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苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
第
十
一
号
（
二

四
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）

一
九
三

年
代
に
お
け
る
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
文
学
論

党
生
活
者

を
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て

篠

原

昌

彦

キ
ー
ワ
ー
ド

語
り
、
歴
史
意
識
、
主
体
性
、
治
安
維
持
法
、
党
・
細
胞

要
旨党

生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
治
安
維
持
法
の
下
で
革
命
運
動
を
担
い
、
一
九
三

年
代
を
生
き
続
け
た

生
命
が
描
か
れ
て
い
た
。

細
胞

は
、
生
命
体
を
支
え
て
い
く
。
テ
ク
ス
ト
は
今
も
生
き
続
け
て
い
く

細
胞

地
方
委
員
会

を
革

命
の
主
体
と
し
て
構
造
化
し
て
い
た
。
そ
こ
に
、

解
放

解
放
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
犠
牲

の
歴
史
的
使
命
を

担
わ
せ
描
い
て
い
た
。

非
合
法
下
の
革
命
運
動
は
、
き
つ
く
て
厳
し
い
。

治
安
維
持
法
に
よ
る
犠
牲
者
た
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス

ト
は
、
現
在
も
未
来
も
語
り
続
け
て
い
く
。
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語
り
の
視
点

党
生
活
者

前
編
に
は
、
独
自
の
語
り
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

私

は
け
っ
し
て
、
表
現
主
体
そ
の
ま
ま
の

私

で
は
な
い
。

フ
ト
須
山
は
子
供
の
よ
う
に
テ
レ
て
、

何
ん
だ
、
佐
々
木
の
手
は
小
ッ
ち
ゃ
い
な
！

と
私
に
云
っ
た（
）
。

一
人
称

私

の
語
り
で
あ
り
な
が
ら
、
読
者
に
は

私

が

佐
々
木

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

私

の
語
り
と
は
何
を
意
味
し
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
小
説
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
語
り
に
つ
い
て
、
本
論
稿
の
基
本
的
考
え
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

・
ト
ド
ロ
フ
は
、

言
語
理
論
小
事
典

の
中
で
、

テ
ク
ス
ト
は
そ
の

自
立
性

、

閉
鎖
性

（
別
の
意
味
で
は
、
あ
る
種
の
テ
ク
ス
ト
は
《
閉
ざ
さ
れ
て
》
い
な
い
に
せ
よ
）

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る（
）
。

党
生
活
者

前
編
の
語
り
に
お
い
て
も
、

自
律
性

閉
鎖
性

に
よ
っ
て
、
小
説
の
装
置
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

倉
田
工
業

と
い
う
軍
需
工
場
を
小
説
の

場

に
、
非
合
法
の

細
胞

地
方
委
員
会

の
運
動
を
組
織
化
・
実
践
し
、
治

安
維
持
法
下
の
生
命
の
危
険
を
賭
し
て

私

は
党
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

表
現
主
体
の
歴
史
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
階
級
意
識
と
歴
史
を
担
い
歴
史
を
生
き
て
い
く
労
働
者
農
民
の
階
級
的
主
体
性
を
明
ら
か

に
す
る

子
ど
も

の
装
置
は
、

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

党
生
活
者

前
編
の
中
で
、
特
に
読
者
の
胸
を
う
つ
次
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

私
は
こ
の
頃
、
ど
う
し
て
も
仰
向
け
に
ゆ
っ
た
り
と
寝
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
極
度
の
疲
労
か
ら
身
体
の
何
処
か
を
悪
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く
し
て
い
る
ら
し
く
、
弱
い
子
供
の
よ
う
に
直
ぐ
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
寝
て
い
た
。
私
は
想
い
出
す
の
だ
が
、
父
が
秋
田
で
百
姓

を
し
て
い
た
頃
、
田
か
ら
上
が
っ
て
く
る
と
、
泥
ま
み
れ
の
草
鞋
の
ま
ゝ
、
ヨ
ク
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
上
り
端
で
昼
寝
し
て
い
た
。

父
は
身
体
に
無
理
を
し
て
働
い
て
い
た
。
小
作
料
が
あ
ま
り
酷
な
た
め
に
、
村
の
人
が
誰
も
手
を
つ
け
な
い
石
こ
ろ
だ
ら
け
の

野

地

を
余
分
に
耕
や
し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
少
し
で
も
作
を
あ
げ
て
、
暮
し
の
足
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
の

た
め
に
父
は
心
臓
を
ひ
ど
く
悪
く
し
て
い
た
。

私
は
ど
う
し
て
も
う
つ
伏
せ
に
な
ら
な
い
と
眠
れ
な
い
と
き
、
自
分
が
だ
ん

だ
ん
父
と
似
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
た（
）
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

歴
史
と
救
済

と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
表
現
主
体
が
、

私

を
通
し
て
、
父
親
の
階
級
的
存

在
と
階
級
的
現
実
を
語
ら
せ
、

私

に
父
親
の
生
き
た
時
間

個
の
歴
史
を

想
い
出

さ
せ
、
生
き
生
き
と
記
憶
さ
せ
る
。
親
の

個
は

子
ど
も

の
内
面
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
で
、
階
級
的
歴
史
的
存
在
と
し
て
集
団
化
さ
れ
、
永
遠
化
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、

類
的

存
在
と
し
て
の
人
間

が
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

自
分
が
だ
ん

父
と
似
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
た

私

と
は
、
労
働
者
農

民
の
階
級
的
存
在
・
階
級
的
現
実
が
内
面
化
さ
れ
、
歴
史
を
生
き
続
け
る
労
働
者
農
民
の
集
団
そ
の
も
の
な
の
だ
。
つ
ま
り
、

党
生

活
者

前
編
の

私

と
は
、
個
で
は
な
く
労
働
者
農
民
階
級
の
典
型
で
あ
り
、
階
級
の
集
団
そ
の
も
の
で
あ
る
。

弱
い
子
供
の
よ
う
に

寝
て
い
た

父
は
、
現
在
の

私

の
中
に
生
き
続
け
、

私

と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

歴
史
的
現
実
の
中
で
惨
め
な

生

を
生
き
て
い
た
父
の
生
命
は
、
現
実
の

私

の
中
で
、
救
済
を
求
め
て
い
る
。
解
放
と
し
て
の

救
済
、
革
命
と
し
て
の
救
済
を
求
め
て
い
る
。
親
か
ら

子
ど
も

へ
と
持
続
し
て
い
く
生
命
と
そ
の
歴
史
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
生

命
の
生
産
と
再
生
産
が
、
解
放
・
革
命
と
い
う
救
済
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

党
生
活
者

前
編
の

私

と
は
、

労
働
者
農
民
の
階
級
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
救
済

解
放

革
命
の
主
体
で
あ
る
前
衛
党
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、

党
生
活
者

前
編
の
中
で
表
現
さ
れ
た

私

と
は
、
労
働
者
農
民
の
階
級
的
存
在
と
階
級
的
現
実
、
そ
し
て
解
放
運
動
の

主
体
と
し
て
の
前
衛
党
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、

私

に
よ
っ

て
語
ら
れ
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
的
形
象
化
で
あ
り
、
前
衛
党
の
歴
史
的
使
命
が
内
面
化
さ
れ
た
革
命
運
動
の
教
科
書
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。

私

に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
革
命
運
動
の
教
科
書
、
そ
れ
が

党
生
活
者

前
編
の
小
説
上
の
重
要
な
仕
掛
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
表
現
主
体
が
読
者
に
受
容
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
革
命
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
。

惨
め
な

生

を
生
き
て
き
た
有
限
な
存
在
、
つ
ま
り
一
回
し
か
生
き
ら
れ
な
い
個
と
し
て
の
親
の
思
い
は
、

子
ど
も

の
生
命
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の
中
に
生
き
続
け
、
救
済
を
求
め
て
解
放
運
動
の
主
体
と
し
て
前
衛
党
の
党
員
生
活
の
中
に
再
生
す
る
。

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク

ス
ト
と
は
、

転
形
期
の
人
々

で
形
象
化
さ
れ
た

過
去

の
労
働
者
農
民
の
典
型
が
、
ま
さ
に

現
在

の
姿
と
し
て
革
命
運
動

の
主
体

前
衛
党
の
党
員
生
活
と
な
っ
て
一
つ
の
教
科
書
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
の
中
で
、
表
現
主
体
が
明
確
に
し
た
歴
史
意
識
と
は
、
こ
の
よ
う
に
親
か
ら

子
ど
も

に
受
け
継
が
れ
、
発

展
さ
れ
、
解
放
運
動
の
主
体
と
し
て
救
済
を
求
め
て
生
き
続
け
る
前
衛
党
の
厳
粛
で
崇
高
な
使
命
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
の
中
で
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
歴
史
意
識
、
救
済
と
し
て
の
革
命
、
前
衛
党
の
使
命
は
、
一
九

三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
文
学
の
特
徴
は
、
世
界
的
同
時
性
と
い
う
こ
と
だ
が
、
マ

ル
ク
ス
主
義
が
一
九
三
二
年
の
日
本
で

党
生
活
者

前
編
と
い
う
文
学
表
現
を
得
た
こ
と
を
私
は
重
要
視
す
る
。

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
難
問
を
提
出
し
た
ま
ま
、
未
刊
で
遺
さ
れ
た
。
そ

の
重
い
問
題
を
受
け
継
い
で
い
く
の
が
、
そ
の
後
の
時
代
を
生
き
る
者
の
責
務
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
の
表
現
主
体
・
変
革
主
体

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、
労
働
者
農
民
の
階
級
そ
の
も
の
で
あ
る

私

に
よ
っ
て
、
ま
た
同
時
に
解
放
運
動
の
主

体
と
し
て
の
前
衛
党
を
意
味
し
て
い
る

私

に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
革
命
運
動
の
教
科
書
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
の

私

と

は
、
た
だ
た
ん
に
典
型
が
表
現
さ
れ
た
個
人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
そ
れ
以
上
の
階
級
的
現
実
と
革
命
運
動
が
表
現
さ
れ
て

い
る

集
団

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

党
生
活
者

前
編
の
中
で
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
同
志
の
英
雄
的
闘
争
は
、
私
達
を
引
き
し
め
た
。
私
は
ど
う
し
て
も
明
日
ま
で
や
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

仕
事
が
眠
い
た
め
に
出
来
な
く
、
寝
よ
う
と
思
う
、
そ
ん
な
と
き
に
中
の
人
た
ち
の
こ
と
（
引
用
者
注
、
獄
中
の
同
志
た
ち
の
こ

と
）
を
考
え
、
我
慢
し
、
ふ
ん
張
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
そ
ん
な
風
で
、
我
々
の
日
常
の
色
々
な
生
活
が
中
の
同
志
の
生
活

と
そ
の
ま
ま
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
内
と
外
と
は
ち
が
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
支
配
階
級
に
対
す
る
闘
争
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、

少
し
の
差
異
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る（
）
。

党
生
活
者

前
編
の

私

と
は
、
獄
の

中

と

外

と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
一
体
化
し
て

支
配
階
級
に
対
す
る
闘
争
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を
行
な
う
党
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

次
に
あ
げ
る
文
章
は
、
先
に
引
用
し
た

子
ど
も

の
装
置
が
組
み
込
ま
れ
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て

歴
史
と
救
済

が
語
ら
れ
て

い
た
部
分
の
後
に
続
く
文
章
で
あ
る
。

私
に
は
ち
ょ
ん
び
り
も
の
個
人
生
活
も
残
ら
な
く
な
っ
た
。
今
で
は
季
節
々
々
さ
え
、
党
生
活
の
な
か
の
一
部
で
し
か
な
く

な
っ
た
。
四
季
の
草
花
の
眺
め
や
青
空
や
雨
も
、
そ
れ
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
映
ら
な
い
。
私
は
雨
が
降
れ
ば
喜
ぶ
。
然
し
そ

れ
は
連
絡
に
出
掛
け
る
の
に
傘
を
さ
し
て
行
く
の
で
、
顔
を
他
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る（
）
。

党
生
活
者

前
編
の

生
活

と
は
、
労
働
者
農
民
の
階
級
が
解
放
さ
れ
る
た
め
の
歴
史
的
使
命
を
背
負
っ
て

支
配
階
級
に
対

す
る
闘
争

を
行
な
う
た
め
に

ち
ょ
ん
び
り
も
の
個
人
生
活
も
残
ら
な
く
な
っ
た

も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

党
生
活

と
は
、
自
然
の
推
移
を
感
じ
さ
せ
る

季
節
々
々

の
さ
さ
や
か
な
も
の
さ
え

党
生
活
の
な
か
の
一
部

と
な
っ
て
い

る
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

党
生
活
者

前
編
の

私

と
は
、
党
と
一
体
化
し
同
一
化
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

一
日
を
廿
八
時
間
に
働
く
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
始
め
よ
く
は
分
ら
な
か
っ
た
が
、
然
し
一
日
に
十
二
、
三
回
も
連
絡
を
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
時
、
私
は
そ
の
意
味
を
諒
解
し
た
。

個
人
的
な
生
活
が
同
時
に
階
級
的
生
活
で
あ
る

よ
う
な
生
活
、
私
は
そ
れ
に
少
し
で
も
近
附
け
た
ら
本
望
で
あ
る（

）
。

党
生
活
者

前
編
の

私

と
は
、

一
日
を
廿
八
時
間
に
働
く

よ
う
な

個
人
的
な
生
活
が
同
時
に
階
級
的
生
活

を
行
な

う
存
在
で
あ
る
。

支
配
階
級
に
対
す
る
闘
争

を
行
な
う
革
命
運
動
の

党
生
活

の
教
科
書
、
そ
れ
が

党
生
活
者

前
編
の
テ

ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
を
受
容
し
た
場
合
、

党
生
活
者

前
編
の

私

の
位
相
は
、

政
治

と
文
学

論
争
で
争
点
と
な
っ
た
も
の
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

党
生
活
者

前
編
の

私

と
は
個
人
で
は

な
く
、
革
命
運
動
の
前
衛
党
そ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
表
現
主
体
の
歴
史
意
識
と
労
働
者
農

篠
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民
の
階
級
と
し
て
の
歴
史
的
使
命
な
の
だ
か
ら
。

変
革
者
の
主
体
性
問
題

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
党
を
体
現
す
る

私

の

細
胞

が
変
革
の
主
体
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
の
意
味
は
大
き
い
。
変
革
者
の
歴
史
意
識
が
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て
、

個
人
的
な
生
活
が
同
時
に
階
級
的
生
活

が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、

地
方

地
区

地
方
委
員
会

と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
革
命
の
主
体
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

革
命
の
主
体
は
け
っ
し
て
、
中
央
、
も
し
く
は

東
京

に
存
在
す
る
中
央
委
員
会
で
は
な
い
。

細
胞

は
生
命
で
あ
る
。
変
革
者
の
主
体
と
な
る
の
で
あ
り
、

支
部

と
い
う
語
に
は
な
り
得
な
い
。

中
央

を
前
提
と
す
る

支
部

で
は
な
く
、

細
胞

が
生
き
生
き
と
活
動
し
革
命
運
動
の
主
体
と
し
て
、
増
殖
運
動
を
繰
り
返
し
て
い
く
組
織
を
形
成
し

て
い
る
。

変
革
の
主
体
は
、
革
命
の
運
動
体
の
生
命
そ
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く

細
胞

の

私

に
あ
る
。

そ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
平
野
謙
が
一
九
四
六
年
に
発
表
し
た

政
治
と
文
学
（
二
）
の
中
の
次
の
文
章
で
あ
る
。
党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
た
歴
史
意
識
が
、
別
の
側
面
か
ら
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
私
は
憶
い
だ
す
、
イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ゾ
フ
が
思
い
つ
め
た
語
調
で
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
に
問
い
か
け
る
場
面
を
。

人
類
永

遠
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
建
物
を
た
て
る
場
合
、
ひ
と
り
の
い
た
い
け
な
子
供
を
犠
牲
に
し
て
、
そ
の
子
の
血
と
涙
の
上
に
建
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、
お
前
は
そ
の
建
築
を
ひ
き
う
け
る
か
、
正
直
に
答
え
て
お
く
れ

と
問
い
か
け
る
一
齣
を（
）
。

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
た
歴
史
意
識
は
、
平
野
謙
が
一
九
四
六
年
に
こ
の
文
章
で
提
出
し
た
よ
う
な
個
人
の
問

題
で
は
な
い
。

党
生
活
者

前
編
で
は
、
個
人
を
包
み
こ
み
、
そ
し
て
個
人
の
生
命
が
親
か
ら

子
ど
も

へ
と
連
続
し
て
生
き
続

け
る

類
的
存
在
と
し
て
の
人
間

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
回
し
か
生
き
ら
れ
な
い
個
人
の
限
界
と
悲
惨
さ

を
、
歴
史
の
中
で
親
か
ら

子
ど
も

へ
と
生
命
が
生
き
続
け
る

類
的
存
在
と
し
て
の
人
間

と
し
て
救
済
し
、
解
放
運
動
の
歴
史

的
使
命
に
生
命
の
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
意
識
は
、
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
つ
の
到
達
で
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あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の

世
界
の
客
観
的
合
法
則
性

の
認
識
論
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
か
つ
て
丸
山
真
男

が

現
実
を
全
体
的
に
捉
え
る
理
論
及
び
世
界
観

政
治
的
ト
ー
タ
リ
ズ
ム
と
科
学
的
ト
ー
タ
リ
ズ
ム
と
が
見
合
っ
た
形（
）

と
表

現
し
た
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

政
治
の
優
位

の
原
則
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
光
栄
と
悲

惨
が
演
繹
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
よ
う
な
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル

ク
ス
主
義
の
認
識
論
、
組
織
論
、
運
動
論
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
け
っ
し
て
過
言
で
は
な
い
。
い
や
、
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、

党
生
活
者

が
前
編
だ
け
し
か
遺
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
光
栄
も
悲
惨
も
含
め
、
一
九
三

年
代

の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
は
、
今
な
お
重
く
痛
苦
で
未
解
決
の
ま
ま
遺
さ
れ
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、

党
生
活
者

の
後
編

の
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
作
業
は
、
戦
争
と
革
命
の
二
十
世
紀
を
経
た
今
後
の
地
球
規
模
の
人
類
的
課
題
に
ま
で
待
た
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
今
な
お
生
き
た
思
想
で
あ
り
、
批
判
的
に
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
。
党

生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
が
表
現
し
た
歴
史
意
識
は
、
ま
さ
に
二
十
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
難
し
い
問
題
を
提
示
し
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
二
十
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
難
問
に
関
し
、
一
九
四

年
に
絶
筆
の
形
で
書
き
遺
し
た

歴
史

哲
学
テ
ー
ゼ

の
中
で
、
次
の
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。

新
し
い
天
使

と
題
さ
れ
て
い
る
ク
レ
ー
の
絵
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
ひ
と
り
の
天
使
が
描
か
れ
て
お
り
、
天
使
は
、
か
れ
が

凝
視
し
て
い
る
何
も
の
か
か
ら
、
い
ま
に
も
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
に
見
え
る
…
…
（
中
略
）
…
…
歴
史
の
天

使
は
こ
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
か
れ
は
顔
を
過
去
に
向
け
て
い
る
。
ぼ
く
ら
で
あ
れ
ば
事
件
の
連
鎖
を
眺
め
る
と

こ
ろ
に
、
か
れ
は
た
だ
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
の
み
を
見
る
。
そ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
は
、
や
す
み
な
く
廃
墟
の
上
に
廃
墟
を
積
み
か

さ
ね
て
、
そ
れ
を
か
れ
の
鼻
っ
さ
き
へ
つ
き
つ
け
て
く
る
の
だ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
強
風
は
天
使
を
、
か
れ
が
背
中
を
向
け
て

い
る
未
来
の
ほ
う
へ
、
不
可
抗
的
に
運
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
一
方
で
は
か
れ
の
眼
前
の
廃
墟
の
山
が
、
天
に
届
く
と
ば
か
り
に
高
く

な
る
。

ぼ
く
ら
が
進
歩
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
強
風
な
の
だ（
）
。（
野
村
修
訳
）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

歴
史
と
救
済

の
テ
ー
マ
は
、
二
十
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
を
人
間
存
在
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
難
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し
い
問
題
と
し
て
突
き
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

党
生
活
者

前
編
の

私

が
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

目
を
過
去
に
向
け
れ
ば

廃
墟
の
山

が
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

進
歩

と
呼
ぶ
歴
史
の
使
命
を
担
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
で
表
現
さ
れ
た
前
衛
党
が
背
負
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な

歴
史
と
救
済

の
厳
粛
で
崇
高
な
使
命
な
の

だ
。

党
生
活
者

前
編
の
中
で
、
感
動
的
な
次
の
場
面
は
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。

見
解
は
一
致
し
て
い
た
。
だ
か
ら
問
題
は
そ
の
決
定
的
な
闘
争
を
ど
ん
な
形
で
持
ち
込
む
か
に
あ
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…

そ
れ
は
矢
張
り
正
し
い
と
こ
ろ
へ
向
っ
て
き
て
い
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
こ
れ
は
労
働
者
の
生
活
と
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か

ら
来
て
い
る
こ
と
で
、
我
々
の
場
合
こ
ゝ
に
理
論
と
実
践
の
微
妙
な
統
一
が
あ
る（
）
。

こ
う
し
て
、
前
編
最
後
の
ビ
ラ
ま
き
の
場
面
が
、
表
現
主
体
に
よ
っ
て
歴
史
意
識
と
一
体
化
し
た

支
配
階
級
に
対
す
る
闘
争

と

し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
闘
う
者
の
自
己
犠
牲
と
英
雄
的
な
精
神
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
中
で
語
ら
れ
、
解
放
運
動
の
主
体

で
あ
る

党

が
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
表
現
主
体
に
よ
っ
て

類
的
存
在
と
し
て
の
人
間

が
歴
史
的
使
命
を
果
た
す
献
身

が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
と
前
衛
党
の
光
栄
と
悲
惨
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ

に
つ
い
て

卓
越
し
た
革
命
文
書
で
あ
る（
）

と
述
べ
て

い
る
が
、
私
は
二
十
世
紀
に
お
け
る
文
学
の
世
界
的
同
時
性
を
考
え
た
場
合
、

党
生
活
者

前
編
も
同
じ
よ
う
に
卓
越
し
た
革
命
運

動
の
教
科
書
と
い
う
評
価
を
与
え
た
い
。

党
生
活
者

の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
三

年
代
の
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
の
困
難
な
問
題
と
、
一
九
三

年
代
の
世
界
に
共
通
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義
の
難
問
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
央
で
は
な
い

東
京

党
生
活
者

前
編
の
叙
述
は
、
三
二
テ
ー
ゼ
で
論
じ
ら
れ
た
社
会
構
造
を
小
説
世
界
の
基
盤
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
主

義
的
天
皇
制
で
あ
り
、
寄
生
地
主
制
の
半
封
建
的

超
国
家
主
義

帝
国
の
社
会
構
造
を
、
変
革
者
の
側
か
ら
鋭
く
撃
ち
こ
む
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
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党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、

東
京

は
相
対
化
さ
れ
た
場
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

東
京

と

地
方

は
、
社

会
変
革
の
主
体
で
あ
る

細
胞

私

に
と
っ
て
、
等
価
値
の
場
で
あ
る
。

不
在
地
主
の
住
む

東
京

。
侵
略
戦
争
を
推
進
す
る

大
日
本
帝
国

の
中
央
集
権
化
さ
れ
た

東
京

。
国
家
権
力
の
野
蛮
な
暴

力
装
置
治
安
維
持
法
を
発
動
し
続
け
て
指
令
し
て
い
く

東
京

。
軍
需
工
場
が
位
置
す
る

東
京

。

そ
れ
ら
の

東
京

に
鋭
く
対
峙
し
闘
争
し
続
け
て
い
く
の
は
、
細
胞

で
あ
り
、
地
方
委
員
会

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

私
は
倉
田
工
業
の
他
に

地
方
委
員
会

の
仕
事
も
し
て
い
た
し
、
ヒ
ゲ
の
や
ら
れ
た
こ
と
が
殆
ど
確
実
な
の
で
、
新
た
に
そ

の
仕
事
の
一
部
分
を
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
急
に
忙
し
く
な
っ
た
。
が
、
ア
ジ
ト
が
確
立
し
た
上
に
、
工
場
の

生
活
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
充
分
に
日
常
生
活
の
プ
ラ
ン
を
編
成
し
て
、
今
迄
よ
り
も
精
力
的
に
仕
事
に
取
り
か
ゝ
る
こ
と
が
出

来
た（
）
。

私
が
ま
ず
気
付
い
た
こ
と
は
、
八
百
人
も
い
る
工
場
で
、
四
五
人
の
細
胞
だ
け
が
懸
命
に
（
そ
れ
は
全
く
懸
命
に
！
）
活
動
し

よ
う
と
し
て
い
る
傾
向
だ
っ
た
。
そ
れ
は
勿
論
四
五
人
で
あ
ろ
う
と
、
細
胞
の
懸
命
な
活
動
が
な
か
っ
た
ら
、
工
場
全
体
を
動
か

す
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
四
五
人
が
懸
命
に
働
い
て
工
場
全
体
を
動
か
す
た
め
に
は
、
工
場
の
中
の
大
衆

的
な
組
織
と
結
合
す
る
こ
と
（
或
い
は
そ
う
い
う
も
の
を
作
り
、
そ
の
中
で
働
く
こ
と
）
を
具
体
的
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（
）
。

