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JAP AN REVISITED AFTER 

TWENTY-FIVE YEARS 

-A  PEEK AT  JAPAN THROUGH THE BATHROOM-

Kyotsu Hori 

It may sound strange to talk about a country by first discussing 

the toilet， but 1 cannot help it because it was there that 1 first felt 1 

was really in Japan. 

Returning from the U. S. A.， where 1 had lived for over a quarter 

of a century， 1， together with my family， arrived at Haneda Airport 

in Tokyo early in the morning on a spring day last year. 1 had to 

rush to a toilet before standing in line for custom inspection and was 

caught by complete surprise to see a long queue. 羽Thilewaiting im. 

patiently for my turn in the jampacked r∞m， 1 realized that 1 had 

come to a country which was indeed as crowded as ever. 

Another reason why 1 seem overly concerned with a toilet is that 

my Am巴ricanborn wife and son insisted that they could never stand a 

Japanese type toilet (or a honey bucket) and made me promise to 

search for a house with a flush toilet. This would not have been a 

problem if we had a flexible budget. Wel1， we did not and house. 

hunting became the first hurdl巴 inour life in Tokyo. It was during 

this trying perioc1 of settling down and readusting to a new environ. 

ment that 1 began to find my native country to have remained some. 

what insular in her mentality while she has grown to be an international 

giant economically 

Pursuit of Decency 

One of our friends was kind enough to put us up for about a 

month while we s回 rchedfor a house. Sadly we r回 chedthe conclusion 



that it was simply impossible to rent a decent house with our limited 

budget. According to what 1 had heard in Hawaii， where we had Iived 

for the last ten years， hOllsing cost should not exceed one-fourth of the 

family income， but what 1 fina11y rented was a sma11 two-bedr∞m 

house， which cost me jllst abollt one-half of my monthly salary. A 

two-bedr∞m unit in Tokyo is misleading， moreover， becallse it does 

not have a living r∞m nor a dining r∞m. Our first little hOllse in 

Tokyo did have a kitchen， to be sure， but no range， hot water h回 ter，

oven， refrigerator， and centalized heating system， a11 of which are con-

sidered standard equipment in a rental unit in America 

Living in a so-ca11ed “rabbit hutch，" 1 cannot help reca11ing what 

an American co11ege professor said years ago. He made a remark to 

the effect that“happiness in life is marrying a Japanese girl who c∞ks 

Chinese fαxl and living in an American house." Jt was a joke， 1 am 

sure， as h巴 hada Chinese wife， not a Japanese. Nevertheless， 1 am 

inclin巴dto believe what h巴 suidabout American housing is quite true. 

The standard of decent housing in America seems quite different from 

that of Japan even t吋ay，when the latter is one of the greatcst econo-

mic powers in the world. 

The rapid rise in housing price in recent years is not typical of 

Japan or Tokyo alone. About twelve year<; ago， when 1 was teaching 

in Richmond， Va.， we bought a three-bedrool11 house， which in Japa-

nese real estate term was 3 LDK， 11/2 baths and a large yard both in 

the front and back. lt cost us about $ 20，000， which was about the 

amount T would earn in two years. Our monthly 1110rtgage payment 

was about one-tenth of my monthly salary. Such was the good old 

days， gone forever. When we moved to Hawaii several years later， 

we were astonished to find that a comparable house would cost three 

times as much. Today it would probably cost two times 1110re ($ 

100，000). 50， it is not exc lu ~ i ve ly in ]apan that the cost of housing is 

spiraling upwards. Nevertheless， it is the high cost of land that makes 

things worse in Japan， especially in Tokyo. 
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A three-bedr∞m house with a sizeable yard-Iet us say on a plot 

of 200 m2-would cost $ 200，000 in Honolulu， which is among the most 

expensive cities in th巴U.S.A.，but it would probably ∞st half a 

mil1ion dol1ars in the outskirts of Tokyo. The di任erencestems largely 

from the difference in the land value， as it is said that the total land 

value of Japan equals to that of the U.S.A.， which is 25 times larger 

than Japan in size. As a result more and more people in Japan began 

feeling it was simply impossible to own their dream houses and looked 

enviously at palaces like houses on huge plots. 1 myself feel that some-

thing is fundamental1y wrong with Japanese s∞iety when a col1ege 

teacher has to spend half of his salary for renting a house less than 

50 m2 in size. 

Public Apathy 

lf lancl is scarce and the average person cannot afford to live in 

anything better than a“rabbit hutch，" it is time for their government 

to step in. Both national and I∞al governments in Japan， however， 

do not seem or perhaps are unable to move on beha!f of the averag巴

persol1， leaving housil1g pτices to keep 011 spiraling upward and rampant 

real estate practices uncheckecl. 

