以

上本校値が優れている。

体力診断テスト種目では,反復横とびは,59年 5月 の測定値 (39.0回 )と ,全国平

均の値 (38.9回 )においてはほとんど差はない,60年 2月 の値と比較すると%標準偏

差以上本校値の方が優れている。

垂直とびは,59年 5月 の測定値 (38.5Cm)と ,全国平均の値 (43.lCm)に おいては

本校値の方が%標準偏差値以上劣っている,60年 2月 の値と比較すると逆に%標準偏

差近く本校値の方が優れている。

背筋力は,59年 5月 の測定値 (72.9kg)と ,全国平均の値 (79.9kg)に おいては本

校値の方が%標準偏差劣っている,60年 2月 の値と比較すると,逆に 1標準偏差本校

値の方が優れている。

握力は,59年 5月 の測定値 (23.7kg)と ,全国平均の値 (25.8贈)においては本校

値の方が%標準偏差近く劣っている,60年 2月 の値と比較すると逆に%標準偏差近く

本校値の方が優れている。

伏臥上体そらしは,59年 5月 の測定値 (45.6m)と ,全国平均の値 (49.4Cm)に お

いては本校値の方が%標準偏差以上劣っている,又60年 2月 の値と比較しても%標準

偏差近く本校値の方が劣っている。

立位体前屈は,"年 5月 の測定値 (7.2m)と ,全国平均の値 (8.7m)に おいては

本校値の方が%標準偏差近く劣っている,60年 2月 の値と比較すると逆に数値的には

本校値の方が優れている。

踏台昇降運動は,59年 5月 の測定値 (59.4点)と ,全国平均の値 (“.5点)におい

ては本校値の方が 1標準偏差以上劣っている,又60年 2月 の値と比較しても59年 5月

値同様本校値の方が 1標準偏差以上劣っている。

以上の統計的事実を要約すると,

体格は,59年 5月 測定値と比較すると全国平均の値よりやや優れている。それが 9

月・11月 ,60年 2月 と経過するにしたがって上昇を示している。

体力診断テスト種目は,筋力的能力である背筋力においては59年 5月 測定値は,全
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図 2 種目ことの第 1回 目の測定値 (優群・ 劣群)を Tス コアーに示したもの
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図 l Tスコアーで 5月 時を 50点とした場合の 9・ 11・ 2月 時の伸び
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表 1 体格・ 体力診断テストの平均値と標準偏差

S

表 2 Tス コアーで 5月 時を 50点とした場合の 9,11, 2月 時の伸び

表 3 種目ことの第 1回 目の測定値 。優群と劣群の比較
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中学生の体力評価に関す る研究

音 海 紀一郎

1。 研究 目的および方法

近年の青少年の体格は,顕著な伸びにもかかわらず 体力が 低下 して きていること

が社会的な問題として注目されて久しい。

年々一層受験競争の激化が低年齢化 してくる中で,中学校の保健体育指導にたずさ

わっているものにとっては,中学生の体力の実態を把握し,そ の体力向上のためのよ

り効果的な体育指導の条件を考えるための基本的資料を得ることはきわめて重要なこ

とである。そのための手がかりとして,本校生徒の体格・体力について測定をしたの

で以下に報告する。

測定対象は,獨協中学校 1年生全員 (193名 )男子生徒である。

測定種目は,体格は身長・体重の 2種目,体力は文部省スポーツテス トの「体力診

断テス ト」である。

反復横とび 。垂直とび・背筋力・握力・伏臥上体そらし・立位体前屈・踏台昇降運

動の 7種目,およびこれに加えて肺活量の合計10項目である。この体力診断テス トは

運動の基礎要因である敏捷性・瞬発力・筋力・柔軟性・持久性の 5つの側面より体力

を診断するもので,測定の結果は判定表により種目ごとに 5段階評定するとともに,

その合計点によって総合的に各個人の体力を診断するものである。

測定方法は,文部省「スポーツテス ト実施要項」によった。

測定時期は,昭和59年 5月 ・9月 。11月 および昭和60年 2月 の 4回実施した。

2.結 果および考察

1.体格・体力診断テス トの平均値および標準偏差

表 1は ,体格・体力診断テス トの平均値および標準偏差で示 したものである。表 2

および図 1は ,それらの平均値を標準偏差を基準としてTス コアーに変換 し,第 1回

テス トを50点として比較したものである。表 3は,種目ごとの第 1回 テス トの結果 ,

高成績を示したもの (優群)10名 と反対に最も低い値のもの (劣群)10名 とを抽出し

て,そ の後第 4回 テス トとのそれぞれの伸びについて比較をしたものである。図 2は

それらの平均値を標準偏差を基準として,Tス コアに変換して優群四の59年 5月 と60
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