革
命
運
動
の
主
体
者
に
と
っ
て
、

東
京

は
中
央
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

細
胞

地
方
委
員
会

は
、
中
央
の
支
部

で
も
下
部
革
命
運
動
の
主
体
者
に
と
っ
て
、

東
京

は
組
織
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、

東
京

は
次
の
よ
う
に

地
方

と
等
価
値
の
風
景
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
く
構
造
を

持
っ
て
い
る
。

帰
り
は
表
通
り
に
出
て
、
円
タ
ク
を
拾
っ
た
。
自
動
車
は
近
路
を
す
る
ら
し
く
、
し
き
り
に
暗
い
通
り
を
曲
が
っ
て
い
た
が
、

突
然
賑
や
か
な
明
る
い
通
り
へ
出
た
。
私
は
少
し
酔
っ
た
風
を
し
て
、
帽
子
を
前
の
め
り
に
覆
っ
た
。
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何
処
へ
出
た
の
？

と
訊
く
と
、
銀
座

だ
と
い
う
。
こ
れ
は
困
っ
た
と
思
っ
た
。
こ
う
い
う
さ
か
り
場
は
苦
手
な
の
だ
。
が
、
そ
う
と
も
云
え
ず
、

私
は
分
ら
な
い
よ
う
に
、
モ
ッ
ト
帽
子
を
前
の
め
り
に
し
た
。
だ
が
私
は
銀
座
を
何
カ
月
見
な
い
だ
ろ
う
。
指
を
折
っ
て
み
る
と

四
カ
月
も
見
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
時
々
両
側
に
眼
を
や
っ
た
。
私
が
そ
の
辺
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
随
分
変
っ

て
い
た
。
何
時
の
間
に
か
私
は
貪
る
よ
う
に
見
入
っ
て
い
た
。
私
は
曾
つ
て
こ
れ
と
似
た
感
情
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

一
昨
年
刑
務
所
へ
行
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。
予
審
廷
へ
出
廷
の
た
め
に
、
刑
務
所
の
護
送
自
動
車
に
手
錠
を
は
め
ら
れ
た
ま
ゝ

載
せ
ら
れ
て
裁
判
所
へ
行
く
途
中
、
私
は
そ
の
鉄
棒
の
は
ま
っ
た
窓
か
ら
半
年
振
り
で

新
宿

の
雑
踏
を
見
た
。
私
は
一
つ
一

つ
の
建
物
を
見
、
一
つ
一
つ
の
看
板
を
見
、
一
つ
一
つ
の
自
動
車
を
見
、
そ
し
て
雑
踏
し
て
い
る
人
た
ち
の
一
人
々
々
を
見
よ
う

と
し
た
。
私
は
、
そ
の
人
ご
み
の
中
に
、
誰
か
顔
見
知
り
の
同
志
で
も
歩
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
ど
の
位
注
意
し

た
か
分
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
刑
務
所
の
独
房
に
帰
っ
て
か
ら
一
二
日
眼
が
チ
カ
チ
カ
と
痛
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る（
）
。

我
等
に
と
っ
て
、
工
場
は
城
塞
で
な
く
て
、
こ
れ
ァ
戦
場
だ
！

と
、
須
山
は
笑
っ
た
。

そ
れ
は
誰
か
ら
の
切
抜
だ
？

オ
レ
自
身
の
さ
！

そ
の
後

地
方
の
オ
ル

（
党
地
方
委
員
会
の
組
織
部
会
）
に
出
る
と
、
官
営
の

軍
器
工
場
で
は
ピ
ス
ト
ル
と
剣
を
擬

し
た
憲
兵
の
見
張
り
だ
け
で
は
足
り
な
く
、
職
場
々
々
の
大
切
な
部
門
に
は
憲
兵
に
職
工
服
を
着
せ
て
入
り
混
ら
せ
て
い
た
と
い

う
報
告
が
さ
れ
た
。
そ
こ
の
細
胞
が
最
近
検
挙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
知
ら
ず
に

職
工
の
服
を
着
た
憲
兵

に
働
き
か
け
た
ゝ
め

だ
っ
た
。
そ
う
い
う

職
工

は
ワ
ザ
と
表
面
は
意
識
あ
る
様
子
を
見
せ
る
の
で
、
危
険
こ
の
上
も
な
か
っ
た
。
倉
田
工
業
は
本

来
の
軍
器
工
場
で
は
な
い
の
で
、
ま
だ
憲
兵
ま
で
に
は
き
て
い
な
い
が
、
事
態
が
も
う
少
し
進
む
と
、
そ
こ
ま
で
行
き
兼
ね
な
い

こ
と
が
考
え
ら
れ
る（
）
。

革
命
の
主
体
と
し
て

私

細
胞

地
方
委
員
会

が
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
明
確
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。

侵
略
し
続
け
る

帝
国
軍
隊

皇
軍

の

帝
都

東
京
は
、

党
生
活
者

前
編
で
生
き
闘
い
続
け
る
者
に
と
っ
て
、
地
方
か
ら
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撃
ち
続
け
、
か
つ
闘
い
続
け
て
い
く
場
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。

生
き
続
け
る

細
胞

地
方
委
員
会

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
読
者
に
感
動
を
与
え
る
描
写
は
、
親
子
の
情
愛
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
を
担
う
主
体
の
一
人

ひ
と
り
、
す
な
わ
ち

細
胞

の
生
命
の
核
と
な
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。

三
度
目
か
四
度
目
に
家
へ
帰
っ
た
と
き
、
伊
藤
は
久
し
振
り
で
母
親
と
一
緒
に
銭
湯
に
行
っ
た
。
彼
女
は
だ
ん

仕
事
が
重

要
に
な
っ
て
行
く
し
、
こ
れ
か
ら
は
今
迄
の
よ
う
に
容
易
く
警
察
を
出
れ
る
こ
と
も
無
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
考
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
蔭
な
が
ら
の
お
別
れ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
母
親
は
お
湯
屋
で
始
め
て
自
分
の
娘
の
裸
の
姿

を
見
て
、
そ
こ
へ
ヘ
ナ

と
坐
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
伊
藤
の
体
は
度
重
な
る
拷
問
で
青
黒
い
ア
ザ
だ
ら
け
に
な
っ
て

い
た
。
彼
女
の
話
に
よ
る
と
、
そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
母
親
は
急
に
自
分
の
娘
に
同
情
し
、
理
解
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

娘
を
こ
ん
な
に
し
た
警
察
な
ど
に
頭
を
さ
げ
る
必
要
は
い
ら
ん
！

と
怒
っ
た（
）
。

私
は
今
迄
母
親
に
は
つ
ら
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
が
、
結
局
は
私
の
退
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
行
動
で
示
し
て
き
た
。
然
し
六
十

の
母
親
が
私
の
気
持
に
ま
で
近
付
い
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
自
分
た
ち
が
こ
の
運
動
を
し
て
ゆ
く
困
難
さ
の
百
倍
も
の
苦
し
い
心

の
闘
い
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
気
が
す
る
。
私
の
母
親
は
水
呑
百
姓
で
、
小
学
校
に
さ
え
行
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
私
が
家
に

い
た
頃
か
ら
、

い
ろ
は

を
習
ら
い
始
め
た
。
眼
鏡
を
か
け
て
炬
燵
の
中
に
背
中
を
円
る
く
し
て
入
り
、
そ
の
上
に
小
さ
い
板

を
置
い
て
、
私
の
原
稿
用
紙
の
書
き
散
ら
し
を
集
め
、
そ
の
裏
に
鉛
筆
で
稽
古
を
し
出
し
た
。
何
を
始
め
る
ん
だ
、
と
私
は
笑
っ

て
い
た
。
母
は
一
昨
年
私
が
刑
務
所
に
い
る
と
き
に
、
自
分
が
一
字
も
書
け
な
い
た
め
に
、
私
に
手
紙
を
一
本
も
出
せ
な
か
っ
た

こ
と
を

そ
れ
ば
か
り
が
残
念
だ

と
云
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
私
が
出
て
か
ら
も
、
ま
す

運
動
の
な
か
に
深

入
り
し
て
い
る
の
が
母
の
眼
に
も
分
っ
た
、
そ
う
す
れ
ば
今
度
も
キ
ッ
ト
引
ッ
張
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
又
仮
り
に
そ
ん
な
こ
と
が
無

い
と
し
て
も
、
今
は
保
釈
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
せ
刑
が
決
ま
れ
ば
入
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
の
用
意
に
母
は
字
を
覚

え
出
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
私
が
沈
む
少
し
前
に
は
、
不
揃
い
な
大
き
な
字
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ち
ア
ん
と
読
め
る
字
を
書
い
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て
い
る
の
に
私
は
吃
驚
し
た（
）
。

伊
藤

私

は
革
命
運
動
を
担
う

細
胞

と
し
て
、
母
親
の
情
愛
、
生
命
の
つ
な
が
り
を
階
級
意
識
へ
と
高
め
て
い
く
装
置

と
な
り
、
革
命
の
教
科
書
と
し
て
読
者
に
伝
え
て
い
る
。

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
親
か
ら
子
へ
と
生
命
は
受
け
継
が
れ
、
革
命
の
主
体
、
つ
ま
り

細
胞

地
方
委
員
会

へ
と
表
現
さ
れ
て
い
く
。

お
わ
り
に

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
治
安
維
持
法
の
下
で
革
命
運
動
を
担
い
、
一
九
三

年
代
を
生
き
続
け
た
生
命
が
描
か
れ
て

い
た
。細

胞

は
、
生
命
体
を
支
え
て
い
く
。
テ
ク
ス
ト
は
今
も
生
き
続
け
て
い
く

細
胞

地
方
委
員
会

を
革
命
の
主
体
と
し
て

構
造
化
し
て
い
た
。
そ
こ
に
、

解
放

解
放
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
犠
牲

の
歴
史
的
使
命
を
担
わ
せ
描
い
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
武
装
蜂
起
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
悲
惨
な
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
て
敗
北
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。

日
本
で
は
、
戦
時
下
お
よ
び
敗
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
武
装
蜂
起
は
な
し
得
ず
、
非
転
向
の
思
想
犯
は
、
民
衆
の
蜂
起
で
は
な
く
、
敗

戦
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
木
清
が
獄
死
し
た
こ
と
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
一
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
鋭
敏
な
人
権
感
覚
と

の
指
令

に
よ
っ
て
、
解
放
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
戦
争
放
棄
の
憲
法
が
樹
立
さ
れ
て
い
く
。

非
合
法
下
の
革
命
運
動
は
、
き
つ
く
て
厳
し
い
。

治
安
維
持
法
に
よ
る
犠
牲
者
た
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を

党
生
活
者

前
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
も
未

来
も
語
り
続
け
て
い
く
。

注（

）

小
林
多
喜
二
全
集

第
四
巻
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
四
四

ペ
ー
ジ
。
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（

）

・
ト
ド
ロ
フ
著
、
滝
田
文
彦
訳

言
語
理
論
小
事
典

朝
日
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
四
六

ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四
三

ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
三
九
二
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四
三

四
三
一
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四
三
一

四
三
二
ペ
ー
ジ
。

（

）
平
野
謙
著

戦
後
文
藝
評
論

眞
善
美
社
、
一
九
四
八
年
、
五
二
ペ
ー
ジ
。

（

）
丸
山
真
男
著

日
本
の
思
想

岩
波
新
書
、
一
九
六
一
年
、
八
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集

暴
力
批
判
論

（
高
原
宏
・
野
村
修
訳
）
晶
文
社
、
一
九
六
九
年
、
一
一
九

一
二

ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四
三
六

四
三
八
ペ
ー
ジ
。

（

）
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
著
、
今
村
仁
司
訳

ワ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

革
命
的
批
評
に
向
け
て

勁
草
書
房
、
一
九
八
八

年
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
三
七
四
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
三
七
五
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四
一

四
一
一
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
四

七
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
三
七
三
ペ
ー
ジ
。

（

）（

）
と
同
じ
、
三
八
四

三
八
五
ペ
ー
ジ
。

本
論
稿
は
、
日
本
社
会
文
学
会
発
行

社
会
文
学

第
一
九
号

二

三
年
九
月
発
行
の
論
文
を
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
し
の
は
ら

ま
さ
ひ
こ
・
本
学
教
授
）

篠
原
昌
彦

一
九
三

年
代
に
お
け
る
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
文
学
論



苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
第
十
一
号
（
二

四
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て

林

晃

平

キ
ー
ワ
ー
ド

浦
島
太
郎
、
異
郷
、
昔
話
、
伝
説
、
イ
メ
ー
ジ

要
旨口承

文
藝
の
中
で
も
、
昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
表
現
は
、
異
郷
の
登
場
す
る
話
が
多
く
種
類
を
持
っ
て
い
る

わ
り
に
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
確
た
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
浦
島
伝
説
と
龍
宮
に
限
定
し
た
場
合
で
も
、

今
日
の
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
、
海
底
に
あ
り
、
独
特
な
門
構
え
を
有
し
た
建
物
や
、
四
方
四
季
の
庭
を
内
包
す
る

イ
メ
ー
ジ
は
、
口
承
文
藝
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
所
謂
御
伽
草
子
や
草
双
紙
類
の
読
み
物
や
そ
の
挿

絵
な
ど
の
絵
本
な
ど
か
ら
の
影
響
が
強
く
、
口
承
よ
り
は
む
し
ろ
視
覚
に
よ
る
情
報
伝
達
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
き
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
れ
ま
で
に
、
浦
島
伝
説
の
有
り
様
を
文
献
で
把
握
し
て
、
そ
の
方
向
や
変
容
を
動
態
と
し
て
と
ら
え
見
据
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
近
年
の
口
承
文
藝
へ
と
展
開
し
、
特
に
そ
の
異
郷
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
今
日
あ
る
龍
宮
イ
メ
ー

ジ
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
、
江
戸
後
期
の
草
双
紙
を
中
心
に
し
て
生
成
し
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。（
注
一
）

そ
の
龍
宮
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
こ
こ
で
は
、
口
承
文
藝
に
お
け
る
異
郷
の
イ
メ
ー
ジ
に
探
っ
て
み
よ
う
。

【

】

問
題
提
起

ま
ず
、
最
初
に
本
稿
で
問
題
と
す
べ
き
点
を
四
つ
挙
げ
て
お
く
。

口
承
文
藝
に
お
け
る
異
郷
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
の
特
徴
は
何
か

こ
れ
は
、
異
郷
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
探
り
、
そ
の
特
徴
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
第
一
に

異
郷
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か

こ
の
異
郷
に
は
ど
ん
な
の
も
の
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
位
置
や
呼
称
と
そ
の
具
体
的
内
容
の
確
認
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、

異
郷
に
よ
っ
て
固
有
性
は
あ
る
の
か

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
異
郷
の
固
有
性
の
有
無
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
最
後
に

異
郷
の
も
つ
意
味
は
何
か

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
見
て
き
た
異
郷
が
、
い
っ
た
い
口
承
文
藝
の
中
で
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
の
か
を
考
え
て

み
る
、
と
い
う
手
順
で
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

で
は
、
ま
ず
異
郷
に
つ
い
て
考
え
る
参
考
と
し
て
、
口
承
文
藝
に
お
け
る
異
郷
の
特
徴
を
大

み
す
る
た
め
に

日
本
昔
話
事
典

の

異
郷
譚

と
い
う
項
目
の
文
章
か
ら
そ
の
一
部
を
掲
げ
て
お
く
。

日
本
の
昔
話
の
な
か
で
、
主
人
公
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
地
下
の
国
、
あ
る
い
は
海
底
の
国
と
お
ぼ
し
き
所
へ
行
き
、
歓
待
さ
れ
、
別
れ
に
際
し
て

財
宝
を
贈
ら
れ
る
、
そ
し
て
、
た
い
て
い
の
ば
あ
い
欲
深
い
隣
人
が
そ
れ
を
ま
ね
て
ひ
ど
い
め
に
あ
う
、
と
い
う
構
造
を
も
っ
た
話
型
を
異
郷
譚
と
言

い
な
ら
わ
し
て
い
る
。

（

日
本
昔
話
事
典

小
沢
俊
夫
・
四
八
頁
）

こ
れ
は
小
沢
俊
夫
氏
が
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
異
郷
と
は
地
下
や
海
底
と

お
ぼ
し
き
所

記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
は
っ
き
り
ど
こ
と
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
い
ま
い
さ
を
持
っ
た
場
所
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
話
型
的
に
は
基
本
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的
に

隣
の
爺

な
ど
の
隣
人
の
模
倣
を
有
す
る
話
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
異
郷
で
あ
る
か
ら
、
異
郷
そ
の
も
の
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
他
の
異
郷
を
中
心
と
す
る
話
と
は
同
列
に
は
扱
え
な
い
と
い
う
考
え
方
も

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

【
一
】

口
承
文
藝
と
昔
話
と
伝
説

論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
口
承
文
藝
を
対
象
と
し
て
考
察
す
る
と
き
の
昔
話
と
伝
説
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
、
浦
島
太
郎
の
話
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
昔
話
な
の
か
伝
説
な
の
か
と
、
そ
の
話
の
範
疇
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
と

い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

浦
島
説
話
、
浦
島
伝
承
な
ど
こ
の
類
の
話
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
呼
称
が
あ
る
が
、
稿
者
は
基
本
的
に
口
承
書
承
に
関
わ
ら
ず
、
そ

れ
ら
を
一
括
し
て
浦
島
伝
説
と
い
う
呼
称
で
代
表
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
口
承
文
藝
に
限
定
し
た
場
合
、
浦
島
太
郎
の
話
を
ど
う
扱

う
の
か
と
い
う
問
題
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
浦
島
太
郎
の
話
は
、
伝
説
に
も
あ
り
、
昔
話
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
今
日
の
昔
話
と
伝
説
や
差
異
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
福
田
晃
氏
の

昔
話
と
御
伽
草
子

藤
袋

の
草
子

を
め
ぐ
っ
て

と
題
す
る
論
文
に
示
唆
的
な
一
節
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
初
の
奄
美
地
方
の
調
査
で
す
で
に
強
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
沖
縄
の
調
査
を
進
め
る
に
従
っ
て
い
ち
だ
ん
と
強
く
感
じ
ら
れ
て
き

た
こ
と
は
、
南
島
に
お
け
る
昔
話
は
、
昔
話
と
い
う
に
は
、
未
成
熟
で
あ
り
、
そ
れ
と
伝
説
・
世
間
話
と
の
境
目
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
あ
る
い
は
、
未
成
熟
と
い
う
こ
と
ば
が
不
適
切
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
島
に
お
け
る
民
間
説
話
の
主
流
は
、
伝
説
に
あ
る
と
言
い
な
お
す
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
本
土
に
あ
っ
て
は
、
昔
話
を
伝
説
や
世
間
話
の
伝
承
と
区
別
す
る
も
の
に
、
語
り
の
形
式
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
昔
話
の

な
か
で
も
、
特
に
完
形
昔
話
と
か
本
格
昔
話
と
か
に
分
類
さ
れ
る
話
型
の
場
合
、
多
く
は
発
端
の
句
と
し
て
、

ム
カ
シ

ム
カ
シ
ム
カ
シ

、
あ
る

い
は

ザ
ッ
ト
ム
カ
シ

ナ
ン
ト
ム
カ
シ

ト
ン
ト
ム
カ
シ

、
時
に
は

ム
カ
シ
ム
カ
シ
ノ
ソ
ノ
ム
カ
シ
、
ソ
ノ
マ
タ
ム
カ
シ
ソ
ノ
ム
カ
シ

等
々

を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
結
び
の
句
と
し
て
、

ド
ッ
ト
ハ
レ
エ

イ
チ
ゴ
サ
カ
エ
タ

ム
カ
シ
コ
ッ
プ
リ

ム
カ
シ
マ
ッ
コ
ウ

等
々
を
も
っ
て
語

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
南
島
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
の
形
式
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
き
わ
め
て

簡
単
な
も
の
で
、
そ
れ
が
形
式
と
し
て
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
さ
え
あ
る
。

（

昔
話
と
御
伽
草
子

藤
袋
の
草
子

を
め
ぐ
っ
て

上

國
學
院
雑
誌

七
九
巻
一

号
（
一
九
七
六
）
四
六
頁
下

四
七
上
頁
）

林

晃
平

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て



こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
一
般
に
昔
話
と
伝
説
と
の
区
別
す
る
も
の
と
し
て
語
り
の
形
式
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
そ
う
述
べ

た
上
で
、
そ
の
区
別
が
南
島
に
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
未
成
熟
と
取
る
か
、
主
題
と
す
る
も
の
違
い
と
取
る
か

は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
福
田
氏
は
、
南
島
に
お
い
て
は
、
昔
話
に
語
り
の
形
式
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
、
昔
話
と
伝
説
の
区
別

が
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浦
島
太
郎
の
話
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
曖
昧
な
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
伝
説
に
も
昔
話
に
も
浦
島
の
話
は
認
定
さ
れ
て
お
り
、
以
下
に
記
す
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
重
な
る
部
分
も
多
い
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
、
ま
ず
、
そ
の
昔
話
と
伝
説
の
浦
島
太
郎
の
話
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

以
下
に

昔
話

浦
島
太
郎

と
伝
説

浦
島
太
郎

対
照
表

と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
話
の
構
成
が
簡
便
に
つ
か
め
る
よ
う
に
、

日
本
昔
話
通
観

と

日
本
伝
説
大
系

に
あ
る
話
の
要
約
を
対
照
さ
せ
て
表
に
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

昔
話

浦
島
太
郎

と
伝
説

浦
島
太
郎

対
照
表
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日
本
昔
話
通
観
・
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

日

本

伝

説

大

系

話
型
要
約

異
郷
訪
問

浦
島
太
郎

浦
島
太
郎
が
子
供
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
亀
を
買
い
と
っ
て

放
つ
と
、
亀
は
竜
宮
の
乙
姫
の
使
い
と
し
て
太
郎
を
迎
え
に

く
る
。

〔

・

〕

亀
は
太
郎
を
背
に
乗
せ
目
を
つ
ぶ
ら
せ
て
海
に
も
ぐ
り
、
目

を
あ
け
さ
せ
る
と
竜
宮
に
着
い
て
い
る
。

〔

〕

太
郎
は
し
ば
ら
く
乙
姫
に
も
て
な
さ
れ
、
帰
り
に
乙
姫
か
ら
、

困
っ
た
と
き
に
あ
け
よ
、
と
玉
手
箱
を
渡
さ
れ
る
。

〔

・

・

〕

二
二
浦
島
太
郎
（

五

一
八
五

一
九
五

二

六
六

一
三
二
）

浦
島
太
郎
は
、
亀
を
助
け
た
お
礼
に
竜
宮
に
連
れ
て
行

か
れ
る
。

浦
島
太
郎
は
、
い
つ
も
酒
を
買
い
に
く
る
乙
姫
に
、
龍

宮
に
連
れ
て
行
か
れ
る
。



通
観
注

（

）
絵
本
な
ど
で
普
及
し
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
。（

）
沖
縄
の
伝
承
は
、
男
が
拾
っ
た
添
え
髪
を
女
に
返
し
て
そ
の
あ
と
を
つ
け

る
と
、
海
が
割
れ
て
道
が
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
香
川
・
鳥
取
で
は
、
男
は
乙
姫
ま
た
は
亀
と
結
婚
し
、
出
産
に
際
し
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
の
ぞ
く
と
、

女
は
大
蛇
の
姿
と
な
っ
て
お
り
、
子
を
残
し
て
去
る
、
と
な
る
。

昔
話
で
は

で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
伝
説
で
は

で
一
括
さ
れ
て
い
て
、

と

が
対
応
し
て
い
る
と
理
解
す
る
と
、

昔
話
も
伝
説
も
内
容
に
差
異
は
な
い
。

な
る
も
の
は
石
川
県
松
任
市
の
石
の
木
伝
説
で
、
こ
れ
だ
け
が
異
質
な
の
で
別
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
説
に
は
後
日
談
と
も
い
え
る

が
あ
る
が
、
昔
話
は

で
終
わ
っ
て
い
て
、
対
応
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
れ
が
伝
説

と
昔
話
の
浦
島
太
郎
の
大
き
な
差
異
と
言
え
よ
う
。
伝
説
で
は
、
単
な
る
話
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
必
ず
証
拠
と
な
る
事
物
が
残
っ
て

い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
異
郷
と
い
う
こ
と
に
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
そ
の
指
摘
に
留
め
て
お
く
。
と
も
か
く
も
、
伝
説
も
昔
話
も
浦
島
太
郎
に
関
し
て
は
異
郷
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ

内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
を
取
る
に
し
て
も
浦
島
太
郎
の
話
の
場
合
、
話
の
根
幹
部
分
は
変
わ
ら
な

い
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
も
昔
話
と
伝
説
を
一
括
し
て
そ
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

林

晃
平

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て

太
郎
が
亀
の
背
に
乗
り
目
を
つ
ぶ
っ
て
故
郷
に
着
く
と
数
百

年
た
っ
て
お
り
、
変
わ
り
は
て
て
い
る
の
で
、
箱
を
あ
け
る

と
煙
が
た
ち
爺
と
な
る
。

〔

・

・

〕

乙
姫
と
別
れ
て
故
郷
に
帰
る
と
、
地
上
で
は
長
い
時
間
が

過
ぎ
て
い
る
。
悲
嘆
に
く
れ
た
太
郎
は
、
父
母
の
墓
前
で
玉

手
箱
を
開
い
て
老
人
に
な
っ
て
死
ぬ
。

そ
の
地
に
太
郎
を
神
と
し
て
祀
る
。

龍
宮
の
太
郎
の
子
が
、
遅
々
の
な
く
な
っ
た
所
に
石
柱

を
建
て
て
弔
い
を
す
る
。



【
二
】

所
謂
御
伽
草
子

浦
島
太
郎

の
龍
宮
表
現
の
特
徴

で
は
、
そ
の
浦
島
太
郎
の
異
郷
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
次
に
は
、
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
と
こ
ろ
で
、
昔

話
・
伝
説
の
浦
島
太
郎
の
異
郷
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
比
較
の
た
め
に
所
謂
御
伽
草
子
の