Upon rel1ting my house 1 had to pay an amount 巴qualto six 

months rent. It incll1ded guarantee money eql1al to two months rent， 

gratitude money also equal to two months， commission to the real estate 

agent equal to one month rent. 1 vainly protestecl to the agent saying 

that in the U.S.A_ there was 110 sl1ch thing as gratitucle money ancl 

the agel1t col1ects commission froll1 th巴 lancllord， not from the tenal1t， 

and that the gl1arantee money shoulcl be eql1al to one month's rent. 

Meantill1e it becall1e apparent that the 50-回l1eclgratitucle money is a 

widely usecl tax evasion cl巴vice 011 the part of the landlord. In fact 

ll1y landlorcl approachecl me ancl implicitly asked me not to reveal the 

amount to tax officials. 1 rec巴iveclthe feeling that he was reporting 

only half the amOl1nt of gratitucle mOl1ey 
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One r回 sonwhy this kind of outrageous practices are allowed to 

continue is that there apparently are not enough rental units available 

in relation to the number of people living in th巴 Tokyoarea， which in 

turn is due to the high cost of land. Then why does metropolitan 

Tokyo keep on spr回 dinginstead of going upward lik巴 inland hungry 

New York， for instance? 1 talked about this with a contractor friencl， 

who remindecl me of the existence of building codes limiting heights 

of buildings. My wife suggested that the Japanese had a strong at-

tachment to the land. “Look at those high fences arouncl so many 

houses，" she askecl，“don't they prohibit people even to look at their 

beautiful gardens inside? Americans， who are slIpposed to be very 

individllalistic， are proud to display their gard巴nsto people， aren't 

they?" 

In clesperation 1 suggested that what we n巴edeclwas a second land 

reform. Aren't thos巴 prop巴rtyowners， who gain from the soaring land 

prices ancl live like a king， gained their lancl because they wer巴

farmers to prodllce foocl at the time of the first lancl reform? 1f they 

have stoppecl being farmers， isn't it logical for them to sllrrencler their 

land， which hacl been taken away [rom non-farming landlords and given 

to them almost free of charge?" My wife said，“It would be possible 

only with a revollltion". Perhaps， bllt that is what Japan neecls 

Twic巴 inthe past Tokyo had a seemingly gαxl chance of rebllilding 

itself along the patterns of modern cities-in 1923 ancl 1945， upon its 

destruction by the Great Earthqllake ancl American air raicls. It was 

not rebuilt then because of either official indifference or inclividllal 

resistance or both. It woulcl only be accomplishecl with r巴vollltionary

forces. 

Anti-foreignism 

Our little house in Tokyo hacl only three to accomodate， but our 

neighbor across the alley had four children in the house identical to 

ollrs. We simply could not understancl how as many as six perωns 
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were able to live in it. We always thought of thel11 whenever we felt 

t∞crowclecl. It helpecl a little but not qllite. 50 we finally c1eciclecl 

to purchase a house on loan from a bank. iiVhile strllggling to take 

Ollt a I回 11，1 learnecl abollt a government hOllsing loan with a very low 

interest rate. Unfortunately， however， it was not available to us be-

伺 useof ollr alien status. Requirements for th巴 loanstiplllate， among 

others， that applicants must be Japan巴seor permanent r巴siclentsof 

Japan. “How coulcl it be?" 1 protestecl to the loan officer，“1 am a 

resiclent of Japan， ancl 1 obey Japanese laws ancl pay all the taxes that 

Japanese citizens pay". My argument c1icl 110t seem to impress him 

much， [or h巴 saiclthat he c1icl 110t make the law 

1 gave lIP trying to get the low-interest government loan， but with 

the [巴巴lingthat the Japanes巴， or at least those who macle such a c1is-

criminatory law， are anti-foreign chauvinists， may be col11parable to 

KKK. It was just about then that on a T.V. news a Korean resiclent 

in Japan won a cOllrt battle to gain her right to public housing. It 

confirmecl my feeling that the Japanese areωm臥 .vhatanti-foreignists. 

Despite being g∞CI news for foreign r巴siclentsin Japan， it clearly re-

vealecl a民aron Japanese 託児iety. The racial problem is a serious 

social problem in the U.S.A.， but such outright c1iscril11ination against 

a minority group as CI巴privingthe right to public housing is long gone. 

1n Japan， it seems， they c1on't talk about， but just practice racial c1is-

cnmlI1atlon. 

Japanese lngenuity 

It was also in a toilet that 1 felt that 1 founcl th巴 S巴cretof Japan's 

remarkable success in recovering from th巴 ruinsof the Worlcl War II 

air raicls to becom巴 aleacling economic power of the worlcl. S∞n after 

arriving at Tokyo， 1 noticecl a water saving c1evice in ωme flush toilets 

in Japan. The flushing works two ways， one for releasing a small 

amount of wat巴rancl the other for a larger amount. Moreover， th巴

user四 nrinse his hancls with the water that refills the tank through a 
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small drain on top of the lid which serves as a small basin. Since the 

water， coming out o[ a faucet which is a few inches above the lid， 

drops into the lid仙 aped basin bofore going into the tank through 

a hole at the bottom， one can make use of the [alling water [or rins-

ll1g. 