浦
島
太
郎

の
異
郷
の
描
写
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
浦
島
の
諸
本
の
成
立
は
近
世
初
期
か
ら
前
期
の
一
六

年
代
中
頃
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ゆ

え
に
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
近
世
前
期
の
龍
宮
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

浦
島
太
郎
の
行
っ
た
龍
宮
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
か
。
浦
島
伝
説
の
場
合
、
そ
の
訪
問
先
は
、
と
こ
よ
・
蓬

・
亀
の
都
・

龍
宮
・
龍
宮
浄
土
な
ど
と
作
品
の
中
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
異
郷
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
典
型
的
な

描
写
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
龍
宮
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
は
何
か
。

ま
ず
、
代
表
的
な
例
と
し
て
、
所
謂
御
伽
草
子
類
の
流
布
本
の
典
型
と
し
て
祝
言
御
伽
文
庫
の
本
文
を
見
て
い
こ
う
。

さ
て
ふ
ね
よ
り
あ
が
り
、
い
か
成
所
や
ら
ん
と
思
へ
ば
、
し
ろ
か
ね
の
つ
い
ぢ
を
つ
き
て
、
こ
が
ね
の
い
ら
か
を
な
ら
べ
、
門
を
た
て
、
い
か
な
ら

ん
て
ん
じ
や
う
の
す
ま
ゐ
も
こ
れ
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
き
、
此
女
ば
う
の
す
み
所
、
こ
と
ば
に
も
お
よ
ば
れ
ず
、
中

申
も
を
ろ
か
な
り

（
中
略
）

さ
て
女
ば
う
申
し
け
る
は
、
こ
れ
は
り
う
ぐ
う
じ
や
う
と
、
申
所
な
り
、
此
と
こ
ろ
に
、
四
方
に
四
き
の
草
木
を
あ
ら
は
せ
り
、
い
ら
せ

給
へ
み
せ
申
さ
ん
と
て
、
ひ
き
ぐ
し
て
出
に
け
り

ま
づ
ひ
が
し
の
と
を
あ
け
て
み
れ
ば
、
春
の
け
し
き
と
覚
て
、
む
め
や
さ
く
ら
の
さ
き
み
だ
れ
、
や
な
ぎ
の
い
と
も
春
か
ぜ
に
な
び
く
、
か
す
み
の

う
ち
よ
り
も
、
う
ぐ
ひ
す
の
ね
も
の
き
ち
か
く
、
い
づ
れ
の
木
ず
ゑ
も
花
な
れ
や

左
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
外
観
は
金
銀
で
構
成
さ
れ
た
御
殿
で
、
天
上
と
の
比
較
が
な
さ
れ
、
四
方
四
季
の
草
木
を
配
し
た
庭
を
有

す
る
と
い
う
以
外
に
そ
れ
ほ
ど
の
特
徴
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
四
季
の
庭
の
中
か
ら
は
、
春
の
描
写
を
参
考
に
引
用
し
た
。（
注
二
）

龍
宮
の
外
観

銀
の
築
土
（
門
）
・
金
の
甍

天
上
（
禁
中
）
の
住
ま
い
と
の
比
較

四
方
四
季
の
庭

東
・
南
・
西
・
北

春
・
夏
・
秋
・
冬

楽
し
み
深
き
所

和
様
庭
園
の
造
り

梅
・
桜
・
柳
・
鶯
・
霞

と
こ
ろ
で
、
所
謂
御
伽
草
子
の

浦
島
太
郎

の
諸
本
は
、
大
き
く
四
つ
の
本
文
系
統
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
中
か
ら
流
布
本

以
外
と
し
て
、
特
徴
の
あ
る
本
を
二
つ
ば
か
り
見
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
日
本
民
藝
館
蔵
の
絵
巻
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
龍
宮
浄
土
と

金
の
浜
が
登
場
し
て
い
る
。
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さ
て
も
、
こ
の
女
は
う
、
う
み
の
う
へ
に
て
、
を
り
け
る
と
を
も
へ
は
、
こ
か
ね
の
は
ま
へ
、
お
ち
つ
き
、
こ
な
た
へ
、
い
ら
せ
〔
絵

第
三
図
〕

た
ま
へ
と
て
、
う
ち
に
よ
ひ
い
れ
て
、
申
や
う
、
み
つ
か
ら
は
、（
略
）

か
り
そ
め
と
は
、
お
も
へ
と
も
、
は
や
三
年
〔
絵

第
四
図
〕
に
こ
そ
な
り
に
け
る

あ
る
と
き
、
こ
の
り
う
く
う
し
や
う
と
の
、
四
は
う
の
、
し
き
を
、
み
せ
申
さ
ん
と
て
、
た
ち
い
て
け
る

ま
つ
、
ひ
か
し
の
も
ん
を
、
あ
け
て
み
れ
は
、
む
め
、
さ
く
ら
、
さ
き
み
た
れ
、
心
こ
と
は
も
、
を
よ
は
れ
す
〔
絵

第
五
図
〕

（
室
町
時
代
物
語
大
成
・
第
二
・
六

三
頁
）

こ
の
民
藝
館
蔵
絵
巻
は
、
最
近
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

御
伽
草
子

の

浦
島
太
郎

に
本
文
と
し
て
採
用
さ
れ
、
初
め
て

注
釈
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
描
写
に
流
布
本
と
大
き
く
異
な
る
特
徴
は
な
い
。
た
だ
注
目
し
た
い
の
は

り
う

く
う
し
や
う
と

と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
一
見
こ
れ
は
龍
宮
城
と
い
う
語
句
の
末
尾
に

と

が
誤
っ
て
衍
字
で
入
っ
た
も
の
と
も

考
え
ら
る
が
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
い
く
つ
か
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と

龍
宮
浄
土

と
取
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。（
注
三
）

次
に
古
梓
堂
文
庫
旧
蔵
絵
巻
を
見
る
。
こ
れ
は
絵
巻
と
い
っ
て
も
、
奈
良
絵
本
を
改
装
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
絵
に
も
本
文

に
も
特
徴
を
持
つ
興
味
深
い
本
で
あ
る
。
か
つ
て
は
古
梓
堂
文
庫
に
存
し
た
と
い
う
が
、
今
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

御
物
か
た
り
に
、
心
い
さ
み
、
い
つ
の
ま
に
か
は
、
ほ
と
な
く
、
ほ
ふ
ら
い
さ
ん
に
つ
く
、
こ
れ
こ
そ
御
す
み
か
と
、
あ
り
し
か
は
、
夢
の
心
ち
に
、

見
わ
た
せ
は
、
か
い
〔
絵

第
九
図
〕
ま
ん

と
し
、
き
わ
も
な
し

さ
な
か
ら
、
し
つ
ほ
う
を
ち
り
は
め
、
く
ふ
て
ん
、
ろ
う
か
く
、
け
ん
く
は
ん
を
た
て
、
し
ろ
か
ね
の
つ
い
ち
、
あ
か
ゝ
ね
の
、
も
ん
を
た
て
、
そ

ら
に
は
、
た
ま
の
は
た
を
な
ひ
か
し
、
ら
ん
か
ん
に
は
、
る
り
の
ゆ
き
け
た
、
し
き
て
わ
た
せ
り
、
は
く
し
ゆ
の
は
た
は
、
か
せ
に
な
ひ
き
、
ふ
き
く

る
か
せ
に
、
あ
た
り
て
見
れ
は
、
こ
と
、
ひ
わ
、
し
や
う
、
ひ
ち
り
き
の
、
し
ら
へ
〔
絵

第
十
図
〕
み
ち

て
、
さ
な
か
ら
、
こ
く
ら
く
し
や
う

ど
も
、
か
く
や
ら
ん
と
、
し
や
う
し
む
し
や
う
の
、
ね
ふ
り
も
、
さ
め
ぬ
へ
し
と
、
心
そ
ゝ
ろ
に
、
う
れ
し
く
こ
そ
、
お
も
ひ
け
る

も
ん
く
は
い
に
は
、
八
た
い
り
う
わ
う
、
も
ん
の
は
ん
を
こ
そ
、
つ
め
ら
れ
け
る
〔
絵

第
十
一
図
〕
こ
と
、
お
ひ
た
ゝ
し
き
ふ
せ
い
、
め
を
お
と

ろ
か
す
、
は
か
り
な
り
〔
絵

第
十
二
図
〕

い
ま
た
四
き
の
の
て
い
を
、
み
せ
ま
い
ら
せ
ぬ
と
て
、
御
て
こ
し
を
、
こ
し
ら
へ
、
み
な

、
く
わ
ん
に
ん
と
も
、
あ
ま
た
、
め
し
つ
れ
て
、
ふ
う

ふ
は
、
こ
し
に
〔
絵

第
十
三
図
〕
め
さ
れ
つ
ゝ
、
そ
の
ほ
か
、
さ
ん
か
い
の
、
ち
ん
ふ
つ
、
と
ゝ
の
へ
て
、
ま
つ
、
は
る
の
ゝ
に
、
い
て
さ
せ
た
ま
ふ

む
め
さ
く
に
は
に
〔
絵

第
十
四
図
〕
ふ
く
風
は
、
に
ほ
い
も
よ
そ
に
、
ち
る
花
の
、
木
す
ゑ
を
つ
た
ふ
、
う
く
ひ
す
の
、
は
つ
ね
も
む
す
ふ
、
た

に
の
水
、
こ
ほ
り
は
い
ま
た
は
つ
さ
く
ら
、
さ
き
に
け
り
〔
絵

第
十
五
図
〕
や
な
ぎ
の
い
と
の
、
な
か
き
ひ
も
、
や
よ
ひ
は
す
へ
と
、
な
り
て
け
り
、

林

晃
平

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て



い
て
の
山
ふ
き
、
さ
き
み
た
れ
、
ま
つ
の
な
た
て
に
、
な
か
ふ
ち
の
、
は
な
む
ら
さ
き
の
、
く
も
見
え
て
、
わ
り
な
か
り
け
る
、
け
し
き
か
な

（
室
町
時
代
物
語
集
・
第
五
・
二

二

三
頁
）

こ
の
絵
巻
で
は
、
異
郷
の
描
写
自
体
は
、
七
宝
・
宮
殿
楼
閣
玄
関
・
銀
・
銅
・
玉
・
瑠
璃
・
琴
・
琵
琶
・
笙
・
篳
篥
と
具
体
的
詳
細

に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
他
の
流
布
本
類
の
有
り
様
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
一
番
の
違
い
は
異
郷
の
名
が
蓬

山

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
浦
島
の
行
き
先
は
、
な
に
も
龍
宮
と
決
ま
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
き
先
の
呼

称
が
異
な
っ
て
い
て
も
本
質
的
に
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
古
代
の
常
世
や
蓬

に
対
し
て
、
中
世
の
伝

説
で
も
龍
宮
よ
り
は
蓬

の
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
龍
宮
に
固
定
し
て
い
く
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
所
謂
御
伽
草
子
の
話
に
は
、
今
日
の
昔
話
や
絵
本
で
知
っ
て
い
る
浦
島
太
郎
と
は
違
う
こ
と
が
い
く
つ
か
あ

る
。
ま
ず
、
亀
に
乗
っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
舟
に
乗
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
亀
に
乗
る
の
は
元
禄
時
代
の
一
七

年
頃
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
龍
宮
の
イ
メ
ー
ジ
も
例
え
ば
あ
の
特
徴
的
な
龍
宮
造
り（
注
四
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
謂
龍
宮
門
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
龍
宮
門
も
江
戸
時
代
後
期
の
一
七

年
代
の
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る

【
三
】

昔
話
・
伝
説

浦
島
太
郎

の
異
郷
表
現
の
特
徴

さ
て
、
で
は
、
こ
う
し
た
御
伽
草
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
口
承
文
藝

浦
島
太
郎

の
異
郷
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
昔

話
の
例
を
二
つ
挙
げ
て
お
く
。
ど
ち
ら
も
か
な
り
古
い
報
告
な
が
ら
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
も
の
で
、
最
近
刊
行
さ
れ
た

柳
田

國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿

か
ら
引
用
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
未
紹
介
で
あ
り
、
今
日
入
手
で
き
る
資
料
と
し
て
は
古
い
も
の
に
属
す
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
ず
、

浦
島
太
郎

に
は
次
の
よ
う
な
全
文
で
あ
る
。

昔
々
、
浦
島
太
郎
（
は
）
毎
日
毎
日
雑
魚

ジ
ャ
コ

取
り
に
海
へ
行
つ
と
ー
る
。
子
供
が
亀
取
つ
て
殺
し
よ
る
。
そ
こ
へ
浦
島
太
郎
通
り
か
ゝ
る
。

そ
の
亀

売
つ
て
呉
れ
。

言
ふ
て
、
買
ふ
て
海
へ
流
し
て
や
る
。
そ
の
亀
は
龍
宮
の
乙
姫
様サ

ン

の
使ツ

カ

ハ
シ
メ
（
で
あ
つ
た
）。

今
度
海
へ
又
行
と
つ
た
ら
、

龍
宮
に
お
い
な
は
れ
。

言
ふ
て
亀
が
迎
へ
に
来
る
ゲ
ナ
。
そ
ん
で
亀
に
乗
つ
て
行
く
。
龍
宮
は
夏
は
夏
で
晴
や
か
な

ゲ
ナ
。
冬
は
冬
で
温ヌ

ク

ふ
し
た
ー
る
ゲ
ナ
。
そ
ー
ら
エ

（
良
い
）
処ト

コ

や
ゲ
ナ
。
大
事
に
（
浦
島
は
も
て
な
）
し
て
（
貰
ひ
）
御
馳
走

ゴ
ッ
ツ
オ
ー

し
た
り
踊
つ
て
貰

た
り
て
世
話
し
て
貰モ

ロ

ふ
。
十
年
暮
れ
、
二
十
年
暮
れ
、
百
年
も
暮
れ
と
ー
る
ぢ
や
ろ
か
い
ナ
。
一
ぺ
ん
帰
り
と
な
る
。
そ
で

一
ぺ
ん
戻
り
た
い
。
何

時
ま
で
居イ

つ
て
も
端キ

リ

が
な
い
。
言
ふ
。
ホ
ナ
乙
姫
様サ

ン

が
止
め
る
。
帰
り
た
い
。
帰
り
た
い
。
あ
ん
ま
り
言
ふ
の
ん
で
、
乙
姫
様
が
戻
し
ち
や
つ
た
る
。
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土
産
に
玉
手
箱
貰
ふ
。
乙
臣
様
が

こ
の
箱
開
け
る
な
。

言
ふ
。
言
ふ
ち
や
る
ゲ
ナ
。

戻
つ
て
見
た
ら
親
も
死
ん
で
し
も
て
無
し
、
家
も
無
い
。
友
達
も
皆
死
ん
で
し
も
て
居イ

や
へ
ん
ワ
ナ
。
家
も
無
し
、
知
つ
た
者
も
居
ら
ん
し
、
帰
る

処ト
コ

も
な
い
ゲ
ナ
。
仕
様
事
（

）
無
し
に
土
産
に
貰
た
玉
手
箱
開
け
て
見
る
。
ホ
ナ
な
ん
と
も
か
ん
と
も
知
れ
ん
煙
見

ケ
ブ
リ

た
い
な
物モ

ン

が
出
て
来
て
、

白
髪

シ
ラ
ガ

の
爺

ヂ
ヂ
ー

と
な
り
に
け
り
。
開
け
て
惜ク

ヤ

し
き
玉
手
箱
。

昭
和
十
二
年
一
月
二
日
再
採
集
、
喜
多
村
の
話
。
こ
の
語
は
終
末
の
如
き
一
定
の
話
の
型
を
持
つ
て
ゐ
て
、
以
前
は
常
に
型
通
り
に
始
め
か
ら
終
り

ま
で
語
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

（

柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿

雑
誌

昔
話
研
究

前
後
、
山
田
良
隆
氏

五
七
九

五
八

頁
）

こ
れ
は
、
兵
庫
県
氷
上
ひ
か
み

郡
鴨
ノ
庄
村
字
喜
多
の

氷
上
郡
昔
話

と
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
浦
島
が
亀
に
乗
っ

て
行
っ
た
と
こ
ろ
は
龍
宮
で
、
そ
の
描
写
は

夏
は
夏
で
晴
や
か

で

冬
は
冬
で
温
ふ
し
た
ー
る

と
い
う
気
候
に
関
す
る
も
の
だ

け
で
、
要
は

そ
ー
ら
エ

処

で
あ
る
。

次
の
太
田
村
の
牛
窪
み
よ
が
語
っ
た
話
も
、
掲
出
の
題
名
は

龍
宮
童
子

と
あ
る
が
、
内
容
は
明
ら
か
に
浦
島
太
郎
で
あ
る
。

昔
々
或
る
所
に
一
人
の
狩
人
が
ゐ
て
な
、
或
時
何
気
も
な
く
海
辺
に
出
て
見
る
と
な
、
其
所
に
四
、
五
人
の
小
さ
い
子
供
が
集
つ
て
何
か
い
た
ず
ら

を
し
て
ゐ
る
。

其
こ
に
出
て
来
た
の
が
此
の
狩
人
で
な
あ
。
其
の
い
ぢ
つ
て
い
た
も
の
を
見
る
と
そ
れ
は
一
匹
の
大
き
な
カ
メ
だ
つ
た
。

其
の
狩
人
は
大
変
か
あ
い
そ
う
に
思
つ
て
其
の
カ
メ
を

〔
お
〕

子
供
か
ら
買
上
げ
て
海
に
入
れ
て
や
り
ま
し
た
。

す
る
と
二
、
三
日
た

〔
立
〕
つ
て
狩
人
が
海
に
出
て
来
る
と
、
一
匹
の
カ
メ
が
出
て
来
て

モ
シ

ア
ナ
タ
は
こ
の
間
私
を
た
す
け
て
下
さ
つ
た
人
で
は

御
座
居
ま
せ
ん
か

（
マ
マ
）

と
言
ふ
の
で
、
さ
う
だ
と
答
へ
る
と
、
で
は
私
の
背
中
に
お
の
り
下
さ
い
。
恩
か
へ
し
に
立
派
な
所
に
つ
れ
て
行
つ
て
上
げ
ま
せ

う
、
と
言
つ
た
の
で
、
太
郎
も
其
の
背
中
に
ま
た
が
り
海
の
中
に

と
入
つ
て
来

〔
き
〕
ま
し
た
。

す
る
と
、
ふ
と
向
ふ
を
見
る
と
何
や
ら
立
派
な
御
殿
の
様
な
物
が
見
へ
る
の
で
不
思
議
に
思
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
し
か
し
だ
ん

と
其
の
傍
に
行
つ

て
見
ま
す
と
其
れ
は

立
派
な
目
も
さ
め
る
様
で
し
た
。
コ
ツ

と
二
度
た
ゝ
く
と
中
か
ら
頭
の
か
み
を
下
げ
た
立
派
な
人
が
何
人
も

出
て

来
て
、
立
派
な
所
へ
天
井
は
星
が
キ
ラ

輝
く
し
、
テ
ー
ブ
ル
は
さ
ん
ご
で
つ
く
つ
て
有
る
し
、
立
派
な
椅
子
等
が
ち
や
ん
と
そ
ろ
へ
て
有
り
ま
し

た
。

（
マ
マ
）其

こ
に
通
さ
れ
て
じ
き
に
色
々
の
物
を
た
べ
て
一
週
間
は
夢
中
で
す
ご
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
し
か
し
急
に
自
分
に
か
へ
つ
て
か
へ
り
た
く
な
り
、

い
つ
も

泣
い
て
ば
か
り
居
ま
し
た
。
お
姫
様
等
が
色
々
だ
ま
し
た
の
に
も
き
か
ず
、
と
う

帰
り
し
た
く
を
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
姫
が
こ
の

箱
は
や
た
ら
に
あ
け
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
の
事
が
有
つ
た
時
と
い
つ
て
一
つ
の
箱
を
わ
た
し
ま
し
た
。
す
る
と
太
郎
は
又
カ
メ
の
背
中
に
乗
つ
て
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ハ
ル

と
自
分
の
我
が
家
に
帰
る
と
全
く
か
は
つ
て
い
ま
し
た
。
姫
の
言
つ
た
事
を
忘
れ
て
其
の
箱
を
明
け
る
と
見
る
ま
に
お
爺
さ
ん
に
な
つ
て
し

ま
ひ
ま
し
た
と
さ
。

（

同
書

川
越
地
方
昔
話
集
・
鈴
木
棠
三
氏
・
山
田
勝
利
氏
・
一
九
三

一
九
四
頁
）

こ
ち
ら
は
亀
に
乗
っ
て
行
っ
た
先
は

立
派
な
所
に

と
だ
け
あ
っ
て
龍
宮
と
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
描
写
も

立
派
な
御
殿
の
様
な
物

で

目
も
さ
め
る
様

な
も
の
で
、
そ
の
後
も

立
派
な
人

立
派
な
所

立
派
な
椅
子

と

立
派

な

が
三
回
も
く
り
返
さ
れ
、
結
局
具
体
的
な
も
の
は

天
井
は
星
が
キ
ラ

輝
く

テ
ー
ブ
ル
は
さ
ん
ご

と
い
う
海
と
も
限

ら
な
い
が
不
思
議
な
世
界
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
浦
島
太
郎
の
行
っ
た
先
は
案
外
漠
然
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
先
の
御
伽
草
子
に
比
べ
て
も
は
っ
き
り
と
し
た

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
い
っ
た
昔
話
に
つ
い
て
、
次
に

浦
島
太
郎

以
外
の
異
郷
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
異
郷
に
つ
い
て
関
敬
吾
氏
に

次
に
示
す
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

日
本
昔
話
大
成

の
完
成
に
際
し
て
、
そ
の
跋
文
が
わ
り
に
記
さ
れ
た
文
章

の
一
部
で
、
昔
話
の
異
郷
と
話
型
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
隠
れ
里

異
郷
訪
問
譚
は
、

で
は
泉
の
そ
ば
の
紡
ぎ
女

親
切
・
不
親
切
な
娘
（

四
八

）
と
し
て
た
だ
一
例
し
か
な
い
。
こ

れ
も
ま
た
わ
が
国
で
は
舌
切
雀
、
団
子
浄
土
、
継
子
の
栗
拾
い
以
下
、
少
な
く
と
も
十
五
の
タ
イ
プ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

日
本
昔
話
大
成

・

集
成

か
ら

大
成

へ

跋
文
に
か
え
て

・
三
九
三
頁
）

異
郷
訪
問
譚
を

隠
れ
里

と
と
ら
え
る
と
、
そ
の
話
が
外
国
に
比
べ
て
豊
富
だ
と
述
べ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
話
の
分
類
の
方
法
に

よ
っ
て
そ
れ
に
属
す
る
話
の
数
が
当
然
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
指
摘
は
一
概
に
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
膨
大
な

昔
話
を
一
人
の
視
点
か
ら
整
理
を
終
え
た
後
の
記
述
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
の
指
摘
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
氏
の
記
述
か
ら
、

一
見
日
本
に
お
い
て
は
、
異
郷
は
た
く
さ
ん
の
昔
話
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
種
類
も
多
い
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

は
そ
れ
ほ
ど
異
郷
は
多
様
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
異
郷
描
写
を
具
体
的
に
探
し
て
み
る
と
、
そ
の
存
在
す
る
場
所
は
、
竹
藪
・

山
の
中

土
間
の
穴
・
岩
の
穴

天
上
・
海
底
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
描
写
は
、

鶯
の
内
裏

や

十
二
座
敷

の
場
合
は

立
派
な

門
の
あ
る
大
き
な
屋
敷

と
あ
る
よ
う
に
、
屋
敷
や
座
敷
と
い
う
程
度
な
の
で
あ
る
。
内
裏
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
こ

れ
は
政
治
の
場
と
い
う
意
味
で
な
く
、
い
わ
ば
、
都
の
象
徴
で
あ
り
大
き
な
御
殿
の
象
徴
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
た
こ
と
ば
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
裏
を
さ
ら
に
想
像
上
の
も
の
へ
と
広
げ
て
い
く
と
浄
土
と
い
う
こ
と
ば
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
異
郷
と
し
て
の

鶯
の
内
裏

が

鶯
の
浄
土

に
な
り
、
ま
た
、

龍
宮

と

浄
土

が
複
合
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
も
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の
が

龍
宮
の
浄
土

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
局
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
上
だ
け
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
な
話
を
例

に
挙
げ
て
見
て
い
く
。

鼠
浄
土

と
い
う
標
題
で
掲
げ
ら
れ
た
話
の
中
で
は
、
そ
こ
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

（
前
略
）
よ
く
み
る
と
そ
こ
に
穴
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
鼠
が
出
て
来
て

お
爺
さ
ん
只
今
は
有
難
た
う
。
お
爺
さ
ん
お
礼
に
良
い
と
こ
ろ
へ
ご
案
内

し
ま
せ
う
。
私
の
尾
ば
ち
に
つ
な
が
つ
て
お
出
な
さ
い

と
い
つ
た
。
つ
な
が
て
ゐ
た
ら
穴
を
潜
つ
て
地
の
底
の
大
変
広
い
座
敷
へ
着
い
た
。
そ
う
し

た
ら
沢
山
の
ね
ず
み
が
踊
り
を
し
て
見
せ
た
り
、
歌
を
歌
う
て
見
せ
た
り
し
た
。（
以
下
略
）

（

柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿

奥
能
登
昔
話
、
三
谷
栄
一
氏

三
九

四

頁
）

こ
の

鼠
浄
土

で
は
、
山
へ
行
っ
て
お
昼
に
食
べ
よ
う
と
し
た
団
子
が
、
転
が
っ
て
い
っ
た
先
に
穴
が
あ
っ
て
、
そ
の
穴
の
奥
が

広
い
座
敷
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
座
敷
は

大
変
広
い

と
い
う
以
外
に
具
体
的
な
描
写
は
な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
座

敷
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
そ
の
座
敷
が
と
て
も
広
い
こ
と
こ
そ
が
、
異
郷
の
条
件
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
の
新
潟
県
見
附
市
の

龍
宮

童
子

の
話
に
な
る
と
更
に
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

（
前
略
）
あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
花
売
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
大
水
が
出
て
川
が
渡
ら
れ
な
い
。

は
ア
て
困
っ
た
こ
と
だ
。
こ
れ
で
は
う
ち

へ
帰
る
こ
と
も
で
き
な
い
が

と
思
っ
て
い
る
と
、
不
意
に
足
下
か
ら
大
亀
が
出
て
き
て
、
乗
れ
乗
れ
と
い
わ
ん
ば
っ
か
り
に
し
て
い
る
ん
で
、

そ
の
背
中
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
が
、
思
い
も
知
ら
ず
ど
こ
へ
と
も
な
し
持
っ
て
い
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
男
は
び
っ
く
り
し
て
、
こ
こ
は
ど
こ
だ
か

と
聞
く
と
、

お
前
は
平
日
、
乙
姫
様
に
花
を
上
げ
上
げ
す
る
ん
で
、
乙
姫
様
が
お
礼
を
し
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
て
、
呼
び
申
し
た
が
ん
だ

と
い
う
。

そ
う
か
い
な

と
思
っ
て
、
乙
姫
様
の
御
殿
へ
上
が
っ
て
み
た
れ
ば
、（
以
下
略
）

（

日
本
昔
話
大
成

六
・
八
頁
）

こ
の
話
に
は

龍
宮
童
子

と
い
う
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
亀
に
乗
っ
て
行
っ
た
先
の
場
所
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
し
、

そ
の
名
称
も

乙
姫
様
の
御
殿

だ
け
で
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
乙
姫
様
が
出
て
き
て
い
る
の
で
ど
う
や
ら
龍
宮
と
考
え
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
描
写
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
群
馬
県
伊
勢
崎
市
宮
子
町
の

龍
宮
の
話

（
高
木

神
宮
寺
の
鐘
ケ
淵

）
も
同
様
で
あ
る
。

む
か
し
、
龍
宮
様
（
宮
子
町
龍
宮
）
に
藤
の
木
が
あ
っ
た
の
で
、
阿
感
坊
と
い
う
人
が
鉈
を
持
っ
て
藤
の
つ
る
を
取
り
に
い
っ
た
そ
う
だ
。
そ
ひ
た

ら
、
ま
ち
が
っ
て
、
鉈
を
川
の
中
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
阿
感
坊
は
、
下
に
お
り
て
、
鉈
を
拾
い
に
川
の
中
に
入
っ
て
、
龍
宮
に
行
き
つ
い
た
。
龍

宮
で
三
日
ば
か
り
だ
と
思
っ
た
ら
、
三
年
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
阿
感
坊
が
家
へ
帰
っ
て
み
た
ら
、
家
で
は
、
葬
式
ま
で
あ
る
ま
せ
て
い
た
。（
後
略
）

（

日
本
伝
説
大
系

四
・
二
五
三
頁
）
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こ
こ
で
は
具
体
的
に
川
の
中
に
龍
宮
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の

龍
宮
の
具
体
的
な
説
明
は
や
は
り
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
龍
宮
を
含
め
た
昔
話
の
異
郷
と
は
、
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
の
な
い
た
だ
不
思
議
な
場
所
な
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

改
め
て
浦
島
太
郎
の
異
郷
に
つ
い
て
今
日
的
イ
メ
ー
ジ
を
絵
本
の
中
に
探
っ

て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
確
た
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
は
既
に
確
認
が
で
き

て
い
る
。
そ
の
具
体
的
例
を
一
つ
だ
け
、
江
戸
後
期
の
絵
手
本
か
ら
掲
げ
て

お
こ
う
。
文
政
十
一
四
年
（
一
八
二
八
）
刊
行
の
渓
斎
英
泉
画

画
本
錦
之

嚢

で
あ
る
。

浦
嶋

と
題
し
、
龍
宮
城
を
背
景
に
し
て
蓑
亀
に
乗
っ
て

い
る
浦
島
太
郎
の
絵
で
あ
る
が
、
龍
宮
城
に
は
典
型
的
な
形
の
門
が
あ
る
こ

と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
絵
か
ら
も
今
日
的
籠
宮
の
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
が
、

昔
話
・
伝
説
よ
り
は
、
絵
画
を
通
し
て
百
七
十
年
以
上
も
行
わ
れ
て
き
た
こ

と
が
わ
か
る
。

【
四
】

異
郷
の
娘
た
ち

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
描
写
が
希
薄
な
こ
と
に
対
し
て
、
逆
に
こ
の
昔
話
・
伝
説
の
異
郷
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も

の
は
、
そ
こ
に
必
ず
乙
姫
と
い
う
女
の
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
龍
宮
と
は
乙
姫
が
い
る
異
郷
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
で
き
る
程
、
そ

れ
は
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
こ
こ
十
数
年
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
龍
宮
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
な
ぜ
乙
姫
以
外
の
人
物
が
い
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
龍
宮
と
は
例
え
ば
、

法
華
経

の
巻
第
五
・
提
婆
達
多
品
で
は
、
沙
竭
羅
龍
王
の
住
む

所
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
男
子
変
生
を
遂
げ
る
八
歳
の
龍
女
が
い
た
。
そ
の
龍
宮
の
乙
姫
と
い
う
か
ら
に
は
、
弟
の
姫
で
あ
っ
て
、
理
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屈
か
ら
い
え
ば
、
本
来
年
上
の
兄
姫
（
姉
姫
）
が
い
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
え
に
所
謂
御
伽
草
子
の
浦
島
太
郎
で
も
、
古
梓
堂
文
庫
旧
蔵
本
に
は
八
大
龍
王
も
登
場
し
、
ま
た
こ
の
乙
姫
も
浦
島
に
命
を
助
け

ら
れ
た
亀
で
あ
っ
て
、
八
歳
の
龍
女
の
妹
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
御
伽
草
子
流
布
本
系
で
は
、
本
文
で
も
絵
で
も
乙
姫
の
姉
妹
は
描
か
れ
ず
、
そ
の
上
龍
王
の
存
在
す
ら
希
薄
で
あ
る
。
ま

た
、
江
戸
期
の
草
双
紙
類
に
も
龍
王
は
登
場
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
既
に
乙
姫
は
単
独
で
出
て
く
る
も
の
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
昔
話

類
で
も
、
本
来
の
主
で
あ
る
は
ず
の
龍
王
の
存
在
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
を
考
え
る
と
、
こ
の
異
郷
と
し
て
の
龍
宮
に

は
、
本
来
の
龍
宮
と
は
異
な
る
視
点
と
論
理
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

異
郷
に
は
必
ず
そ
の
主
が
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
主
の
娘
と
い
う
設
定
で
の
女
も
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

所
謂
御
伽
草
子
の

御
曹
子
島
渡
り

で
は
、
御
曹
子
源
義
経
が
渡
っ
た
千
島
の
喜
見
城
の
主

か
ね
ひ
ら
大
王

に
娘

あ
さ
ひ
天

女

が
い
て
、
自
ら
の
身
を
犠
牲
に
し
て
義
経
が

大
日
の
法

と
い
う
巻
物
を
手
に
入
れ
る
の
を
助
け
る
。
例
外
的
に

天
雅
彦
物

語
（
七
夕
の
本
地
・
大
蛇
怪
婚
系
）

の
長
者
の
三
女
な
ど
も
あ
る
が
、
異
郷
の
女
の
例
は
多
い
。
こ
う
し
た
異
郷
の
女
の
存
在
と
そ

の
女
性
が
授
け
る
財
宝
と
い
う
発
想
が
、
異
郷
譚
に
は
か
つ
て
は
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
昔
話
・
伝
説
に
お
い
て
も

黄
金
の
斧

と
い
う
話
型
で
は
、
斧
を
落
と
し
た
水
の
底
に
は
美
し
い
女
が
い
る
よ
う
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
女
は
機
織
り
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
見
る
と
、
大
分
県
緒
方
郡
大

野
町
の

七
が
淵

柳
田
龍
宮
淵

と
い
う
伝
説
で
は
、

七
さ
ん
と
い
う
人
が
木
を
切
っ
て
い
た
が
、
オ
ノ
が
手
か
ら
す
べ
っ
て
川
に
落
ち
た
。
あ
と
で
オ
ノ
を
探
し
に
行
く
と
、
淵
の
底
に
乙
姫
様
が
い
て
、

機
織
り
を
し
て
い
た
。
機
の
先
に
オ
ノ
が
さ
さ
っ
て
い
た
が
、
姫
様
は
、
七
さ
ん
を
歓
迎
し
た
。
七
さ
ん
が
家
に
戻
っ
た
時
は
、
す
で
に
数
年
の
年
月

が
過
ぎ
去
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
、
七
が
淵
と
い
う
名
が
つ
い
た
。

（

日
本
伝
説
大
系

十
三
・
二
七
四
頁
）

と
い
う
、
斧
を
落
と
し
た
淵
の
底
に
は
、
乙
姫
が
い
て
機
織
り
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
乙
姫
は
訪
ね
て
き
た
男
を
歓
迎
す
る
。
乙
姫
と

機
織
り
の
組
み
合
せ
は
、
一
見
奇
異
な
気
も
す
る
が
、
こ
う
し
た
異
郷
・
女
性
・
機
織
り
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
視
野
に
入
れ
て
考
え

る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

黄
金
の
斧

の
水
神
の
例
、
美
し
い
姉
様
が
い
る
岩
手
県
下
閉
伊
郡
の
話
、
淵
の
中
で

姫
が
機
織
り
を
し
て
い
る
大
分
県
東
国
東
郡
の
話
、
静
岡
県
天
竜
市
、
福
島
県
い
わ
き
市
な
ど
、
類
例
は
多
い
。

こ
の
よ
う
に
異
郷
に
は
女
性
が
い
る
と
い
う
特
性
を
考
慮
す
る
と
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
鬼
ケ
島
と
い
う
異
郷
に
も
美
し
い
女
性
が
い
た

の
で
は
と
い
う
考
え
方
が
成
り
立
つ
。

林

晃
平

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て



た
と
え
ば
、
野
村
純
一
氏
が

新
・
桃
太
郎
の
誕
生

の
中
で
、
詳
細
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
（
八

頁
）、
地
獄
の
鬼
の
姫
の
登

場
す
る
話
は
岩
手
県

紫
波
郡
昔
話

に
見
ら
れ
、
柳
田
国
男
は

昔
話
採
集
手
帖

の
最
初
に
こ
の
桃
太
郎
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
話
は
、
桃
ノ
子
太
郎
が
黍
団
子
を
拵
え
て
も
ら
い
鬼
の
い
る
地
獄
へ
向
い
、
鬼
の
寝
て
い
る
間
に
地
獄
の
お
姫
様
を
無
事
連

れ
帰
る
と
い
う

御
曹
子
島
渡
り

に
も
似
た
異
郷
の
姫
と
の
結
婚
を
匂
わ
せ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
異
郷
の
女
の
話
の
一
端
で
あ
る
と

い
う
見
方
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
最
近
刊
行
さ
れ
た

正
部
屋
ミ
ヤ
昔
話
集

に
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
出
典
は
本
か
ら
の
み
記
さ
れ
て
未
詳
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
に
引
い
た
小
沢
氏
の
異
郷
譚
の
解
説
が
財
宝
を
贈
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
も
こ
の
辺
り
の
こ
と
を
と
ら
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

ゆ
え
に
、
昔
話
・
伝
説
で
は
、
異
郷
そ
の
も
の
よ
り
も
異
郷
の
女
性
に
こ
そ
重
点
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
五
】

ま
と
め

先
に
引
い
た

新
・
桃
太
郎
の
誕
生

の
中
で
野
村
氏
は
、
巖
谷
小
波
の
叙
景
描
写
が
冗
漫
過
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

昔
話
は
元

来
、
出
来
事
の
み
、
い
う
な
れ
ば
惹
起
し
た
事
件
を
主
体
に
、
そ
れ
を
骨
太
に
繋
い
で
い
く
。
枝
葉
末
節
に
と
ら
わ
れ
ず
に
進
展
し
て

い
く
の
が
方
途
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
（
四
十
頁
）。
そ
う
し
た
昔
話
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
な
部
分
と

は
、
昔
話
に
お
い
て
は
、
枝
葉
末
節
な
部
分
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
別
の
面
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
昔
話
・
伝
説
と
は
、
枝

葉
末
節
も
し
く
は
デ
ィ
テ
ー
ル
の
な
い
、
具
体
的
描
写
の
少
な
い
イ
メ
ー
ジ
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は

な
い
か
。
お
そ
ら
く
昔
話
・
伝
説
は
も
と
も
と
詳
細
な
描
写
を
得
意
と
し
な
い
文
藝
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
後

期
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
、
版
本
の
絵
本
類
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
い
え
は
し
ま
い
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
は
、
龍
宮
に
は
確
実
に
絵
で
示
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
郷
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
継
承

し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
昔
話
・
伝
説
が
継
承
し
て
き
た
異
郷
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
常
と
は
は
っ
き
り
隔
絶

し
た
世
界
で
、
私
ど
も
に
何
か
を
も
た
ら
す
女
性
の
存
在
す
る
以
外
に
、
確
た
る
イ
メ
ー
ジ
の
な
い
世
界
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
違
い
を
招
来
す
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
所
謂
口
承
文
藝
は
、
口
頭
伝
承
、

こ
と
ば
の
音
声
に
よ
る
口
か
ら
耳
へ
の
伝
承
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
は
、
僅
か
な
身
振
り
手
振
り
を
除
け
ば
、
す
べ
て

こ
と
ば
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
と
ば
は
未
知
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
実
に
無
力
で
あ
る
。
結
局
比
喩
の
多
様
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に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
類
推
さ
せ
る
以
外
に
は
な
い
。
最
後
に
は
伝
家
の
宝
刀

筆
舌
尽
く
し
が
た
し

と
述
べ
て
、
説
明
を
拒
否
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
未
知
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
詳
細
に
伝
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
詳
細
に
す
れ
ば
す
る
程
昔
話
の
本
道

か
ら
は
ず
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

必
要
以
上
の
文
飾
を
施
し
た
り
、
あ
る
い
は
不
用
意
に
そ
こ
で
の
筋
を
膨
ら
ま
せ
よ
う
と

す
る
と
、
話
は
話
と
し
て
の
矛
盾
を
抱
え
、
思
い
掛
け
ぬ
破
綻
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
宿
命
（

新
・
桃
太
郎
の
誕
生

三
五
頁
）
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
絵
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
も
描
く
こ
と
さ
え
す
れ
ば
伝
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
描

か
れ
た
絵
は
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
そ
の
ま
ま
明
瞭
な
形
を
も
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、

遠
野
物
語
拾
遺

に
興
味
深
い
話
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
一
五
六
で
、
友
人
某
が
大
病
で
息
を
引
き
取
っ
た
時
の
こ

と
、

絵
に
あ
る
龍
宮
の
よ
う
な
門

が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
あ
の
世
と
か
冥
土
の
入
口
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
語
り

の
中
で

絵
に
あ
る

と
い
う
、
話
と
は
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
の
引
用
が
あ
る
の
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
続
く
一
五
七
に
も
、
別
の
友
人

が
（
病
気
で
発
熱
す
る
と
よ
く
幻
覚
を
見
る
ら
し
い
の
で
あ
る
が
）
子
供
の
時
に
鍋
倉
山
の
坂
道
を
駈
け
下
る
際
に
転
ん
で
気
絶
し
た

時
に
、
倒
れ
た
と
思
う
と

絵
に
あ
る
龍
宮
の
よ
う
な
綺
麗
な
処
が
遠
く
に
見
え
た

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
異

郷
イ
メ
ー
ジ
が
絵
と
い
う
視
覚
イ
メ
ー
ジ
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
共
に
、

遠
野
物
語
拾
遺

が
本
質
的
に
昔
話
・
伝
説

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注
一

そ
の
詳
細
は
拙
稿

龍
宮
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成

近
世
の
浦
島
伝
説
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

（

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要

第

八
号
・
二

二
・
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
二

こ
の
祝
言
御
伽
文
庫
の
四
季
の
描
写
が
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
絵
巻

酒
呑
童
子

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は

い
ま
は
昔
む
か
し
は
今

第
四
巻
（
一
九
九
五
・
一
二
、
福
音
館
書
店
）
・
三
三
七
頁
に
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
先
後
関
係
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
草
子
同
士

の
援
用
・
流
用
の
例
は
多
い
。

注
三

池
田
弘
子

浦
の
島
子

（

石
田
英
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

昭
和
三
九
・
七
、
角
川
書
店
）
に
、
浦
島
太
郎
の
訪
問
す
る
異
郷
の
わ

だ
つ
み
の
国
を
福
井
県
の
方
言
で
は

竜
宮
の
浄
土

と
い
う
と
説
い
て
い
る
。

注
四

龍
宮
の
門
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
注
一
の
拙
論
、
亀
に
乗
る
こ
と
に
つ
い
て
は

浦
島
伝
説
に
お
け
る
近
世
的
展
開

浦
島
亀
乗
譚

の
生
成
を
め
ぐ
り

（

説
話
文
学
研
究

第
三
五
号
、
二

・
七
、
後
、

浦
島
伝
説
の
研
究

（
二

一
・
二
、
お
う
ふ
う
）
に

収
録
）
に
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

林

晃
平

昔
話
・
伝
説
に
お
け
る
異
郷
の
表
現
と
イ
メ
ー
ジ

浦
島
伝
説
を
視
点
と
し
て



注
五

こ
う
し
た
異
郷
に
お
い
て
男
を
迎
え
る
女
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
間
宮
史
子
氏

異
郷
訪
問
譚
に
お
け
る

山
野
の
異
郷

イ
メ
ー
ジ

（

日

本
昔
話
の
イ
メ
ー
ジ

白
百
合
児
童
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書
・
一
九
九
八
・
古
今
社
）
に
も
既
に
指
摘
が
あ
る
。

参
照
テ
キ
ス
ト

日
本
昔
話
集
成

全
六
巻

昭
二
五

三
三

角
川
書
店

日
本
昔
話
大
成

全
十
二
巻
・
別
二
巻

昭
五
三

五
五

角
川
書
店

日
本
昔
話
通
観

全
二
八
巻

昭
五
二

六
四

同
朋
舎

日
本
伝
説
大
系

全
十
五
巻
・
別
二
巻

昭
五
七

平
一

み
ず
う
み
書
房

柳
田
國
男
未
採
択
昔
話
聚
稿

野
村
純
一
編

二

二
年
二
月

瑞
木
書
房

付
記

本
稿
は
、
日
本
口
承
文
藝
學
會
・
第
二
七
回
大
会
（
二

三
年
六
月
八
日
、
於
・
岩
手
県
遠
野
市
あ
え
り
あ
遠
野
）
で
の
口
頭
発
表
原
稿
を

素
稿
と
し
、
若
干
の
補
足
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
の
ご
質
問
を
戴
い
た
各
位
と
司
会
の
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

（
は
や
し

こ
う
へ
い
・
本
学
教
授
）
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翻訳 文化とは何か 文化の危機（第 章）
“ ” （ ）

村 井 泰 廣

キーワード 多文化主義（ ）、文化多元主義 、文化人

類学、多様性、文明

要旨

本書は文化人類学的な立場から、危機をはらんだ現代世界の諸問題を取り扱っている。

原書第三章の 文化とは何か において、 文化 の本質的概念を問い質しているので

ある。いわゆる未開社会、いわば人間の最も原初的な本質を保っていると思われる社会

（例えば、ナバホ・インディアンなど）のあらゆる様相を克明に調査・記録・分析し、

人類の文化の普遍的な部分と特殊・個別的な部分とを識別することを通じて、人間につ

いての理解を深めるものである。そのためには文化に対する多様性に対する認識が肝要

であり、それぞれの文化は進歩の度合いによって一直線上に秩序づけられるような単純

なものではなく、それぞれの文化が自然風土に根ざした独自の価値を有し、優劣をつけ

るような性質のものではない 文化多元主義 の立場を説いている。
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はじめに

本書は、

（第二版）のうちの第三章 ”を翻訳したものであ

る。同書の構成は次のようになっている。

の各章と、

後半部

の各章、および結びの より成っている。

著者である 教授は、 で

を取得した人類学者で、 の人類学の準教授を経

て、 の教授の

経歴をもつ。著書には、

をはじめとし、共著に

があり、その他の学術雑誌の論文も多数ある。

特に明記しなかったが、翻訳の注をつけるに当たっては、下記の辞書から引

用したことを付言しておきたい。 小学館ランダムハウス英和大辞典 研究

社英和大辞典 岩波英和大辞典 広辞苑 （岩波 第五版）及び

を使用している。

なお、 文化 という言葉が多くの人によって語られている。また、町にも

書店にも 文化 という言葉があふれているにもかかわらず、総論としての 文

化とは何か という問いに答えてくれる書物がなかなか見つからないのが実情

ではなかろうか。そんななかで 文化人類学 という比較的新しい学問が、総

論的な文化の問題を扱っている。その先駆的人類学者である本書の著者

教授は、この種の書物の中でも 文化 の本質についての理解を深め

ることを主要なテーマとしている。
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文化とは何か。 翻訳

文化人類学者にとって、文化とはとても特別な概念である。何故ならば、 文

化 は、文化人類学者にとってすべての研究の中心をなすからである。この

文化の概念は、近代日本の工場の街に住む人を 万年前に捨てられたアナトリ

ア の村の遺跡を掘った人物とコミュニケーションを可能にするものである。

文化は、人間特有の側面をもち、私たち人間がいかにほかの動物と違うかと

いうことを示すものである。しかし、人間を理解する最初のステップは、私た

ち人間も動物であるという事実を受け入れることである。私たち人間は、ハツ

カネズミ、テンジクネズミ 、象、鯨といった哺乳動物種の特徴と分かち合う

哺乳動物の種であるということである。人間に有益な多くの医学的、心理的知

識が動物実験の研究によって得られるのも、この理由からである。即ち、人間

は他の哺乳動物と同じ生物学的類似性を持っているということがわかる。

しかしながら、哺乳動物の種のなかでも、人間はユニークである。動物の行

動の多くは、遺伝的本能によるところが多い。すなわち、学習が動物たちの行

動を決める役割が非常に小さい。他の動物と違い、人間の行動の多くは、本能

的ではない。人間の行動は、非常に複雑な学習過程の産物だということである。

これは 文化 を考える上で極めて重要な視点である。もし、人間の行動が遺

伝による本能によって支配されているならば、人間の行動パターン、行動様式

を変えようと試みるプログラムの成功は、ほとんど希望のないものであろう。

即ち、人間も、他の動物と同様に生物学的な順応によるゆっくりとした過程に

隷属されることになるだろう。

これは、人間が生物学的な進化に影響されていないことを意味するものでは

ない。勿論、人間も他の生物種同様に、遺伝や自然淘汰 という同じプロセス

に委ねられている。二百数万年前、地上のすべての種にこれらのプロセスが造

られ、しかし、すべての動物と全く違う能力と潜在能力をもっている猿 に最

も近い単一種が、造られた。この大きな相違が 文化とことば を発展させる

ための新しい種の知的能力であった、といわれる訳です。

この新しい種の動物 人間 は、他の動物とは比較できない速さで自分達の

行動を環境に適合・順応させる能力を身につけていたということができる。さ

らに、生物学的順応性とは違い、人間の知的順応性は、他の動物にない特質を

失ったり、損ねたりするものではなかった。即ち、飛行能力がこの良い例であ

ろう。鳥や蝙蝠（こうもり）は、飛行を獲得していく過程において、羽が進化

することから、前肢の他の機能が失われた。鳥や蝙蝠は、腕や前肢を発達させ
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るために遺伝的な潜在能力をもはやもち得ないということである。一方、ホモ

サピエンス は、前腕や腕や他の身体的、技術的特性を失うことなしに飛行す

るための能力を発達させていった。人間は、歩くし、ボートを漕ぐし、馬に乗

るし、自動車を運転もすると同時に、飛行機、グライダー、気球、小型飛行機 、

そして、宇宙船 で飛んだりする。変化させることなしに適合・順応するこの

能力は、人類の未来における希望の源であり、人間文化の基礎なのである。

おそらく、人間の特異性のカギは、 象徴・シンボライズ にある。即ち、

象徴・シンボライズ とは、ある事柄を他の物に代用する能力があるという

ことになるであろう。もっと、解かり易く言うと、動物種のなかで人間だけが、

赤と白と青の配色の旗 に対し、特別な意味を与えられるのである。例えば、

世界の至る所で、アメリカに対し怒れる若者たちが勇んでアメリカの国旗を下

ろし、引き裂いたり、燃やしたりすることに大いなる鬱憤を晴らし、満足を得

るということである。即ち、この国旗というシンボル（象徴）の破壊は、イラ

ンやジャカルタやクアランプールについてほとんど聞いたことのないアイオア

の州民を非常に激怒させることさえ可能なのだ。

そんな中でも、もっと微妙なのは言語である。私達人間は際限ないほどに多

くのものに意味を与えている。音を発して、即ち 発音 に伴う意味の体系的

な形態が言語である。例えば、英語で、次のようなちょっとした変化が意味を

変えることに成る。即ち、 。英語の方言では、この音声は

と同じく考えられるのだが、 には意味がない。要するに、ここでのポ

イント（要点）は、音という象徴のちょっとした相違が、全く違う目的と条件を

象徴（意味）するということである。

人間は、このようにシンボライズする能力をもって識別し、分別し、社会状

況を分類する手助けをする働きを何時もしいている。アメリカ人にとって、微

笑は 喜び、親しみ、幸せ を意味している。明らかな意味を持たずに、微笑

する人は怪しいのである。同様に、身振りも、また、象徴的な価値をもつので

ある。アメリカ人が子供に バイバイ を教えるとき、彼らは手を動かす動作

で上下する。インドや日本や他のアジアの国々では、この身振り（ジェスチャー）

は さようなら ではなく、 こちらへおいで を意味する。

他の動物では、象徴（シンボライズ）する能力は欠けているようだ。あるい

は、それ（シンボライズする能力）は、非常に初歩的な形で存在するだけであ

る。私たち人間の生活においては、それは基本である。言語で象徴（シンボラ

イズ）する能力は、他の人々が決して体験しない経験の結果を彼らに教えるこ

とを可能にしているのである。それ（言語をシンボライズする能力）は、私た

ちに過去の世代の知識を蓄えることを可能にしている。音や物や手振りに意味
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を付与することが、それらのグループはあまりにも大きいので個々人のメン

バーはお互い会うことが無いかもしれない、様々な目的をもったグループを形

成することを人々に可能にしているのである。象徴は、さもなければ、協調す

る理由など全く無いかもしれないだろう人間を一緒に結びつけるものなのであ

る。

外国の地において、二人のアメリカ人がお互いに知り合い（アメリカ人と認

識し合い）、そして友人になる。というのは、広大なアメリカのどこかで二人

が生まれたからという理由からではなく、彼らの言語とか、身振りとか、服装

とか、表情において、彼ら二人は非常に多くの共通したシンボルを共有すると

いう理由からである。もし、これに反して、ふたりの一人が中国語を話したな

らば、そして、中国的な表情と身振りをもって応えたならば、二人の偶然の生

誕地は、ふたりを結びつける役割を果たさないであろう。

文化は、ある人間の集団によって共有され、また、彼ら（ある人間の集団）

によって後世代に伝えられるシンボルの体系であると言えよう。もう少し適切

に、この定義を 文化 に当てはめて見よう。すると、一般的に言えば、人間

の文化は、 抽象の潜在的能力 である。それ（人間の文化）は、ほとんど際

限ないほどの変化（バリエーション）のなかで、違った時代の、違った場所で、

違った人々によって違った方法で表現されているのである。しかしながら、こ

の定義における重要な言葉は、システム 体系 である。ある人達のグループ

内で共有される象徴（シンボル）は、習慣や活動の単なるでたらめな寄せ集め

ではない。むしろ、それぞれの文化が、その文化のいろいろな要素と関連し、

そして、相互に依存する、それぞれ独自の論理を持つ傾向がある。しかも、い

ろんな要素と関わり、独立していることに私たちは気がつくであろう。文化的

変化、社会的変化を促そうと試みる人にとっては、この体系的な要素（を理解

すること）は、極めて重要である。明らかな利益の実施（利益をもたらす習慣）

を取り入れることに対する抵抗は、単にその実施に対するものではなく、外国

人が全く見えないその文化に付随する他の面・様相の変化の影響に反対するこ

とを反映しているかもしれない。

ある特定の文化的体系の複雑さを詳細に述べる代わりに、私たちは、おうお

うにして 文化様式（パターン） を持ったものとしての 文化 について

語っているのである。これが意味するところは、いかなる社会における組織の

信仰や習慣や形態が、相互に関連していることが伺われる、ある（一貫性のあ

る）テーマ（主題） をもっている、ということである。私たち自身の文化に
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おける時間の重要さは、ひとつのそのような例である。そして、そのパターン

は、産業過程から倫理に至るまで、私たちの生活の多くの場面において、表れ

ているのである。

アメリカ文化におけるもうひとつの文化様式（パターン）は、政治から結婚、

子どもの育て方にいたるまで、私たちアメリカ人の生活の多くの分野で、個人

に重きが置かれていることに表されていることであろう。軍隊のような組織や、

大規模な工場労働やチーム・スポーツなどの分野では、厳格な個人主義は、た

だ単に不適切であるばかりではない。むしろそれは、失敗を導くものであろう。

にもかかわらず、私たちは個人主義を抑圧する時でさえ、（私たちは）個人主

義の理念に強力な象徴的支持を与えているのである。

軍隊は個人の英雄的行為に最も高い（名誉の印の）勲章を与え、そして、多く

の軍基地では、定期的に 兵士の週（ ） を尊んでいる。

むしろ、私たちは人間として、組織よりも個々人の将軍や海軍提督に賛美を与

えたり、あるいは、中傷したりしがちなのである。

大企業は創造的で自立的な考え方をする人を探し求めていると強調するが、

大企業は、たとえば、（会社の仕事）の分野とはまったく関係のない（従業員

の）服装のスタイルにおいてでさえ、一般的な会社の基準から大きく異なって

いる創造性豊かな従業員を昇進させないでいるのだけれども…

私たちは、スポーツ・スターの天文学的な給料を正当化しつつ、しかも彼ら

をお世辞いっぱいに賞賛し、私たちはスポーツ・スターをもてはやしているの

である。見栄えのしない平凡な チーム・プレイヤー 、（フットボールの）

相手陣営を攻撃する選手に対しては、私たちは恩着せがましい態度で見下し、

低いサラリーを支払い、ほとんど尊敬もせず、最期まで無名に帰してしまうの

である。

アメリカ文化の個人主義と同じくらい強く表現される正反対の文化様式（パ

ターン）は、集団の問題を解決するための多数支配の概念（

）である。アメリカ人は 我々は何をするか という問題に直面し

た時、ほとんど（無意識なまでに）自動的に集会を開くのである。幼稚園の先

生が、幼児たちの決断が適当であると考えられる問題に対しては、幼稚園の小

さな園児たちでさえ、多数決で評決が促されるのである。投票と呼ばれる行為

は、多数決ルールが当てはまらない、あるいは、当てはまるはずがない多くの

状況においても、象徴的な表現で表されているのである。

多くの会社は、たとえ誰も社長の意思に反対票を投じなくとも、票決が行わ

れる 定例重役会議（ ） を開催するである。（もし、
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彼あるいは彼女が、反対の票を投じたならば、その投票は無視されるだろう。）

同様に、高校・大学の管理・経営者たちは、生徒が積極的に生徒自治会に参加

することを奨励していること（多くの場合、強制されているのだが）に同意し

ているのである。しかし、一握りの管理・経営者たちは、カリキュラムや財政、

人事雇用、学則などの問題に関し、生徒たちの票決で決められることを潔よし

とはしないのである。事実、彼らは政策問題に関し、ガイドラインを示す教授

会の票決でさえ拒否するのである。それにもかかわらず、どんなにその逆説が

皮肉的であろうとも、ほとんどの人々は、公然と集団問題に対する解決の方法

として、多数決ルールに不満を言い表さないのである。そうすることは、理性

あるいは精神的法律を破るということではなく、また、多数決という精神的法

則を冒涜しないためではなく、私たちがそれらを 当然 であると見なしてい

るところの深くそして微妙なほどに私たちの心に植え付けられている文化的パ

ターンを冒涜しないためなのである。

しばしば、文化様式（パターン）は、少なくとも大人の間では、意識のレベ

ルに上らないのである。時々、強制的に、かつ、知らず知らずのうちに無意識

的巧妙さをもって、子供たちは、ある特定の方法で行動することを教えられて

いくのである。もっとも身近な、そして、表面上、個人的な行動でさえ、それ

を知ることなしに教えられているのである。往々にして、これら文化様式（行

動パターン）は、私達の身体的反応として組み込まれているのである。排便の

習慣的姿勢についても、自分たちの排便の姿勢とは違う文化に住むことを強い

られている人は、精神的にも肉体的にも、その結果として生じるであろうその

違う文化に順応する問題を立証することができるだろう。

性行動は一般的にアメリカ社会全体を通して類似しているということをキン

ジー博士 から知り、多くのアメリカ人は、非常に衝撃（ショック）を受ける

と同時に、また、多くの人たちは、ほっとしたのである。この類似性は、 文

化様式（パターン） にもうひとつの適用を供与している。行為と信念におい

て、ある特定の文化の環境にある人たちは、同じような行動をする。すなわち、

彼らは確立された 文化様式（パターン） に従うのである。私たちの社会に

おいては、最近まで、性は自由に議論されなかったし、また、いかに性行為を

するときの 適正な 姿勢を世代から次の世代へと伝える方法が、未だにはっ

きりしていない。そして、それが感銘するほどに堂々と伝られるということは、

逸脱から生じる激しい精神的感情的苦悩がもたらされるだろう。非常に多くの

アメリカ人は、子犬肉のシチュー料理が出されたら、なぜか気持ち悪くなるか

を明確に説明できないだろう。しかし、多くの人々は、例えば、フィリピンや
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ベトナムでは、犬の肉は、美食家を喜ばすものとして見なされていることから、

犬の肉に対する嫌悪感は、決して本能的なものではないということがお解かり

になるだろう。

前述した事柄は、人の行動というものは、分析とある程度の予知を可能にさ

せているものなのだということを示唆している。多くの人々は、勿論、そのよ

うな予知は、不可能であると主張する。また、他の人たちは、その可能性を認

めはするが、それは、賢明でないし不道徳であると信じている。そして、人類

の基本であり独特な特徴である文化は、人間の行動を予測しやすくさせている

のである。事実、もし私たちの行動が文化様式化（パターン化）されていない

ならば、それゆえに、予想予測できないものならば、誰も一日として生き残る

ことはできないのである。あなたの配偶者が家にいるかどうか、あるいは、ど

う行動するかどうか、について全く見当が付かない不確かさを想像してみてく

ださい。さらにそれに加えて、ある人が車を左側で運転する道路と右側で運転

する道路に乗って、そして、全ての人が信号機の色にそれぞれ違った反応する

ことを想像してみてください。

私たちの生活というのは、他の人たちが次に何をするかを予想予測できる能

力によって律せられているのである。私たちが事前に知ることが出来ない人の

行動というものは、変わり者として、極端な場合には、狂人として烙印を押さ

れることになるのである。すなわち、私たちは、他の人の行動が予想可能でな

い場合、彼らにレッテルをつけることで、少なくともコントロール可能な環境

をつくることができるのである。事実、（それゆえに）精神異常の行動を予想す

る精神科医は、私たちの社会において、特別な専門職的な地位が与えられてい

るのである。

しかし、これらの事柄のすべては、読者が尋ねているに違いないだろう と

にかく、文化とは何か という質問に答えていない。正直に言って、私たちは

簡潔にその質問に答えることが出来ないのである。文化人類学者は数えけれな

いほど 文化の定義 を論議してきたが、どれをとっても完全に満足するもの

はないのである。しばしば、人類学者は単に文化行動の例を示してきたに過ぎ

ない。例えば、どのくらい多くの天使が頭にヘアーピンをしていたか、という

ような 中世の聖職者たちの論争 のように、まことに つまらないことを

せんさく することになるのである。ある著名な人類学者は、家畜の馬の群

れを、彼はこれを文化といい、馬の蹄（ひづめ）を、彼はこれを文化でないと

いう、この両者の区別することをおおいに喜びとしているのである。（大事な

苫小牧駒澤大学紀要 第 号 年 月



（ ）

問題点をはぐらかすための）この種のへ理屈とこじつけは、ほとんど人間の行

動に有益な光を与えていない。

たぶん、エドワード・テイラー伯爵 によって提案された用語と概念の（文

化の）定義が、（いかなる定義よりも）良いものである。すなわち、 幅広い

民族学的意味において用いられている文化あるいは、文明というものは、社会

の一員として人によって獲得された、知識、信念、芸術、道徳、法律、習慣、

そして他の能力、慣わしを含めた複合体のすべてが文化と文明なのである。

この定義は、人と行動の相互関係を強調するものであり、人類学的アプローチ

のひとつのユニークな状況をつくるものである。すなわち、それは、全体論的

であるということである。即ち、人の生活の全ての営み・様相は、たとえ私た

ちがどうしてそうなのかを理解しなくとも、人間の完全な理解に関連している

と捉えられることである。文化のテイラーの概念は、また、人間の問題と関係

性の膨大な複雑性を強調するものである。もっとも単純な概念であっても、お

そらく月飛行に必要な計算よりももっと複雑な（専門用語でいうなら、より変

数の多い）ものであろう。（すなわち、月への飛行とは、私たちが人間の問題

を解決するのに投資しなければならないだろう努力と金の大きさについてのあ

るものを暗示している。）

多くの近代人類学者たちは、より体系的で厳格な研究でも処理できる正確

な用語を追及しながら、私たちの学習した行動が、結局、私たちが物事につい

て、（すなわち、私たちの認知において）どう考えるかの産物であるという前

提で文化の新しい定義を発展させてきたのである。彼ら近代人類学者たちは、

認知モデル（ ） の観点から文化について語っているのである。

要するに、私たちは、私たちの関係における周囲の環境や他の人々を導く 知

的地図（ ） として文化について考えることができるのである。こ

の地図とは、人格と私たち個々が持っている行動の特別な様式（パターン）と

混同してはならない。この地図が、有効であるためには、お互いに影響を与え

合う人々の数によって、即ち、社会の全体であろうとその一部であろうと、大

なり小なりに、共有されなければならないものである。確かに、各個人は、少

し違った地図を持っているかもしれない。個々の家族は、次の世代に伝えるや

や違った見解を持っているかもしれない。しかし、少なくとも、その一般的な

概略（アウトライン）とその詳細の多くは、大多数の人々によって共有される

であろう。私達が違った地図を使用している人達を見つけたときは、即ち、似

たような状況を違った方法で反応していると、私達はある文化あるいはもう一

つのサブカルチャー の境界線を横切ったことになるのである。
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これを表すもう一つの方法としては、認識の相違について述べることにしよ

う。文化的背景の違う人は、実際、同じ物でも、また、同じ状況でも、違った

ふうに見ているのである。これは、文化的相違が、趣味の問題、 《諺》 甲

の薬は乙の毒、人によって好みは違う。 というよう類の問題であると単純に

意味すると理解されるべきではない。アメリカの木材王とアメリカの環境保護

主義者が 木とは何か についての認知が完全に一致している。しかしながら、

彼らは 木がいかに使われるべきか については同意しないのである。

アメリカ・インディアンの村人が、木を困窮するもの、認識するもの、欲望

をもつ生き物として見なすことを知り、彼ら両者は驚き、そして、少し困惑さ

えするだろう。私たちは認識の相違の多くの例を知る。そうであるから、私た

ちは、それらについてここではこれ以上、詳しくのべることはしない。

重要な事は、これらの相違が、私たちひとりひとりにとって、現実を定義す

るものであることを、はっきり理解することである。それは、たびたび、（こ

の実）世界であるところのものではなく、私たちがそうであると信じるところ

のものであるということである。そして、それが私達の行動や他のすべての人々

の行動を支配しているのである。

おそらく私自身の経験からのもう一つの実例が有益であろう。北アリゾナ州

のナバホ族インディアン は、魔女が存在すること、そして、人間が狼に変わ

ることも、また、人が他の人の餌食に変わるとも信じている。裕福に育ったア

メリカの人類学者の誰もが、魔女も狼人間も信じないし、そして、情報提供者

の恐怖に対する私の最初の反応（そういう話しを提供する者の恐れに対する私

の最初の反応）は、優越者ぶった 理解 のひとりであった。要するに、私は

どっちつかずの礼儀（態度）を装ったが、決してナバホ族の信仰を現実的に信

用するものではなかった。しかし、ナバホ族と本格的に交わり生活しているう

ちに、たったの 週間を過ぎたあたりで、わたしは夜、ナバホ族の住居か

ら抜け出ることを躊躇するようになっていたのに気がついたのである。外出す

る必要があるとき、（私はその愚かさに自分自身を責めたのであるが）ほんの

ちょっとした音でさえ、胸がどきどきし、私の首の後ろ髪毛が起き上がったほ

どである。（それは、まさしく私たちの動物的な祖先との結びつきである。）

私は、私が本当に狼人間の存在を信じたと言うことはできない。事実、私が

始めたところのものは、私自身のことばで事柄を説明しようと試みたことであ

る。実際に狼が人に変わるということはほどんどありえないことである。しか

し、狼の毛皮を被り変装することは可能ではなかったのではないか。（多くの

洗練されたナバホ族は、白人による教育とナバホの伝統遺産とのはざ間でその
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対立を解決するのである。）何が起きていたことは確かであり、狼人間が、ど

んな理由であれ、私にとって、現実になっていたということである。今、どう

してこんなことが問題なのか。たぶん、私は、少し非現実的な間抜けなのかも

しれない。しかし、同じような経験をした人たちと意見を交換してみると、狼

人間は私が交わった人達にとって真実であり狼人間は本物だと結論づけたので

ある。

ナバホ族は私と同様に、論理的であり、知的であることを私は直ぐに知った。

しかし、このような論理的な人たちが狼人間を信じているのであり、さらに重

要な事は、彼らはあたかも狼人間が現実であるかのように行動していることで

ある。彼らの日常の活動は、狼人間が存在している世界観に適合しているとい

うことである。人が狼人間に変われるとか、あるいは、変装できるかどうかと

いうことは、それとはまったく別なことである。ナバホ族がそれを真実と信じ

ている以上、あたかもそれが本当であるかのように行動している以上、それは

彼らにとって真実なのである。

要するに、現実が人の反応を決定するものではない。むしろ、人が、あるい

は、むしろ厳密に言うなら社会が、人の反応する現実を定義しているのである。

もし、私たちが注意深く見るならば、私たちはこれらを自分たちの周囲でも見

ることが可能ある。

西部ワシントン では、雨が非常に降る。この地域に長く住んでいる人は、

一日中しとしと降る雨を無視する。そして、彼らは、ちょっとした雨模様でも

レインコートを着る、あるいは、雨傘を持ち歩く東海岸のワシントンの人間を、

または他の地域からやってくる人間を、西部ワシントンの人達は面白がって彼

らを揶揄嘲笑するのである。ここに住んでいる人にも、新しくやってきた人に

も、事実、同じ量の雨が古くから降っているのである。その反応は、その雨の

量によるのではなく、その雨をどのように見るようになるのかによるのである。

繰り返すが、お互い密着し統一・画一化した集団に住む人たちは、同じよう

な 認識の地図 を共有しながら、何が現実で、そして、いかに現実に反応す

るかを決め、自分達の周りにある世界観を定義しているのである。

文化について、この単純な事実を把握することに失敗することは、 それ

は、岩でも、木でもない、人類の環境である 比較文化（クロス・カルチャ

ル） の文脈で仕事する試みは消えうせてしまう運命にあると考えられよう。

人間のユニークな特質という文化について話してきたが、私たちは、人が生ま

れた社会によって、人の心と身体に植え付けられている地図であると文化を定

義した。この地図が、人の現実を定義し、多くの状況のなかで人が行動するガ
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イドラインを設定しているということである。文化は、問題を解決するための

規則であり、あるいは物事を説明する法則でもある、それは、ただ単に遭遇す

るというものではないのである。

注
（ ）

本文を読み進んでいくと了解できるかと思うが、 文化 という語は、 人

間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果。衣食住をはじめ技術・学問・芸

術・道徳・宗教・政治など生活形成の様式と内容とを含む。文明とほぼ同義に用いら

れることが多いが、西洋では人間の精神的生活にかかわるものを文化と呼び、技術的

発展のニュアンスが強い文明と区別する。 という 生活・精神様式 の意味合いが

大きい。

アナトリア 黒海と地中海の間の広大な高原。現在はトルコ共和国に占

められている。旧石器時代以来人類が住み、南東部から中部にかけては、新石器時代

から青銅器時代の集落跡が少なからず散在している。

テンジクネズミ （俗称）モルモット

自然淘汰（とうた） ダーウィン進化論の用語

類人猿とサル 類人猿（ ）とは、

を言う。 は、広義には、類人猿とサルの両者

を含む。

ひと 人類

小型飛行船 （口語）

宇宙船

【象徴】（ フランスの訳語。中江兆民の訳書 維氏美学 （ 年刊）に初出。

語源であるギリシア語シュンボロンは割符の意） ある別のものを指示する目印・記

号。 本来かかわりのない二つのもの（具体的なものと抽象的なもの）を何らかの類

似性をもとに関連づける作用。例えば、白色が純潔を、黒色が悲しみを表すなど。シ

ンボル。語源的には、ばらばらなものをひとつにするという意味も含まれる。

星条旗のこと。

米国中部の州

範型 （ ） という用語は、アメリカの文

化人類学や社会学の用語となっている。 文化範型 文化様式 などの訳語が一般

に使われている。
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主題 テーマ によれば、文化は一つの中軸的な統合

原理によって特徴づけられることは稀であって、普通は、複数の原理（主題）が働い

ており、現実の文化は、ときには相互に矛盾するものを含めていくつかの主題を中心

に組織されている、という。

（ ） 米国の生物学者。インディアナ大学動物

学教授。米国人の性生活に関する面接調査報告書

（ ） （ ）で知られる。

中世の聖職者たちの論争 。ヨーロッパ中世に

おけるスコラ哲学（ ）は、その後期（ ）に至ると、煩瑣哲学とも

言われるように、煩瑣主義に陥ったことで知られる。

（ ） つ

まらないことをせんさくする（こだわる）

（ ）英国の人類学者。 年 大学博物館長、

年同大学人類学教授。人類学の父といわれる。 （ ）

（ ）などの著作がある。

（

）

民族誌 とは個々の民族の文化を記述する文化人類学の一分野。

（ ） 全体論 現実の基本的有機体である全体が、それを構成する部

分の総和よりも存在価値があるという、 の提唱した理論。

下位文化 ある社会の持つ全体的な統一文化の中において、特定グルー

プの持つ特殊な文化を指す。 部分文化 とも表現されることもある。

ナバホ族のインディアン 北米インディアンの中で

系の南部の主要部族。米国西部に属する 州と 州に居住し、現

在米国最大の部族。 とも綴る。

アメリカ北西部太平洋沿岸に位置する州。

（むらい やすひろ・本学教授）
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強制力と二言語使用教育

セス ユージン・セルバンテス
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日本語の動詞による名詞の格支配の指導
に格の名詞と動詞とのくみあわせを中心に

楊 志 剛

キーワード 日本語教育、動詞と名詞とのくみあわせ、に格、

場所理論、教える順序

要旨

本論文では日本語の格の指導，特にに格に注目してその先行研究を考察してきた。そ

の結果，日本語の格における教育指導研究はまだまだ不充分であるといえるだろう。そ

れを改善するために私は，格支配という概念を導入し，さらに，前にくる名詞句を，動

詞が要求する形式の格とする立場をとった上で，奥田の連語論におけるに格の名詞と動

詞との組み合わせの分類に基づいて，教育内容を作成するべきだと考える。

ところが教育現場から見ると，奥田の連語論におけるに格の名詞と動詞との組み合わ

せの分類の多義性が，学習をたいへん困難なものにする可能性がある。これを解決する

ためには池上（ ）の場所理論を採用して，奥田の分類における様々なに格のむすび

つきを，基本的な用法と派生的な用法，そして例外的な用法に再分類することで，に格

の名詞と動詞との組み合わせの教育内容を構成し，これに基づいて教育内容の順序構造

を明らかにしてみた。

苫小牧駒澤大学紀要 第 号 年 月



（ ）

目 次

第一章 課題の設定

中国の日本語教科書における格支配の現状と問題点

先行研究の検討

日本語を母語としない学習者に対する日本語教育分野について

日本人における国語教育分野について

本論文の課題

第二章 格支配の指導の基礎理論

動詞による名詞の格支配をめぐって

仁田（ ）における格支配論

益岡（ ）における 意味役割と格の対応 について

城田（ ）における文法格と副詞格

奥田（ ）における連語論
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むすびつきの特徴

教育の面から見た奥田によるに格の名詞と動詞とのくみあわせ

の問題点

第三章 教育内容の構成および順序構造

池上（ ）における場所理論の紹介

に格の名詞と動詞とのくみあわせの再構成

教育内容の順序構造

今後の課題
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第一章 課題の設定

中国の日本語教科書における問題点

中国語を母語とする学習者を対象にした日本語の授業では，通常，教師が中

国語の 介 を媒体にして格助詞の説明を行っている。また，この方法でも

それなりに成果をあげていると言われているが，こうした教授法はあくまでも

便宜的なものでしかない。中国語の文法体系の中に 格 という文法形式がな

いことから，日本語の格や，いわゆる格助詞の教授法を新に構成する必要があ

ると考える。格助詞の に もこのような助詞の一つである。

日本語におけるに格の文法的な形は，中国語では であったり，

接 であったり， 状 であったり，さらには副詞的な成分に相当する

場合がある。形式的には 介詞 を介して に後置する場合と， 介

を使わない場合とがある。そのため に を導入する際には，教師が有効な方

法を採らなければ，学習者は母語の中のそれに似たものと混同してしまい，誤

用を繰り返すことになる。

ここで，中国の上海訳文出版社が出版した高等学校（大学）日本語科教材 日

（ ）の日本語の に格 に関する章を検討しておこう。この教科書で

は，に格について次のような つの使い方に分けている。

存在の位置や，動作あるいは作用の方向，着落点，対象を表す。

人民公園に池や丘も花壇などがあります。

はやく教室に行きましょう。

わたしたちもバスに乗っていきましょう。

ある時間点を表す

わたしは一九七五年の夏に北京へ行きました。

動作や作用の目的を表す

わたしは切手を買うために，郵便局に寄りました。

比例の基準を表す

わたしは週に二日休めます。

動作の結果があるところに停留する場所を表す

世界地図はどこにはりますか。

彼はおつりをポケットに入れました。

動作，作用，性質，状態の範囲を限定する

この問題はわたしには分かりません。

楊 志剛 日本語の動詞による名詞の格支配の指導
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たばこは体に悪いから，やめなさい。

動作，作用，変化の結果を表す

わたしはパンにします。

わたしは通訳になるつもりです。（ 日語 ）

この分類には，次のような問題点がある。第一に，

（ ） その知らせにおどろく。

日本語文法セルフ・マスターシリーズ

・益岡隆志 田窪行則

（ ） 共産党ガ政府案二反対スル。

文法格と副詞格・城田 俊・

という二つの文は，奥田靖雄（ ）によると 心理的な態度や態度的な動作

を表すかかわりのむすびつき に分類される用法であるが，中国の教科書では

このような分類や用法を扱っていない。第二に， の用法間の相互関係が

示されていないのである。そこで私は日本語におけるに格はどのような文法的

な機能を果たしているのか，そしてどのような動詞の意味によってに格をとる

のかを，教育の場において示さなければならないと考える。

日本語のに格の名詞と動詞との組み合わせは，一つの形式で様々な文法的意

味をもち，また文の中で様々な文法的機能をも果たしている。したがって，中

国人学習者が格を使う上での大きな問題は，ある意味をあらわすとき，どの 格

助詞 を選べばいいのか，言い換えるならば，ある格助詞が与えられた表現の

中でどのような意味をあらわすのかを，いかにして理解するかにある。そこで

私は，奥田靖雄の 日本語文法・連語論 の連語という概念を取り入れ，それ

に基づいて教育内容を構成するべきであると考える。

先行研究の検討

日本語を母語としない学習者に対する日本語教育分野について

ここでは，益岡隆志・田窪行則による 日本語セルフ・マスターシリーズ ・

格助詞 （ ）で格助詞ニの基本用法としているものを検討してみたいと思

う。

具体物・抽象物の存在位置

駅の前に大学がある。

この大学は駅の前にある。
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所有者

私には子供が 人いる。

われわれには金も暇もない。

動作や事態の時，順序

時に会議がある。

年前に彼から金を借りた。

動作主

私にはそれはできない。

彼にこれをやらせよう。

着点

目的地に着く。

壁にカレンダーを貼る。

変化の結果

信号が赤に変わる。

学者になる。

受取手・受益者

子供にお菓子をやる。

恋人に指輪を買う。

相手

恋人に会う。

田中さんに聞く。

対象

親に逆らう。

提案に賛成する。

試験の結果に失望する。

人間関係に悩む。

目的

海に海水浴に行く。

買い物に行く。

原因

寒さに震える。

酒に酔う。 （益岡隆志 田窪行則 ）

ここでは，次の問題点があるだろう。

上記の用法の相互関係が，どのような判断基準に則してまとめられているの

楊 志剛 日本語の動詞による名詞の格支配の指導
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かが明らかではない。例えば，上の引用 にある 動作主 を表す格助詞 に

と， 動作・変化・状態の主体を表す （益岡・田窪 ）格助詞 が （例

彼が本を読む。雨が降る。目が赤い）とは同じような意味であると考えること

ができるが，これらをどう区別するのかについては曖昧である。また， 所有

者 を表すに格と， 受け取り手・受益者 を表すに格も共通する意味を持っ

ていると思われる。つまり 受け取り・受益者 は，所有権の変化や状態とい

う意味を表していると思われるのである。

日本人における国語教育分野について

日本語を母語とする人々に対して日本語の格の指導をどのように行っている

のかにつき，菅原厚子の 名詞の格・子どもたちにおしえるために を検討し

ておきたい。菅原（ ）は，奥田の連語論に基づき，に格の名詞と動詞との

組み合わせについて，以下のようにまとめている（菅原 ）。

ありか

・ 存在（ありか一般）

庭に大きなびわの木があった。

・ 出現物のありか

ほっとした色がふたりの娘の顔にあらわれた。

・ 知覚した物のありか

あそんでいる人たちがむこう岸にみえる。

・ 発見物のありか

道ばたにすみれをみつけた。

・ 所有物のありか

南山伏町にちいさな家をかりて…

・ 現象のありか

空に星がかがやいている。

空間的な配置の関係

・ 配置

ものほしざおに洗たくものをかけた。

・ 接触

夜風はかみそりのようにほおにあたる。

・ 出会い

道で太郎にあった。
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空間的な移動

・ ゆくさき

それじゃ，山にいくのは，土曜日にしましょうか。

・ 目的

まちへ買いものにでかける。

変化の結果

・ 物の状態の変更

どうかすると，お光は髪をきれいにいちょうがえしにゆって，

…

・ 人の社会的な状態の変更

彼女を嫁にもらう。

あい手

・ はなしあい手

身体検査をしながら，子どもたちにはなしかけた。

・ やりもらいのあい手

現在の親がひとり娘に身代を譲って…

・ 動作的な態度のあい手

…あの夜，良人にさからって，ほおをうたれたことを思いだし，

心がいたんだ。

みなもと

・ 心理的な態度の対象

秋子は今の境遇に満足している。

・ 原因

よこしぶきの雨にびしょぬれにぬれながらも

・ 手段

…少しもせいた気もちなどなく，手鏡にかみをそろえる。

時間

・ 時間

土曜日にでかけて，月曜日に東京にもどるのが，ここ二，三年

の土居の習慣になっている。

論理的な関係づけ

・ 比較

お三輪にくらべて，どこかに品がある。

・ よりどころ

誕生日にかこつけて，酒を飲んだ。
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これらに格と動詞の組み合わせ（ 格のくっつき ）の派生関係について菅原

は， 格のくっつき の機能的な意味は，多義的であるが，その多義的な意味

のあいだには派生的な関係をみいだすことができる。例えば， ありかのに格

は， 存在 から 出現物のありか ， 発現物のありか ， 所有物のあり

か へと枝わかれしていくのだが，この派生は動詞を取り替えることによって

生じてくる。つまり，物にたいするはたらきかけが，その物の ありか をあき

らかにすることを求めているのであるが，物にたいするはたらきかけ方のちが

いによって， に格 の名詞によってさしだされる空間の意味づけがすこしずつ

修正されていく。 （菅原 ）と述べており，ここで派生する根拠は 動

詞をとりかえることによって であるとしている。しかし，ここではどの種の

動詞による，どのような 物にたいするはたらきかけのちがい から，派生が

生じているのかについての論理的な根拠は明示されてはいない。

さらに，菅原はこれら 格のくっつき の相互関係について， いくつかの

機能的な意味の連続性は，かならずしもみごとにたもたれているわけではない。

たとえば，空間をさししめす， に格 の名詞は，移動動作とくみあわさること

で ゆくさき をあらわしているわけだが， ゆくさき と ありか は両方とも空

間であることでは共通である。しかし，現代日本語ではこれらのあいだの派生

の関係を説明することがむずかしい。これらの歴史的な研究があきらかにして

くれるだろうが，無理やりにこじつけることではなく，動詞がさしだす動作の

質のちがいから，同じ空間が ゆくさき としてあらわれたり， ありか とし

てあらわれたりすることをおしえるに，とどまらなければならないだろう。こ

の ゆくさき をあらわす に格 は，配置の関係をあらわす に格 にきわめ

てちかい。 つける，かける，はる，あてる のような動作動詞とくみあわさ

るとき， に格 の名詞は 付着物をともなう物 をいいあらわすようになる。

しかし， ゆくさき をあらわす に格 の名詞は空間名詞であるが， 付着

をともなう物 をあらわす名詞は物名詞である。 （菅原 ）と説明

している。このように菅原は，名詞の種類の違いも異なった 格のくっつき

を生みだす理由の一つとしているが，仮に動詞と名詞の種類の違いから 格の

くっつき の相互関係を逐一説明していくとなると際限のない作業になってし

まう。さらに，どれが基本的な 格のくっつき で，どれが派生してきた 格

のくっつき かを認定することも困難である。

本論文の課題

前の節では，日本語の格の指導，特にに格に注目してその先行研究を考察し
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てきた。その結果，日本語の格における教育指導研究はまだまだ不充分である

といえるだろう。それを改善するために私は，格支配という概念を導入し，さ

らに，前にくる名詞句を，動詞が要求する形式の格とする立場をとった上で，

奥田の連語論におけるに格の名詞と動詞との組み合わせの分類に基づいて，教

育内容を作成するべきだと考える。

ところが教育現場から見ると，奥田の連語論におけるに格の名詞と動詞との

組み合わせの分類の多義性が，学習をたいへん困難なものにする可能性がある。

これを解決するためには池上（ ）の場所理論を採用して，奥田の分類にお

ける様々なに格のむすびつきを，基本的な用法と派生的な用法，そして例外的

な用法に再分類することで，に格の名詞と動詞との組み合わせの教育内容を構

成し，これに基づいて教育内容の順序構造を明らかにしていきたい。

第二章 格支配の指導の基礎理論

動詞による名詞の格支配をめぐって

本節では，日本語の 格 の意味的・統語的な特性を考察することにする。

仁田（ ）における格支配論

仁田の 動詞と名詞句との依存関係から見た文の成分

上のように文の成分を認定した上で，さらに仁田は，動詞の格支配について

動詞が文の形成にあたって自らの表す動きや状態や関係の実現・完成のため

に，必要な共演成分の組み合わせを選択的に要求する働きを，その動詞の 格

楊 志剛 日本語の動詞による名詞の格支配の指導
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（述語）

付加成分 共演成分

主要共演成分 副次的共演成分
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支配 と呼ぶことにする。そして，この共演成分の動詞および他の共演成分群

に対する類的な関係的意味のあり方を 格 と名付ける。 （仁田 ）と定

義している。

例えば仁田は 広志ガ洋子ニ花束ヲ贈ッタ。 という文で， 広志が 洋

子に 花束を という名詞句が，動詞 贈る にとっての 共演成分 とみ

とめて，動詞 贈る が自らの表す動きの実現・完成のために， 広志が（

［名詞］が） 洋子に（ に） 花束を（ を） というそれぞれ共演成分

を要求する働きが 格支配 であり， 広志が 洋子に 花束を といっ

た共演成分が，それぞれに 贈る 及び他の共演成分に対して表している｛主

（運動） 出どころ｝｛相方 ゆく先｝｛対象（変化）｝といった論理的類的

な関係的意味が 格 である。そして 贈る の要求する｛主（運動） 出ど

ころ，対象（変化），相方 ゆく先｝といった格の組み合わせが，動詞 贈る

の取る 格体制 である と述べている。（仁田 ）

全体的に見れば，仁田は日本語の格の形について，以下のようなものを抽出

した。

［文法格

意味 形式

・主 ［名詞］ガ ・ カラ デ

・対象 ヲ ・ ト カ ヨウニ

・相方 ニ ト カラ ・ ニ向カッテ

ニ対シテ

・基因（手段ー基因的） ニ デ

［副次的な格 場所格

意味 形式

・出どころ

出どころ（空間）

出どころ（空間）

出どころ（状態）

出どころ（状態）

・ゆく先

ニ ヘ

ゆく先（空間）

ゆく先（空間）

ゆく先（状態）
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ゆく先（状態）

・ありか

ありか（空間）

ありか（空間）

ありか（状態）

ありか（状態）

・経過域 （仁田 ）

［注 ［ゆく先 とか 出どころ という表示は，当の格が 対象

の ゆく先 であり， 主 の 出どころ である，ということを示

している。

上の分類から仁田は，格を意味的なものとしてとらえていることがわかる。

例えば，［主］という格は形式として （名詞）ガ を採ったり， カラ

を採ったり， デ を採ったりすると考える。仁田の格支配では，ある動詞

が，主格，対象格，相方格を要求するということは示されていても，その中で

使用可能な形式のうち，どの形式を採るのかについては，さらに別の根拠が必

要になってくるが，その根拠にまでは言及していないのである。

格支配を統語的なものととらえているのは，村木新次郎である。村木（ ）

は補語と述語に関して，意味・統語・機能という三つのレベルに分けている。

第二のレベルでは，補語の統語形式上に関するもので，名詞句の形態論

的なすがたである。 述語との関係をあらわすものにかぎっていえば，主格

（ガ），対格（ヲ），与格（ニ），出発格（カラ），方向格（ヘ），共同格（ト），

比較格（ヨリ），状況格（デ）といった，格助詞が存在する。主格，出発格，

状況格などの名称は，それらの格形式がもっている中心的な意味にもとづいて

命名されるだけで，これらの名称にふさわしくない用法も実際にはありうる。

意味的な表示をさけて，ガ格，ヲ格，ニ格， といった純粋に形式にもとづ

く名付けのほうが誤解をまねかない点ですぐれているかもしれない（村木

）。さらに村木は，格支配について次のように述べている。 動詞には，

それぞれ固有の，主としていくつかの名詞とむすびつく性質がある。すなわち，

動詞の結合能力である。名詞句だけを対象にして，主格をもふくめて格支配と

いう用語をもちいることにする （村木 ）。本論文では村木の 格

支配 という用語を使うことにする。
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益岡（ ）における 意味役割と格の対応 について

益岡は動詞と名詞の結び付きによる意味構造において，動詞が名詞に対して

持つ何種類かの 意味役割 を考え，それに基づいて包括的，かつ整然とした

記述を試みた。日本語の文法記述に一般化をもたらす意味役割として益岡があ

げているものは，次のとおりである。

動作主・対象・経験者・相手・着点・起点・場所・共同者・道具・原

因・その他

上のいくつかの意味役割の中で，以下の 種のものは 中核的意味役割 と

呼ばれる。

動作主 相手 対象 経験者 着点 起点

（益岡 ）

益岡は，さらにこうした意味役割のあり方と，表現上の具体的な形（特に格

助詞の現れ）との関係を，次のように示した。

動作主 ガ格

対 象 他動詞の場合 ヲ格

それ以外 ガ格

経験者 状態述語の場合 ニ格

それ以外 ガ格

相 手 対称述語の場合（太郎が次郎と話したという場合）

ト格

それ以外 ニ格

着 点 ニ格（へ格）

起 点 カラ格

場 所 ニ格 （益岡 ）

益岡は各種の格の成分を 項 と呼び，述語と格の項との意味的な依存関係

は並列的なものではなく，階層的な性格をもっているものだと主張する。つま

り，［項 ［項 ［項 述語］］］（益岡 ）のようなものだということであ

る（益岡 ）。そしてこうした階層性に基づいて，各種の意味役

割にも序列が認められるという。
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関係構造の階層性と 意味役割の序列

着 点 対 象 起 点・相 手 動作主・経験者

ニ（へ） ヲ カラ，ニ ガ

さんが さんに土産の品を差し上げた。（相手）

さんが子供を回転木馬に乗せる。 （着点） （益岡・ ）

これについて南不二男は 現代日本語文法の輪郭 で，次のように指摘して

いる。 このような益岡の意見とは違った，別の観点からする階層の区別も認

められると，筆者は考えている。これは，上の益岡の用語でいうならば，動作

主，経験者，および対象に当たるもの（主格，対格）と，その他のもの，つま

り，着点，起点，共同者，手段などにあたるものを，大きく区別することであ

る。前者を 一次役割 ，後者を 二次役割 と呼んでもよい （南 ）。

つまり，一次役割は中心的なものであって，二次役割は周辺的なものである。

ということは，上記の一次役割はそれと結びつく動詞との意味的な関係が二次

役割より密接だと考えられるのである。動詞の自 他の区別との関係はまさに

その例である。

益岡の問題点は，彼の文の成分の分類方法にあると考える。益岡は文の成分

を次のように分類している。

しかしこれでは，付加語と補足語を区別する基準が必ずしも明示されている

とは言い難い。例えば，

先日，太郎が花子と外国で密かに結婚した。

という文について，益岡は次のように述べている。 太郎が と 花子 は，

述語 結婚する にとって必須成分（補足語）である。なぜなら，これらの要

素は， 結婚 という事象の成立に不可欠な，主体とその相手を表しているか

楊 志剛 日本語の動詞による名詞の格支配の指導
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らである。 結婚する という述語は，その意味からして，事象の主体とその

相手の存在を要求し， 誰かが誰かと結婚する という表現形式を取ることに

よって，述語の働きを全うするのである。 一方， 先日 ， 外国で ， 密

かに という要素は， 結婚 の事象の表現に付加的情報を与えるものの，述

語 結婚する にとって不可欠な要素ではなく，省略しても述語句が不完全な

ものになるわけではない （益岡 ）。しかし，ある動詞にとって 不

可欠な要素ではなく，省略しても述語句が不完全なものになるわけではない

というだけで，付加語と補足語が区別されるだろうか。これについて，城田の

指摘は的を得たものである。 例えば，逮捕スルはスル人 サレル人だけでな

く逮捕の原因も必須補語と考えざるを得ません。逮捕は罪 容疑なくしてでき

ないからです。この時，デが必須補語をマークしているというより，“ノ罪（カ

ド，容疑，ケンギ）デ”全体が必須補語をマークします。このような所にも必

須補語というものが語や文の構成の一般に関わる文法の枠を踏み越える様子が

うかがえます。また，寺村などでは一般に副次補語とされていますが，買ウ

売ルなどで，値段を示すデは必須補語でなければなりません。値段がなければ，

買ウ 売ルはヤルにかわってしまうからです （城田 ）。益岡の主張

する付加語と補足語の区別は曖昧であり，その区分に基づいて導入された項（益

岡によると，項とは補足語の中の名詞句の形式をもっているのである）自体が

すでに曖昧な概念なのである。このような概念を用いての格の議論は問題があ

るだろう。

ー ー 城田（ ）による文法格と副詞格

城田は，一方で意味的な諸要素を抽出し，他方で，どの格がどのような統語

的な構造に組み込まれ，どのような表現上の形で現れるかの仕組みを明示的に

記述しよう試みてきた。つまり城田は，具体的な実例における各種の用法を検

討しながら，一般論的な理論の中での位置付けをはっきりさせ，かつ具体的用

法を詳細かつ個別に説明しようと試みたのである。

例えば，

文法格助詞ヲ 一次機能 ─ 文法格 （直接補語を示す）

二次機能 ─ 副詞格 （道筋・起点・持続時間を表

して述語を修飾する）

副詞格助詞ニ 一次機能 ─ 副詞格 （範囲を限定して用言を

修飾する）

二次機能 ─ 文法格 （ ）文法格 （述語転化
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補語を示す）

（ ）文法格 （直接補語を

示す）

（城田 ）

しかしながら城田の理論に基づいて教育内容を構成すると，次の問題点が浮

かび上がる。

（ ） 社長ヲ誘拐スル。

（ ） 共産党ガ政府案ニ反対スル。

城田によれば，例文（ ）の中のヲは 直接補語 をマークするが，それで示

されるのは 文論的機能 だけである。その場合，他動詞“誘拐する”は 直

接補語を必要とする動詞であるから，ヲは直接補語として結びつく語である名

詞を示し，名詞はヲをとって動詞に直接補語として支配されているということ

を示すに過ぎない （城田 ）。また，例文（ ）では， ニはヲと同義

であり，直接補語をマークしているのみです。単なる文論上の支配を示してい

るだけです。 （城田 ）と述べている。そこでは文法機能として直接

補語を表すヲと，直接補語を表すニが，どう区別されるのかについてまでは，

言及されていないのである。中国人学習者が日本語を勉強するに際し，この点

が解決されなければならないところだと考える。

奥田（ ）における連語論

奥田は連語について次のように定義している。単語の組み合わせは 名付け

的な意味をもったひとつの単語と，それによりかかって，その名付け的な意味

を限定（具体化）するひとつ以上の（名づけ的な意味をもった）単語とからなりた

ち，全体でひとつの名づけ的な意味を表す単位である。…ふつう，連語はふた

つ，あるいはみっつの単語から，なりたっていて，そのうちのひとつが核になっ

ている。その核になる単語の語彙的な意味をせばめて，具体化するというし方

で，ほかの単語をしたがえる かざられ とそのかざられによりかかる かざり

とのふたつの構成要素からなりたっている （奥田 ）。

これについて鈴木重幸が 連語論的なむすびつきというのは，かざられの語

彙的な意味をかざりが一層具体化してみせるという関係であるとすれば，かざ

られの語彙的な意味がかざりの存在を要求することになるだろう。…例えば，

かざられ動詞がさしだす動作と何らかの客体との関係において成立するとすれ

ば，かざられ動詞は，必要とすれば，その客体を差し出すことをかざり名詞に
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要求するだろう。かざられになる単語の語彙的な意味は，かざりと従属的なむ

すびつきを生み出す，もっとも重要な要因である （鈴木 ）と述べて

いる。本論文での格支配と，奥田のいう その核になる単語の語彙的な意味を

せばめて，具体化するというし方で，ほかの単語をしたがえる かざられ とそ

のかざられによりかかる かざり とのふたつの構成要素からなりたっている

ということは，一致している部分があると考えられる。

に格の名詞と動詞とのくみあわせに関して

奥田におけるに格の名詞と動詞とのくみあわせの分類

に格の名詞と動詞とのくみあわせの分類
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格
の
名
詞
と
動
詞
の
く
み
あ
わ
せ

分 類 例 文

対象的な
むすびつ
き

ありか

存在的なむすびつき 庭に大きなびわの木があった。

内在的なむすびつき 白い雲にはかがやきがあった。

所有物のありか …狂おしい情熱があなたのなかにひそ
んでいる。

所有者のむすびつき しかし，あなたには信一君がいる。

認知物のありか えんがわのいすに女客のひざがみえた。

出現物のありか ほっとした色がふたりの娘の顔にあら
われた。

ゆくさき 五時までには会社にかえります。

くっつき この子ははじめて汽車にのったので
やがて甘えるようにひざによりかかる。

ゆずり相手 現在の親がひとり娘に身代をゆずらずに…

はなし相手 なな子は梨花に得意で予告する。

かかわり
心理的な態度 不二子はしんから注射におびえている。

態度的な動作 政府は人民に奉仕しなければならない
はずであるが…。

はたらきか
け …ただ露店の商人がやすみもなく兵器のおもちゃにぜんまいをかけ…

道具 …手鏡にかみをそろえる。

規定的な
むすびつ
き

結果規定の 雪郎さんをふつうの状態にかえすために…

内容規定の 郡が立派な男にみえた。

様態規定の ずたずたにひきさかれた布類をみることが，…

目的規定の 秘書は病院に三日にあげず連絡にかよっている。

状況的な
むすびつ
き

空間的な ねこがひなたにまあるくなっている。

情勢的な 拍手のうちに場内があかるくなった。

時間的な 六時に店がしまりますね。

原因的な ひとつひとつ丹念に見ていけば，生徒たちの可愛さにまぶたがう
るんでくる。
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この表の中のありかのむすびつきを，さらに次のような六つに分類されてい

る。

存在のむすびつき

内在のむすびつき

所有物のむすびつき

所有者のむすびつき

認知物のむすびつき

出現物のむすびつき （奥田 ）

これらのむすびつきについては，奥田が次のように述べている。

存在のむすびつき

に格の名詞は，存在動詞と組合わさると，存在という状態が成立するた

めに必要なありかを示す。日本語では，存在動詞は，ある，いる，おる，

ございますに限られている。このほか，すむ，とまる，のこる 存在する，

滞在するような，存在動詞にちかい動詞があって，存在のむすびつきを表

す単語のくみあわせにちかい単語のくみあわせを作る能力をもっている。

だが，そのうちのいくつかの動詞は，くっつけの動詞のグループにいれた

方が正当だろう。

庭におおきな枇杷の木があった。

おなじ東京にあの人間が存在することを過小評価していたことになる。

気がついてみると，三吉は自分の細君のそばにいた。

くっつけ動詞と移動動詞は，状態態の形（つく──ついている・くる──

きている）をとると，存在動詞の資格をもってきて，に格の名詞とのくみ

あわせにおいて存在のむすびつきをつくる。 （奥田 ）

内在のむすびつき

動詞 ある が 属性として，部分としてもっている という語彙的な

意味を実現する場合はに格のくみあわせにおいて内在的なむすびつきをつ

くる。かざりになるに格の名詞は，空間的なニュアンスをもたない具体名

詞か抽象名詞であって，動詞との関係において空間的なありかをめざす，

属性や部分のありかをしめしている。

この現象には現代固有の特徴があります。

白い雲にはかがやきがあった。

内在のむすびつきをつくる能力のある動詞には， ある のほかに，も

つ，ふくむ，おびる，いだく，やどす，ひそむなどがあって，内在のむす
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びつきを存在のむすびつきに含めることができなくなる。内在のむすびつ

きを表す単語のくみあわせは，所有物のありかや出現物のありかを表す単

語のくみあわせからも，ずれ 抽象化の結果うまれている。さらに，くっ

つきのむすびつきをあらわす単語のくみあわせからも派生してきている。

…くるしい熱情があなたのなかにひそんでいる。

さらに，内在のむすびつきを存在のむすびつきからくべつする根拠とし

て，可能の動詞とに格の名詞とのくみあわせがある。この種のくみあわせ

では，に格の名詞は能力（可能性）の所有者をしめしている。

わかい夫婦にはそんなおちついたまねはできなかった。

薬局の主人の高声が彼女に全部きこえた。 （奥田 ）

所有物のありか

もつ，かりる，かうのような二三の所有動詞が，場所を示すに格の名

詞でひろげられると，このに格の名詞は所有物のありかをしめす。

春日堂は銀座うらに店をもっている。

お金ができたら，世界中に土地をかうの。 （奥田 ）

所有者のむすびつき

所有者のむすびつきは内在のむすびつきの変種にすぎないだろう。こ

のむすびつきをあらわす単語のくみあわせでは，かざりの名詞は人間ある

いは人間の組織をしめすものがなり，かざられ動詞には ある のほかに

いる ももちいられる。そして，かざりとかざられのあいだには，存在

と所有との関係が表現できる。

しかし，あなたには信一君がいる。

あなたの方に貯金があれば，あとが安心だから… （奥田 ）

認知物のありか

認知活動を示す動詞（みる，みうける，…かんじる）をひろげるに格の

名詞は，その動詞との関係において，認知をうける物あるいは現象や状態

のありかを示している。

…高瀬舟はくろずんだ京都の町の家々を両岸にみつつ，東へはしって…
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えんがわのいすに女客のひざがみえた。

この種のに格の名詞のはたらきが，認知活動の行われた場所を示してい

るものではないことは，次の例ではっきりする。

鏡の中にかれの後ろ姿をみつめた。

みつける みいだす みあたる みとる みとめる きき

とる のような動詞とありかとのくみあわせは，その単語つくりの型から

みて，くっつきのむすびつきを表す単語のくみあわせを比喩的に使用する

ことからうまれてきたようである。

（奥田 ）

出現物のありか

出現動詞がに格の名詞とくみあわさると，そのに格の名詞は出現物の

ありかを示す。あらわれる，あらわす，おこす，おきる もたらす，き

たす，かもす，きざすのようなものがある。それに生産動詞のうち，つく

る，こしらえる，もうける，たてる，きずくなどは出現性の意味をもって

いる。

やがてむこうの城跡の方にしろいけむりがおこった。

ほっとした色がふたりの娘の顔にあらわれた。

警官隊はついに議場にはいり，議長のまわりに人桓をつくった。

これらの出現性の動詞のほかに，くっつけ動詞や移動動詞のあるものが，

語彙的な意味のずれ 抽象化の結果，出現動詞のグループにはいり込んで

きている。例えば，でる，だす，たつ，たてる，にじむのような動詞。

出現性の動詞が状態態のかたちをとるばあいも，ありかをしめすに格の

名詞とのあいだにあるむすびつきは，存在あるいは内在的なニュアンスを

おびてくる。

背をまるめて腰かけたうしろすがたに今日一日の会議のつかれがあら

われていた。 （奥田 ）
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むすびつきの特徴

奥田は，に格の名詞と動詞と組み合わせを対象的・規定的・状況的なむすび

つきという三つのむすびつきに分類した。それぞれの関係を図示すれば，以下

のとおりになる。

（派生） 規定的なむすびつき

対象的なむすびつき

状況的なむすびつき

この対象的なむすびつきについて，奥田は を格の名詞と他動詞との間に存

在する対象的なむすびつきが直接であるのに対して，に格の名詞と他動詞との

間に存在する対象的なむすびつきは間接的である。…間接的な対象というのは，

動作が直接的な対象に働きかけていく過程にくわわって，何らかの補助的な役

目を果たしているものである。…間接的な対象を示すに格の名詞は，を格の名

詞と他動詞との組み合わせをひろげているのであって，に格の名詞と他動詞と

のくみあわせはを格の名詞を媒介にして成り立っている （奥田 ）

と述べており，このことを図示すれば，

例文 花子に 英語を 教える。

形式 ［ （名詞に） ［ 名詞を 他動詞 ］］

意味 対象 対象 動作

直接

間接

となる。

そして，状況的なむすびつきについて奥田は， …一般的に言えば，状況的

なむすびつきは，動作にとっては外的空間，条件，情勢などを表現している。

このことから，この単語のくみあわせでは，かざりとかざられとの関係は，極

めて弱い （奥田 ）と述べ，規定的なむすびつきについては， か

ざり名詞でしめされる状態あるいは現象は，動作そのものの成立に直接に関係

せず，動作のもっているなんらかの側面を規定してかかる。従って，かざり・

かざられでしめされる つのものの関係は内的である，この点で対象的なむす

びつきとは意味的に異なっているが，そのことは語順の中に表現を受けている

（奥田 ）と述べている。

これら三つのむすびつきの中でも，対象的なむすびつきには 動作（あるい

は状態）とその動作の成立に加わる対象との関係 が認められる。したがって，

本論文で採用している格支配の考え─動詞がその前にくる名詞句の格の形式を
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決定する─に基づくと，主な研究対象は 対象的なむすびつき となる。しか

し 規定的なむすびつき や 状況的なむすびつき も考慮する必要があるだ

ろう。

前の表によると，奥田はに格の対象的なむすびつきを八つに分類している。

そこでまずは，それらを一つずつ考察していくことにする。奥田によるそれら

八つのむすびつきの相互関係を図示すれば，次のようになる。

（派生）

ゆずり相手のむすびつき

ありかのむすびつき はなし相手のむすびつき

ゆくさきのむすびつき かかわりのむすびつき

くっつきのむすびつき はたらきかけのむすびつき

道具のむすびつき

例えば，

壁に手をつく。

彼にウソをつく。

という二つの文の場合，奥田の解釈で考えてみると 壁に手をつく は，くっ

つけ動詞 つく からも分かるように，くっつきのむすびつきに属しているが，

彼にうそをつく という文では，動詞 つく が，くっつけ動詞であるのも

のの，この文が実際にあらわしているものは，言語活動であるから，かざり名

詞は 動作がその表面にくいこんでいく物 対象を示している （奥田

）ものではなく， 人間を示すものに限っている （奥田 ）ので

ある。この文は，はなし相手のむすびつきに属しているということになる。し

たがって，はなし相手のむすびつきは 語彙的な意味のずれ 抽象化をともなっ

て…くっつきあるいはゆくさきのむすびつきをあらわす単語のくみあわせから

派生したもの （奥田 ）であるといえる。

教育の面から見た奥田によるに格の名詞と動詞とのくみあわせの

問題点

─ ─ で分類方法を表にしたが，言語教育の観点からこれを検討すると，

このように羅列的な分類方法は，詳細なだけに暗記すべきところが多くなって，

仮にこの表をそのまま授業に採用すると，学習者は，苦痛を感じることになる

だろうと容易に推測できる。たとえ奥田の分類が日本語における格の名詞と動

詞の組み合わせをくまなく網羅していたとしても，指導に際しては，その中身
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を再構成する必要があると考える。つまり，それらのむすびつきの中で共通し

ている特徴は何であるかを見出し，その特徴に基づいて，それらのむすびつき

を基本的な用法，派生的な用法，例外的な用法に再構成することが重要である。

この再構成にあたっては，池上の 場所理論 の導入が有効であると考える。

次章では，池上の 場所理論 の検討を踏まえたうえで，教育内容の構成を試

みる。

第三章 教育内容の構成及び順序構造

池上（ ）における場所理論の紹介

池上（ ）は 運動 （すなわち， 場所的移動 ）と 静止 （ 場所的な

存在 ）は，それぞれ 変化 と 状態 のもっとも具体的なレベルでの表れとい

うことにする。 外界における変化と状態はきわめてさまざまな様相で現れ，

それらを表現する言語形式もそれに応じて一見きわめてさまざまであるように

思われる。しかし，変化と状態の表現において実際に用いられる言語の表現形

式は，その基本的な型だけを取りあげれば，ごく限られた数のもので，それら

はまたごく限られた要素により規定されているように思える （池上 ）

と述べている。

その場所理論の構造の分類について，池上は 変化 と 状態 の分類とその

構造型 で述べている。

例文 構造

変化 （太郎ハ駅ヘ行ク）

状態 （太郎ハ部屋ニイル）

一般的に二つの項の間の関係を と の間に という関係がある

という形で表すことが行われる。 と という二つ項の間の関係 は，

では から への変化 矢印で表示 ， では （ の における）

存在 不等号で表示 ということである 。（池上 ）

池上の理論のもう一つの重要な概念は，具体と抽象である。池上は次のよう

に述べている。 具体的な物事についての表現が抽象的なものごとの表現に転

用されるということがある。 例えば， 机ヲ動カス ─ 心ヲ動カス ， 金

ヲ払ウ ─ 注意ヲ払ウ ， 人ガ急イデ行ク ─ 仕事ガウマク行ク ，
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などでは，それぞれ前者の方が具体的，後者の方が抽象的な表現である。（つ

まり，机の 動き は眼で見えても，心の 動き そのものは，視覚の対象に

なるようなものではないし， 甘い 菓子は舌で味わえても甘い言葉はそうは

行かない。） 分ケル と 分カル ， 起キル と 起コル ， 行ク と

ヤッテ行ク などでも前者が具体的，後者が抽象的であり，後者としての用

法は前者からの派生とされる 。（池上 ）

池上は変化と状態，具体と抽象という概念を用いて， 変化 と 状態 につ

いて，それが 具体的 つまり，対象として知覚可能 である場合， 抽象的

つまり知覚不可能 である場合ということをいって来たが，これは上の ，

の形式においてそれぞれを構成する三つの項 と ，および か が 具

体 であるか 抽象 であるかによって規定することができる （池上 ）

と述べている。

変化 状態

具体 具体 具体 … 場所の変化 場所の存在

具体 具体 抽象 … 所有権の変化 所有

具体 抽象 抽象

抽象 具体 抽象 … 状態の変化 状態

抽象 抽象 抽象 （池上 ）

上の表を（ ） （ ）の例文を用いて説明すると，

と の関係

（ ）太郎ハ 山ニ イク。 具体 具体 具体

（ ）太郎ガ 医者ニ ナッタ。 具体 抽象 抽象

（ ）庭に おおきなびわの木が あった。

具体 具体 具体

（ ）この現象には 現代固有の特徴があります。

抽象 抽象 抽象

となる。

（ ）は，三つの項 太郎 と 駅 と で表す から への変化

（今の位置から駅へ に ）動作 イク から構成されている。この三つの項は，

太郎が具体的な 人物 であって， 駅 は具体的な物を表す場所名詞である。

したがって， イク という動詞が表す変化は 具体 である。この文はに格の

名詞 駅 と動詞 イク が組合わさって， ゆくさき を表す 場所の変化
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を示していることになる。（ ）では， 太郎 は具体的な人物であり， 医

者 は 抽象 である。そして で表される変化は，状態の変化である。一

方の項が 抽象 であることで，その変化は 項とも 具体 であったときの 場

所の変化 ではなく 状態の変化 に変わっているのである。（ ）を基本と考える

ならば，（ ）の 状態の変化 は，一方の項が 抽象 になることで基本から派生

したものだと考えることができるだろう。

同じように（ ）は，具体名詞 おおきなびわの木 や，場所名詞 庭 や

存在動詞 アル から構成されている。この文は上の表によって 場所の存在

を表す文である。一方，（ ）では， 特徴 は 抽象 で， 現象 も 抽象

である。そして，存在動詞 アル と組み合わさると， 状態 を表す文になる。

（ ）は，場所の存在から派生してきた文と考えることができる。

本論文では，に格の名詞と動詞との組み合わせを対象としているため，主な

検討対象は ・ ・ あるいは という三つの項の中の と ある

いは という二つの項である。さらに，池上が と のいずれかが 抽象

であれば， あるいは は必然的に 抽象 になる （池上 ）と述べ

ていることから，本論文でに格の名詞と動詞との組み合わせの派生関係につい

て検討する際には，に格の名詞が 具体 であるか，あるいは 抽象 であるかと

いう判定が関与することになるだろう。

池上は具体と対象の曖昧さについて次のように述べている。 例えば，

のような場合の は表層的には名詞句で一見

具体 という特徴を持っているように思えるが，意味的には（その際，

というパラフレイズで示したように）実は 医者であ

るという状態 という 抽象的 な特徴をもつものと考えられる。この場合

を何か 具体的 な， と対立するような もの ととらえないのは，

医者になっても という人物のアイデンティティ（同一性）は変わって

いず，単に一つの表面的な属性を得たにすぎないと考えられるからであろう。

（池上 ）

場所や空間的 であるという場合，疑問文で表現される時際には どこか

ら 、 どこへ 、 どこに という疑問詞に置き換えることができる。例えば

起点は， どこどこから ，着点は どこどこに ということであり，存在も

どこどこに 在るとか居るとかいう際の どこどこに に相当する空間だと

いえるだろう。池上の 起点 と 到達点 の非対称性 （池上 ）に

よると，一番優位なのは到達点である。つまり，到達点はこれら三つの中で特

に基本的である。その到達点というものを日本語では，普通 ニ で表してい

るのである。
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に格の名詞と動詞とのくみあわせの再構成

この節では，奥田のに格の名詞と動詞との組み合わせを，池上による抽象と

具体の基準から再構成したい。それに際して，具体的なものは基本的な用法に，

抽象的なものは具体的な用法から派生した用法とする。

ありかのむすびつきについて

存在のむすびつき 動詞 存在動詞 ある・いる

（ ） 庭に大きなびわのきがあった。

（ ） ざぶとんのうえに，…おき手紙があった。

奥田はこの種のむすびつきの名詞について， 具体的な名詞であって，空間

的な性格をもっているものである たとえば，学校，庭，山，村，町 （奥

田 ）と述べている。ここでいう 空間的な性格 を例文で考えてみる

と，これらの名詞は，そのことがらの存在している場所を表しているのだと思

われる。よって，この種のむすびつきは場所の存在を表す具体的なものなので

ある。この意味で，私は存在のむすびつきを基本的な用法にする。

内在のむすびつき 動詞 属性・部分という語彙的な意味をもってい

る動詞。 ある など。

名詞 空間的なニュアンスをもたない具体名詞や抽象名詞

（ ） 白い雲にはかがやきがあった。

（ ） この現象には現代固有の特徴があります。

（ ） ああした女のひと，男に魅力がある。 （奥田 ）

（ ）の 白い雲 は，かがやくということがらの場所であり，この場所を表

す名詞と存在動詞とが組み合わさると，存在のむすびつきが認められるだろう。

つまり，（ ）では“どこに”いう質問が可能である。しかし，名詞が 抽象 で

ある場合，（ ）の 男 に対しての疑問詞は 誰 であり，（ ）では 現象 と

いう言葉に対しての疑問詞は なに であるために，場所名詞だとは言えない。

（ ）（ ）のに格と動詞のむすびつきは，抽象的であり派生的なものと認められ

る。さらに奥田は，内在のむすびつきの名詞は，空間的なニュアンスを持たな

いと述べている。したがって内在のむすびつきは，場所の存在という存在のむ

すびつきから派生してきた状態をあらわすむすびつきと認められるだろう。
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所有物のありか，

（ ） お金ができたら，世界中に土地をかうの。

（ ） 南山伏町にちいさな家をかりて… （奥田 ）

この種のむすびつきのに格の名詞は，場所名詞であるから，それが，存在の

むすびつきの下位区分に属することができる。

所有者のむすびつきとは，場所の存在から派生した状態を表すむすび

つきと考えることができる。

（ ） あなたには信一君がいる

（ ） あんたの方に貯金があれば，あとが安心だから。

（奥田 ）

この種のむすびつきの名詞は，場所名詞ではなく，人間関係を示しているの

で，場所の変化，存在というような基本的な用法から派生してきたものだとい

えるだろう。

認知物のありか

動詞 認知活動動詞。みる，みうける，みえる，みあたる，発現する，

きく，きこえるなど

名詞 場所名詞。認知をうける物あるいは現象や状態のありかを示す

…高瀬舟はくろずんだ京都の町の家々を両岸にみつつ，東へは

しって…

えんがわのいすに女客のひざがみえた。

…質素な服装をした老人を旅客のむれのなかにみつけた。

（奥田 ）

この種のむすびつきで使っている名詞は 両岸，いす，旅客のむれのなか ，

のような場所を表す名詞であるため，場所的な存在と思えるが，動詞は存在動

詞ではなく，人間の認知活動であるから，この種のむすびつきは，存在のむす

びつきの下位区分の位置に属することができるだろう。

出現物のありか

動詞 出現動詞 あらわれる，あらわす，おこす，おきる，できる，う

まれる，うむ，生ずる，はえる，さく，わく，きえる，もえる，
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かもすなど

生産動詞 つくる，こしらえる，もうける，たてる，きずくなど

名詞 出現物のありかを示す名詞。

ふかいえくぼが陶器のはだにぽつんとできる。

やがてむこうの城跡の方にしろいけむりがおこった。

ほっとした色がふたりの娘の顔にあらわれた。

（奥田 ）

この種のむすびつきは，具体的な名詞であらわすものなので，基本的な用法

としての 場所的な存在 に属することができる。しかし，動詞の語彙的な意

味によって，存在のむすびつきに下位区分することができると考える。

奥田がいう，ありかのむすびつきの中の存在のむすびつき，認知物のむすび

つき，出現物のむすびつきなどは，に格の名詞は具体的な場所名詞であるため，

これらのむすびつきは基本的な用法に属していると考えられるだろう。しかし，

内在のむすびつきや所有者のむすびつきは，存在を表すむすびつきから派生し

たものとするのが適切であると考える。

ゆくさきのむすびつき

動詞 方向性をもった移動動詞

名詞 空間的なニュアンスをもった具体名詞

ゆくさきのむすびつきが具体的な場所への変化を表すむすびつきであること

は明らかである。また，ゆくさきのむすびつきが方向性をもっているというこ

とは， 山にいく の山や， 社にかえります の社や， 広場にあつまる

の広場や， 汽船にうつって の汽船などが，ゆくさきのむすびつきの動作が

向かっている到着点だと考えられるからである。

奥田は 移動動詞のあるものは，空間性をもたない名詞とくみあわさって，

出現物のありかのむすびつきをこしらえている。例えば，ことばにだす，顔に

だす，表情にだす （奥田 ）と述べているが，池上の場所理論からも，

この現象は場所の変化から状態の変化へ転化したものと考えられる。

くっつきのむすびつき

動詞 くっつけ動詞 自 動 詞 とまる，たつ，つく，くっつ

く，のりこむなど

他 動 詞 かける，くっつける，くわえる，
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のせる，つるなど

作用動詞 つく，こむ，いる，つけるのよう

な接尾辞

名詞 具体名詞

くっつきのむすびつきの特徴について奥田は，他動詞の場合では 第二の物

対象がに格の名詞でしめされる としている（奥田 ）。自動詞の

場合では に格の名詞は，動作がその表面に，内部にくいこんでいく物 対象

をしめしている （ ）と述べ，さらに，くっつきのむすびつきは ゆく

さきのむすびつきとはちがって，このむすびつきは空間的なニュアンスがまっ

たくかけている （奥田 ）と述べている。しかし，くっつきのむす

びつきをつくる動詞は，ある動作の変化を表す動詞であることは間違いない。

また，池上の理論からも，動作の変化は必ず初めから終わりまでという過程が

あるということがいえるのである。その初めは起点と呼び，終わりは到達点と

呼ぶことができる。この到達点は日本語で普通 に で表される。したがって，

くっつきのむすびつきも，場所の変化を表すむすびつきの一つだと思われる。

自動詞の場合でいえば，に格の具体名詞は，動作がに格の名詞が表している物

対象に食い込んでいく到達点なのであり，他動詞の場合でいえば，に格の名

詞が表しているものは，あるものが，あるものをその到達点に向けて行かせる

先にある到達点という意味である。この意味でいえば，くっつきのむすびつき

は 空間的なニュアンスがまったくかけている のではなく，空間的な方向性

をもっているとするのが適切であろう。

先に述べたように，池上によると変化や状態の起点，到着点，存在点の三つ

の要素は，対称的なものではなく，また，これらで一番優位なものは到着点と

いえるだろう。この点から考えてみると，奥田が列挙しているに格の名詞と動

詞と組み合わせの中の，一番基本的なむすびつきは，くっつきのむすびつきで

あるといえるかもかもしれない。仮にそうならば，このくっつきのむすびつき

は，他のむすびつきよりも基本的なものであって，他のむすびつきを派生する

能力を持っているむすびつきであるということになるだろう。

くっつきのむすびつきについて鈴木重幸は，くっつきのむすびつきが文法機

能として重要であると述べている。くっつくところは に格の名詞からなる対

象語の基本的なもので，主語や対象語であらわされるものがくっつく対象であ

る。（自動詞の場合は主語，他動詞の場合は対象語であらわされるものがくっ

つく。）…この種の対象語はテキスト（ にっぽんご の上 ）で状況語のあ

りか，ゆくさきとしてあつかったに格の用法とちかい関係にある。これらの名
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詞のに格の用法として，つながっているのである （鈴木重幸・ ）。

ところが，存在のむすびつき，くっつきのむすびつき，そしてゆくさきのむ

すびつきの相互関係をゆくさきのむすびつきの（ ），くっつきのむすびつき

の（ ）を例にあげて，意味的な面からさらに考察してみると，

（ ） 太郎は 駅に 行った。

（ ） 壁に 絵を 貼った。

において，（ ）は太郎がもともといた場所から駅に行くという，場所の変化と

いう事柄を表す文であり，この事柄は，太郎が 行く という動作を終えると，

駅にいるという状態になることでもある。ここで得られる状態は場所の存在で

あると思われる。この過程は 移動 場所の存在 である。（ ）の場合でも，

絵がくっつくという動作のはたらきかけを受けて，この動作が終わると 壁

という新しい場所にくっついているという状態になる。この過程も 移動 場

所の存在 である。

つまり，ゆくさきとかくっつきとかは，存在という状態の中の一時的な過程

であるといえる。ゆくさきにもくっつきにも存在という事柄が含まれている。

そういう広い意味で考えると，ゆくさきのむすびつきも，くっつきのむすびつ

きも存在のむすびつきから派生してきたものなのである。つまり，これら三つ

のむすびつきの中で，存在のむすびつきを一番基本的なむすびつきだとするこ

とができるのである。存在のむすびつきは，他のむすびつきを派生する能力が

一番強く，したがって，存在の結びつきを教育内容の中心に据えられることに

なるだろう。

ここまで考察してきた，存在，ゆくさき，くっつきの 種類のに格の名詞と

動詞との組み合わせに共通することは，場所，あるいは空間的な方向性という

特徴を有しているということであった。これら三つのむすびつきの名詞は主に

具体的な場所名詞で表わされる。さらに，名詞や動詞の意味の抽象化によって，

これらのむすびつきから，様々なむすびつきを派生することができるのである。

奥田自身，ゆずり相手のむすびつき，はなし相手のむすびつき，かかわりのむ

すびつき，はたらきかけのむすびつき，道具のむすびつきなどは，主にゆくさ

きのむすびつきやくっつきのむすびつきから派生してきたものであると述べて

いる。奥田自身は派生の理由として， ずれ 抽象 という言葉を使っている

が，何によって ずれ 抽象化 したのかまでは明確には言及していない。し

かし，各むすびつき間に見られる派生という関係を認めていることは事実であ

り，教育内容を構成する際には，奥田の派生関係も考慮することが必要となる。
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章であげた奥田の規定的なむすびつきや状況的なむすびつきも，検討する

必要がある。

例えば，規定的なむすびつきに属する結果規定のむすびつきでは，以下のよ

うなものがある。

動詞 変化動詞 かわる，なりさがる，おわる，成長する，発達する

など

生産動詞 つくる，こしらえる，そだてるなど

出現動詞 する，なる，うむ，うまれるなど

奥田は規定的なむすびつきについて 名詞で示される状態あるいは現象は，

動作そのものの成立に直接に関係せず，動作のもっているなんらかの側面を規

定してかかる （奥田 ）と述べているが，これについて例えば，

そのぼくが急に強盗にかわって…

ぼく，おおきくなったら，魚の研究家になりたい。

（奥田 ）

という文が示しているものは，場所の変化を表すゆくさきのむすびつきから派

生した，状態の変化をあらわすむすびつきであると思われる。

奥田がいうように この種のむすびつきが，ゆくさきのむすびつきのずれ

抽象化の結果うまれてきたことはうたがいない （奥田 ）だろう。

同じ規定的なむすびつきに属する目的のむすびつきも，ゆくさきのむすびつき

から派生してきたものである。例えば，

橋のたもとに，河原へ洗濯におりるもののかよう道がある。

（奥田 ）

などがそうである。

教育内容の順序構造

これらの考察から，以下のような順序構成で，に格の名詞と動詞とを組み合

わせて，指導することを提案する。
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このように，に格の名詞と動詞との組み合わせについて，まずは基本的な用

法を指導し，それを基礎として，派生的な用法や派生関係にない例外的な用法

を教えていくべきであると考える。それにより，に格の多義性による難しさが

解消され，学習者はに格の多義性の煩雑さを克服することができるのではない

かと考える。

今後の課題

私の今後の課題は，教育の実践的な視点から，に格の組み合わせについて，

具体的な教育プランを作成することである。それについての研究を今後とも興

味深く進めて行きたいと思う。

楊 志剛 日本語の動詞による名詞の格支配の指導
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苫小牧駒澤大学紀要第 号（ 年 月 日発行）

日本事情 科目の可能性
（ ）

野 田 孝 子

キーワード 日本事情，留学生，異文化適応，カルチャーショック，

日本語教師

要旨

日本事情 科目では，バラエティーに富んだ教育内容を活かし，専門教育の基礎知

識の習得と共に，留学生の日本での適応を促す授業展開が，同時に行えることが可能で

あることを明らかにする。

この目的の為に，問 ． 日本事情 の学習目的とは何か，問 ．教授法やその内容

は何か，そして，問 ．授業を通し異文化適応は促進されるか，の つの問いかけを通

し考察していく。
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第 章 はじめに

日本語を学ぶ学生が，日本語のみならず日本に関する様々な事柄にカル

チャーショックを受けたり，否定的な感情を抱くと，日本語学習の妨げになる

ことを実感する。例えば， 先生どうして日本は…？ というイライラしたよ

うな嫌悪を含んだ質問を受けることがある。このような感情は，定義によりカ

ルチャーショックに当ると思われるが， 日本事情 という授業科目の中でよ

くみられるケースである。（注 ）学生は教師やクラスメートの手助けがあった

としても，カルチャーショックのブラックホールに落ちてしまった場合，抜け

出すことは容易ではない。これは，中国の大学で日本語教師をしている時も同

様であった。中国の場合，ホスト国にいるわけではないので，ステレオタイプ

化された古い情報で，日本に対しての評価を加えているケースもあり、日本に

ついての説明に四苦八苦することもある。

日本語教師が 日本事情 科目の担当者になる場合があるが（注 ），それは 日

本語 という言語と，その言語の背景にある日本文化が切り離せない関係にあ

ることが影響しているからと思われる。

シューマン（ ）は第二言語習得研究において，言語は文化の一部であり，

学習者の属する言語コミュニティーと第二言語のコミュニティーの関係や，学

習者の第二言語文化への適応度が第二言語の習得に影響を及ぼすと提唱し，言

語と文化は切り離せない関係にあるとしている。

つまり， 日本事情 科目と 日本語 との関係を考えると， 日本語 科

目では十分に行えない言語運用能力の向上を， 日本事情 のクラスで目指し

たり， 日本語 という言語以外の知識を 日本事情 としてとらえ授業に役

立てる場合がある。従って， 日本語 のための 日本事情 ，または逆に 日

本事情 を知るための 日本語 という関係が見られる。

そして，シューマンのみならず，小川（ ）も言語が文化の一部であると

し， 日本事情 は 日本語 の基底部であると捉えている。

長谷川（ ）は，各大学における 日本事情 科目の位置付けを，日本語

教育の観点から捉える立場と，留学生教育の立場から捉える立場に大別してい

る。私はこの二つの立場から， 日本事情 科目を考察していきたい。

大学入学直後の留学生の日本語能力は日本語能力検定試験 級程度であ

り この語学力では大学の専門教育を受ける能力に達しているとはいえない。（注 ）

年より 日本留学試験 が開始され，海外での受験も可能であり，その

獲得した点数を申告して日本の大学の入学許可が得られるようになった。

年 月中曽根康弘首相（当時）の指示に基づいて推進された，留学生 万人計

苫小牧駒澤大学紀要 第 号 年 月



（ ）

画も達成され，それに伴う受け入れ制度も整ってきている。それと共に，彼ら

の留学生活に対するモチベーション維持というソフトの面も考慮する必要があ

るが，現実的にそこまでは至っていないと考える。実際のところ，在日中国人

学生においては，留学することにより留学前に持っていた対日本イメージが下

がる傾向がみられる。（注 ）これにより，当然のこととして，学習意欲は低下

する。

要（ ）は，来日直後の留学生の支援には，言語以外の要素を含んだ生活

知識を与えることが有用であるとの調査をまとめた。 日本事情 科目は，留

学生が抱いている問題解決へのきっかけや，回避，解決方法の一端を担える内

容と考える。この科目を通して，学生の為に何ができるかを以下の つの問い

かけを中心に検討していきたい。

問 ． 日本事情 の学習目的とは何か。

問 ． 日本事情 の教授法やその内容は何か。

問 ． 日本事情 で異文化適応は促進されるか。

問 は， 日本事情 のねらいとは何か，役割とは何かを探っていく。

次に，問 で，実際に行われている 日本事情 の教授法やその内容を検証し，

その教授法や内容の長所・問題点を抽出して，よりよい 日本事情 に向けて

の足がかりを探っていく。

最後の問いは，学生のモチベーションを高めるための手段として， 日本事

情 が利用できることを検討するためのものである。

第 章 学習の目的は何か

日本事情 科目の指導要領的なガイドラインは， 年の文部省令 号の

外国人留学生の一般教育等履修の特例について ．特例による科目開設

にあたっての留意事項 にある。従って，その内容を一部紹介することにする。

（ ）日本語科目および日本事情に関する科目（以下日本語科目等という）

を置き，これを開設する場合，いくつかの授業科目に分けて実施するこ

とができるものとする。たとえば，日本事情に関する科目としては，一

般日本事情，日本の歴史および文化，日本の政治，経済，日本の自然，

日本の科学技術といったものが考えられる。

（ ）日本語科目等として開設する授業科目は，大学教育の水準に応じた内

容を有することを要し，初歩的内容のものは従来どおり基準外の扱いと

する。

野田孝子 日本事情 科目の可能性
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また，各授業科目の内容については，日本人学生に対する一般教育科

目の趣旨と同様の教育的意図を実現できるように留意するとともに，学

生が在学または進学する学部の専攻分野に応じた基礎知識をもあわせて

学習できるよう配慮することが望ましい。

（ ），（ ）省略

（ ）保健体育科目の講義 単位を日本語科目等によって代替する場合は，

日本事情に関する科目中に，保健体育科目の趣旨を加味し，保健衛生等

の内容をもりこむ等について配慮されたい。

以上の 日本事情 科目のガイドラインの要点を以下に纏めてみた。

教育内容は， 一般日本事情， 日本の歴史， 日本の文化， 日本の政治，

日本の経済， 日本の自然， 日本の科学技術， 保健体育， 学部の基礎

知識が挙げられる。

この教育内容 つのうち， 一般日本事情， 日本の文化に関して，詳細の

見当がつきにくいので， 日本事情ハンドブック （ ）（注 ）を参考に纏

めてみた。それによると， の一般日本事情は，日本社会，会社，教育，ジェ

ンダー等，他の 項目に該当しない日本に関するあらゆること。また， の日

本の文化は，コミュニケーション（身振り，しぐさ，表情，言語），生活，習

慣，伝統文化，芸術，思想が挙げられる。

教育水準は，初歩的内容のものを基準外とした，大学教育の水準となる。

そして，学校教育法や大学設置基準の一部を改正する省令の施行（平成 年

文高第 号）に準拠すると，そのねらいは， 専門教育の基礎知識習得の場，

幅広い教養や総合的な判断力を養う場，そして， 外国人留学生の履修の負

担軽減の場， 日本語教育等の充実を見込むものとなる。

ガイドラインの考察より，教育内容は抽象的で各大学の采配に頼るところが

大きい。そしてバラエティーに富む分，学習単元の枠の確定が困難である。（注 ）

細川（ ）は 日本事情の教育内容の確定はことごとく失敗した

と評し，佐々木（ ）は 日本事情の領域の危うさは否めない と指

摘した通りである。しかし，このバラエティーに富んだ領域を最大限に利用す

ると，学生の異文化適応に効果のある授業を提供できると考える。その具体例

は第 章で考察する。
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． 日本事情 科目の教授法やその内容は何か

留学生は，講義内容や専門書の理解といった受容能力，ディスカッションや

試験，レポートといった表出能力のレベルアップを図る不断の努力をしていか

なければならない。また，それだけではなく日本の生活に適応していかなけれ

ばならないという課題も抱えている。

では， 年に長谷川らが行った調査（以下，「日事調査」という）（注 ）を

横軸，また， 日本事情 に関する研究（細川 ）を縦軸として具体的にど

のような授業が行われているのか，長所や短所を抽出しながら探ってみる。

「日事調査」について

実際の 日本事情 科目の教育水準については，現実には高いレベルを望ん

でいるわけではなく， 日本語が十分でなく…なかなか目的を達し得ない と

いう報告もある。

授業方法 は下記の通りで，表 は， 授業方法のタイプ ，図 は， 授

業タイプの割合 である。

表 授業方法のタイプ

図 授業タイプの割合

野田孝子 日本事情 科目の可能性

授業方法 授業方法の詳細
教師講義 教師による一方通行の形式
討 議 ゼミ形式や教師と学生間の討論や対話、ディスカッション

学生発表 プロジェクトワークや個人・ペア・グループ発表
また、日本人学生との合同発表も含む

読解教材 読解教材を用いての授業方式
視聴教材 活字以外のメディアを利用した教材（ビデオ、スライド、音声テープ）
そ の 他 体験学習、校外学習等

教師講義
討 議
学生発表
読解教材
視聴教材
そ の 他
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表 ならびに図 より，教師主導型の講義式が一番多く，次に討議式で，学生

発表は，割合が ％と低くあれ，細川らのアプローチが影響し（詳細は後で述

べる），今後増加が見込まれる。

次に，表 で示した各授業方法についての研究を考察し，長所と短所を比較

する。

．講義式

教師による一方通行の形式。大学教育の水準に達した授業内容はできるが，

学生の日本語能力を考慮すると負担が大きい。

例えば，原土（ ）は，授業の最初に使用する専門用語を学習し，空欄を

埋めるプリントを使った上での講義を行っているが，学生の授業理解に役立た

せるため，こう言った工夫が必要と思われる。

．討議式

一方通行型講義より理解し易い。ただし，学習者同士の日本語能力や基礎知

識に差がある場合，グループのバランスに考慮が必要である。利点は，誰もが

気軽に発言することができるということである。教師のリーダーシップ力が鍵

を握る。

．学生発表

実践的な活動で，学習者が自分の力で調査を進めることが前提となるので，

学習レベルの高さが要求される。発表者の努力は勿論，教師の周到な準備と支

援が必要となる。

倉地（ ）は，プロジェクトワーク型 グループ研究プロジェクト を行っ

ているが，研究実施前の準備段階に ヶ月間の時間を費やしている。また，こ

の貢献として，学習者の相互協力，異文化理解，コミュニケーション能力の向

上を挙げている。

細川はプロジェクトワークを原型に，討議式と学生発表を組み合わせた 総

合 という名称での 日本事情 科目を現在開講しているが，詳細については

後に紹介する。

．読解教材

講義式と類似している。単調なクラス活動にならない様に努力していかなけ

ればならない。文語的表現の理解が必要となる。利点は能力別教材があること

だが（注 ），学生の考察能力を高める学習内容にはなっていない。

．視聴教材

教材が変わっただけで， と同様の工夫が必要となる。

例えば，聴解クラスのモチベーションを，報道番組ビデオとラジオニュース

という教材で比較した場合，前者のほうが向上した（市川 ）との事例も
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ある。

．その他，

その他の項目の中には，校外学習やホームステイ，華道などの体験学習が該

当する。溝口（ ）の行った授業では，訪問前と訪問後に学習を行い，学生

個々人の問題に対応できるケアを行っている。学習者全員から 通常の授業よ

り学習意欲を感じ，真剣に取り組んだ。 とのアンケート結果がでている。日

本人や日本文化に親しんだり，異文化適応を課題のねらいとしている。

日本事情 科目の先行研究

細川（ ）は， 日本事情 科目の研究の視点を， 年代は 教育内容 ，

年末頃から 教育方法 ，そして，さらに現在は 異文化適応の訓練過程

とみなした研究が行われていることを指摘している。また，小川（ ）は，

現在の 日本事情 教育を，知識型 日本事情 は否定的に捉えられ，いわゆ

る行動能力育成型へと転換しつつあると論じている。

二人の解釈を纏めてみると，現在 日本事情 という科目を 異文化適応 の

手段 として，授業を行っているものと考える。

この役割については，私自身も 日本事情 科目の学習目標として捉える必

要を感じていたことである。

異文化適応の訓練過程 として踏まえた，細川が行っている 総合 とい

う名称の 日本事情 科目は，学習者が日本の社会・文化を的確に理解し，そ

の上で，この社会に適応し，また， 柔軟な自己アイデンティティーの確立と

して （細川 ）学習者自身が自分の日本を発見することをねらいと

したものである。

この細川の授業は，日本人学生と留学生の異文化コミュニケーション型共同

授業で，学習者各自が，日本の社会や文化についてのテーマを持ち，インタ

ビュー調査を行い，口頭発表や討議を行うというもので，教師はそのサポート

役を勤める。

佐々木（注 ）はアンケート調査による 授業内容の特色 を以下のように纏

めている。

教師の専門領域をもとに，学習者の興味と関心を優先させた内容決定。

学習者の自文化と日本文化との比較対象を中心とする授業。

小さいまとまりの内容を積み重ねたものが多いこと。

これらの特色から，学習者の立場に立った授業が展開されていることが伺わ

れるが，自文化と日本文化との比較対象にする授業の場合，二つの文化間の差

野田孝子 日本事情 科目の可能性
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異が強調される内容になりかねなく，それが，学習者の学習モチベーションを

下げる結果につながる。また，小さいまとまりの内容の場合，知識の習得が断

片的にしかならない。 章では，これらのマイナス要因を引き起こさないよう

な授業内容も含めて， 日本事情 科目の可能性を検証していく。

． 日本事情 で異文化適応は促進されるか

以上，各章をふりかえってみると， 日本事情 をどう教えるか，教育目標

はどこにおくかの定義付けは難しい。とりあえず，文科省のねらいどおり授業

を提供したとしても，教員自身の満足には至らない。また，留学生に日ごろか

ら接触の多い日本語教員は，日本語の上達のみならず日本という国で学習者が

自立した生活を送ることができるように支援していきたいと願う。 日本事情

科目では，学習者に対してそういったサポートの貢献もできると私は考える。

ガイダンスでは，キメ細やかなケアを学生にできるとは言えず，個別カウンセ

リングでは，全ての学生が現状で抱えている問題をカウンセリングするとは考

えがたい（注 ）。

日本留学試験などを課さず，初級終了から初中級レベルの留学生を正規の学

部生として多数受け入れている大学では，講義中にさまざまな学習目的が追求

できることが理想である。しかし，現実の学生の学習能力を考えると困難な部

分も多い。

留学生は否定的な反応を経験すると，不安・過度の緊張，恐怖や苦悩などの

防御的な心情が強化され，結果として，学習への意欲が阻害されるケースがあ

る。日本語を学ぶ学生が，カルチャーショックをできるだけ和らげたり回避で

きたりする手だてを身に付けることができる授業，文化の差異を強調せずに日

本を語る方法を模索したときに， 日本事情 科目に行きついたのである。

ステレオタイプ（注 ）は，強い感情や価値判断の要素を含み，好悪や善悪な

どの判断基準として作用するので，学習へのモチベーションや異文化適応にも

悪影響を及ぼす。最近の 日本事情 研究では，文化に対し 文化は存在しな

い という立場をとる 戦略的日本文化非存在説 （河野 ），また

は， 崩壊する （細川 ）， 剥ぎ取りから始まる （牲川

）と，日本に対して固定的に抱いているステレオタイプを解消する教授

法の必要性を唱えている。

例えば，他人がもっている思い込みや固定化されたステレオタイプで自分が

決めつけられたとき，とても居心地の悪い思いをし，ひいては，互いの人間関

係に悪い影響を及ぼすことがある。このような，ステレオタイプを解消させる
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ための効果的な方法として， 共同学習 がある。この 共同学習 について，

上瀬（ ）は，ブラウン（ ）が説いた特性を四点にわたり紹介している。

その特性の一つは，小集団で共同的に相互依存させることである。相互依存

とは，分業できるように構成された学生同士が，グループとしてうまく達成す

るために各自が他者を必要とすることをいう。二つ目は，生徒間の相互作用を

頻繁にすること。また，三つ目は，地位を対等にし，グループ全体の成功に各

自の貢献が重要だと意識させることである。最後に，学校としての統一された

指導法であることを意識させることである。これらの特性にそった授業方法は，

プロジェクトワークが該当すると考える。

細川の 総合 科目はその成功例であり，理想の 日本事情 科目の提供は

共同学習，プロジェクトワークと言えよう。

共同学習場面では，相手を正確に理解しようとする気持ちが高まり，それに

伴い，相手への信頼度が高まり，相手を否定的に見る傾向も少なくなる。

日本人学生と共同作業を行うクラスでは，そういう，留学生のステレオタイプ

の解消のみならず，日本人学生にとっても有効であると考える。

細川（ ）は， 日本事情 のクラスとは， 異文化適応， 日

本語のための総合的な訓練の場，そして， 社会・文化を客観視する相対比の

作業の場でもあると論じている。学生の支援サポート対策は一つではなく，学

習者や教員の力量や適正，おかれている状況に応じてさまざまな解決策が見出

せるが， 日本事情 科目は，そのような柔軟な授業展開を可能にすると考え

る。

注
．カルチャーショックとは，個人が自身の持っている生活様式・行動・世界観等と異

なる場面に接触したときに生ずる緊張，驚き，戸惑い，イライラ，疲れ，不安，恐怖

や不適応状態のこと。 （ ） ［ ］

（ ） （ ）

．原土（ ）は，日本語教師が 日本事情 を担当するに当たっての長所を 点に

わたって纏めている。一つ目は，限られた日本語の範囲で解説し，理解させ，発表さ

せたり，書せたりする授業ができる。二つ目は，限られた日本語の範囲での適切な教

材を選択することができる。最後に，学習・研究の成果を，日本語で発表されたレポー

ト・論文の類を読み，且つ，外国人留学生自身がレポート・論文の類への書き方能力

へ発達することの手助けをすることができるということである。 日本事情 科目を

日本語教師が担当する意義は大きいと思われる。
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．入学時，外国人留学生の実際の日本語能力は，日本国際教育協会と国際交流基金と

が行っている日本語能力試験の ， 級程度である。なお，日本語能力試験での認定

基準は，次のようになっている。

級 高度の文法・漢字（ 字程度）・語彙（ 語程度）を習得し，社会生

活をする上で必要であるとともに，大学における学習・研究の基礎としても役立つよ

うな総合的な日本語能力。（日本語を 時間程度学習したレベル）

級 やや高度の文法・漢字（ 字程度）・語彙（ 語程度）を習得し，一般

的なことがらについて，会話ができ，読み書きできる能力。（日本語を 時間程度

学習し，中級日本語コースを終了したレベル）

級合格で，大学教育の基礎レベルであり，日本人学生と共に日本人教官による通常

の授業を受けるには不充分な日本語能力であると思われる。

．葛文綺（ ） 留学前後における対ホスト国イメージの変化に関する研究─中国

人留学生と日本人留学生との比較を通して─ 異文化コミュニケーション

異文化コミュニケーション学会の研究論文より引用。

．水谷修他編（ ） 日本事情ハンドブック 大修館書店

．外国人留学生のための日本事情教育のあり方についての基礎的調査・研究─大学・

短大・高専へのアンケート調査とその報告─ （代表者 長谷川恒雄） ・ 年

度科学研究費補助金研究成果報告書（総合研究（ ）課題番号 ）で調査され

た 講座の中に出現するキーワード及びその度数 （ 科目 大学の抽出ではなく，

科目以上 大学もあり，その場合はそれぞれの科目でキーワードを抽出してい

る。）の結果を，注表 講座の中に出現するキーワード度数の分類項目とその割

合 として纏めてみた。

注表 講座の中に出現するキーワード度数の分類項目とその割合
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キーワード度数の分類項目 割合（％）
日 本 の 自 然 等
日 本 の 文 学 等
日本の文化・芸術等
日本の思想・宗教等
日 本 の 社 会 等
日 本 の 経 済 等
国 際 社 会 等
日 本 の 政 治 等
日 本 の 歴 史 等
日 本 の 教 育 等
科学技術、数学等
地 域 的 特 色
日 本 語 習 得 等

合 計
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キーワードとして使用率が高かったものを順に並べてみると， 番目は日本の社会等

（ ％），次に日本の思想・宗教等（ ％）， 番目は日本の自然等（ ％），日本

の経済（同％）となった。

それぞれ分類項目として分けられたキーワードの詳細は以下になっている。日本の

社会等は， 生活，衣食住，家族，結婚，家計，生活様式， 社会，現代社会。日本

の思想・宗教等は， 宗教， 倫理，理念， 年中行事，民俗，風習， 習慣，生活

習慣， 思想，思考様式， 日本人論，日本人・日本社会論，日本・日本人理解，社

会観 行動様式。そして，日本の自然等は， 哲学，倫理学，宗教学等， 社会学，

人類学， 国土。日本の経済は， 経済， 産業，工業となる。キーワードから各項

目に分けた分類は調査報告者が纏めたものであるが，見た限りその分類が妥当である

とは言い難い。この表からも，学習単元の枠が確定できないことが伺われる。

． 日本事情 科目に関する研究調査は 外国人留学生のための日本事情教育のあり

方についての基礎的調査・研究─大学・短大・高専へのアンケート調査とその報告

─ （以下， 日事調査 とする）（代表者 長谷川恒雄） ・ 年度科学研究

費補助金研究成果報告書（総合研究（ ）課題番号 ）報告書内容の詳細と担

当者は以下のと通りとなっている。順番は報告通りである。

日本事情教育の現状とその対応について 細川英雄

日本事情の教材・授業内容・授業方法について 佐々木倫子

日本事情の科目名と内容─担当教員の専門分野との関係─ 長谷川恒雄

日本事情の理念的イメージについて 砂川裕一

．佐々木倫子（ ）が 非母語話者に対する 日本事情・社会文化学習 教材文献一

覧 （ 世紀の 日本事情 第 号 くろしお出版）として，文献を集めた。その

一覧は，日本語の非母語話者のための 日本事情 ，社会文化能力の育成，日本文化

学習などの領域を考え，リソースとなり得る教材を集めているが，その文献も， 一

般日本事情 の参考資料として考えられるであろう。

なお，教材の傾向として佐々木は， 解説中心，簡略，参考文献の表示がない。

学習を深化させる方向の情報に乏しい。 日本文化礼賛・擁護の傾向は否めない。

日米比較に傾く傾向を強い，と分析している。

文献の使用言語を纏めてみると，（（ ）は文献のタイトル数）日本語のみ（ ）

％，日本語・英語（ ） ％，英語（ ） ％，日本語・中国語（ ） ％，英語

カ国語以上（ ） ％となり，英語で書かれているものが全体の 割を占める。平成

年 月 日現在，日本全体で受け入れた留学生の ％がアジアからであることを

考えると， 日本事情 （大学教育以外も含む）教育に対する学習環境が整っている

とは言い難い。

野田孝子 日本事情 科目の可能性



（ ）

．月刊 日本語 （ アルク発行）は 年 月号で編集部が全国の大学・短期大学

校（送付は 校）から回収した 大学の留学生受け入れアンケート の回答結果を

掲載した。

その質問項目の中に 留学生に対するガイダンス，研修などがありますか。 とい

うものがあった。複数回答でであるが，結果は以下のとおりで，ガイダンス 校，個

別カウンセリング 校，研修合宿 校，その他 校になった。ガイダンスさえ行われ

ていない大学・短大が四分の一にもなる。

留学生生活のケアをどこで行っているのかが，疑問である。

．ステレオタイプとは， ．リップマンが提出した概念である。社会，人間，国民性

などについて，こうあるはずだとのイメージの体系であって，それが定着すると，そ

れに見合った事実に注意が集中し，矛盾する事実は無視されたり，歪曲されて認識す

るようになる。一般に好悪とか憎悪の感情的意味を帯びる。竹内郁郎（ ），上瀬

由美子（ ）

参考文献

市川智子（ ） 上級聴解クラスにおけるテレビ報道番組ビデオの利用─米国国務省日

本語研修所の場合─ 日本語教育 号 日本語教育学会

小川小百合（ ） 文化“知識”としての“日本事情”再考 世紀の 日本事情

─日本語教育から文化リテラシーへ─ 第 号 くろしお出版

葛文綺（ ） 留学前後における対ホスト国イメージの変化に関する研究─中国人留

学生と日本人留学生との比較を通して─ 異文化コミュニケーション 異

文化コミュニケーション学会

要弥由美（ ） 外国人留学生の来日直後の生活知識と日本語教育─回想調査の因子分

析による考察と提言─ 世紀の 日本事情 ─日本語教育から文化リテラシーへ

─ 第 号 くろしお出版

倉地暁美（ ） 中級学習者の日本語日本事情教育におけるグループ研究プロジェク

トの試み─異文化間教育心理学の視座から─ 日本語教育 号 日本語教育学会

河野理恵（ ）“戦略”的 日本文化 非存在説─ 日本事情 教育における 文化

のとらえ方をめぐって─ 世紀の 日本事情 ─日本語教育から文化リテラシー

へー 第 号 くろしお出版

上瀬由美子（ ） ステレオタイプの社会心理学 偏見の解消に向けて サイエン

ス社

佐々木倫子（ ） 日本事情 ・社会文化教材文献一覧 世紀の 日本事情 ─
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（ ）

日本語教育から文化リテラシーへー 第 号 くろしお出版

──（ ） 日本事情 の教育方法 世紀の 日本事情 ─日本語教育から文

化リテラシーへー 創刊号 くろしお出版

（ ）

（ ）

牲川波都季（ ） 剥ぎ取りからはじまる 日本事情 世紀の 日本事情 ─

日本語教育から文化リテラシーへ─ 第 号 くろしお出版

竹内郁郎（ ） 心理学の基礎知識 有斐社

細川英雄（ ） 個の文化 再論 日本語教育における言語文化教育の意味と課題

世紀の 日本事情 ─日本語教育から文化リテラシーへ─ 第 号 くろしお

出版

──編（ ） 日本語教育と日本事情─異文化を越えるー 明石書店

── （ ） 文化リテラシー育成としての日本語教師養成 世紀の 日本事情 ─

日本語教育から文化リテラシーへ─ 第 号 くろしお出版

── （ ） 崩壊する 日本事情 ─ことばと文化の統合をめざして─ 世紀

の 日本事情 ─日本語教育から文化リテラシーへ─ 第 号 くろしお出版

── （ ） 日本語教育と国語教育─母語・第 言語の連携と課題─ 日本語教育

号

── （ ） 日本語教師のための 実践 日本事情 入門 大修館書店

原土 洋（ ） 日本事情のとらえ方─東北大学教養部の場合─ 日本語教育

号 日本語教育学会

長谷川恒雄（ ） 外国人留学生のための日本事情教育のあり方についての基礎的調

査・研究─大学・短大・高専へのアンケート調査とその報告─ ・ 年度科

学研究費補助金研究成果報告書（総合研究（ ）課題番号 ）

（ ）

［ ］（ ）

水谷修他編（ ） 日本事情ハンドブック 大修館書店

溝口博幸（ ） インターアクション体験を通した日本語・日本事情教育─ 日本人

家庭訪問 の場合─ 日本語教育 号 日本語教育学会

（のだ・たかこ・本学非常勤講師）
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