1 did not know whether these devices were used in other countries 

or not， but 1 felt that they mllst have been d巴signed by economy-

minded Japan巴se. Certainly 1 never encollntered them in Ameri回. 1 

remember that dllring the last s巴veralyears when we lived in Honollllu 

the city had a water shortag巴 almostevery sllmm巴r. ln on巴 ofthe 

water saving meaSllres， th巴 mayor'soffice appealed to citizens to place 

a brick in the toilet tank， thlls r巳dllcingth巴 amollntof water [or flush-

ing. Placing a brick in th巴 日lIshtoilet tank is an awkward way o[ 

water saving， whichωn be a∞omplished bealltiflllly by th巴 two-way

Aush system. 

lt is believed that Americans are natural-born mechanics and very 

ingenious， but when it comes to the matter of saving natural resources 

Yankee ingenuity seems to stop fllllctioning. Over the years， Ameri-

cans wer巴 accllstomed to deal with abundant natllral resollrces and 

dev巴lopeda habit of wasting them. lnstead of fertilizing and reusing 

the coastal lands for agricultllre， they abandoned them and move west-

ward. Th巴ystrip mined and left th巴 area bare to be eroded by rain 

and wind. They denllded mOllntains and did not 凶ther reforesting. 

They used machines to lItilize their vast qllantity of natllral resollrces 

and did not have to think of not wastir】gthem until recent years when 

they began to see that natllral resollrces were not limitless. As a reslllt， 

lt s巴ems，American ingenllity is g巴aredto labor saving， not to reωlIrce 

saVll1g 

Contrary to Americans， Japanese have b巴巴n forced to work with 

their small land and scarce reSOllrces， especially oil c1eposit. The Japa-

nese import scrap irons which Americans throw away. In America 

nobody knows what to c10 with olcl newspapers ancl magazines巴xcept
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boy scout or church groups， but in Japan hardly a clay passes without 

hearing the voic巴 ofolcl newspaper collectors who spin arouncl in their 

pickup trucks. 

Ph巴rhapsthe Japan巴seknow-how in resource saving explains why 

Japanese auto makers began catching up with their American counter-

parts just at the time when oil prices began to climlヲ TheAmeri回 n

auto inclllstry seems to blame Japaneseωrs for its misfortllne， but， 1 

think， American peoplc prefer Japaneseωrs because they consume less 

gaωline than Ameri回 n回 rs，let alone better quality. 

While in America 1 dicl patronize American回 rsexcept for half a 

year， wh巴n1 used a VW  beetle. It was cluring th巴 lastfew years that 

the quality ancl the servicing of American cars markeclly cleclinecl. lt 

coincided with the tim巴 wh巴nthe American auto inclustry began losing 

grouncl clue toωaring gasoline prices， ancl Toyota ancl Datsun began 

to gain the upperhand. Is it just a coinciclence? No， 1 clo not think 

so. 1回 nsay that the lack of American ingenuity in the fielcl of re-

source saving pushed the U.S. auto industry into a clownward spiral. 

Old Habit Rcmaias 

Japanese soci巴tywent through clramatic changes， at 1巴astoutwarcl-

ly， cluring this past quarter of a century. What surprisecl m巴 lIpon

my arrival at Honolulll was that almost every house hacl a T. V. antenna 

on the r∞f whereasぉarc巴lyany incliviclual in Tokyo ownecl a tel巴-

vision set. Today Japanese home applicances inclllde everything we 

fincl in American homes， except perhaps they are smaller in size ap-

parently clue to the limited living space. As 1 remember there was 

only one subway line in entire Tokyo in occupiecl Japan; today Tokyo's 

uncl巴rgrow1clis crisscrossecl by the exellent system of subways which run 

exactly on tim巴巴V巴ryfew minutes. Where there was a water reser-

voir in Shinjuku there stancl a number of skyscrapers， forming a sky-

line reminiscent of Manhattan. Where there wer巴 farmsand rice 

padclies there are nothing but houses and buildings. 
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Under such condition one feels almost relieved when he finds 

something which remains llnchangecl. One of those signs of olcl Japan 

is festivals of community shrines. Shinto shrines are no longer state 

organs. Nevertheless， commllnity leaders go arollncl collecting donations 

for the shrine and田 町 YOllt festivals twice a y回 r，田 rryinga portabl巴

shrine throllgh s紅白tswith appropriate ωngs ancl dances ancl merry 

making. While watching sllch a paracle on巴 day1 was shockecl and 

c1ismayecl when 1 saw a young mother strip her small girl ancl let her 

urinate in the street where hunclrecls of people were gathered. 

1 cOllld not believe my eyes， too， when 1 noticed a man urinating 

on the ShOllld巴rof the Third Tokyo.Yokohama Freeway while tens of 

回 rspassecl by. 1 knew that th巴 Japan巴sewere notorious for llrinating 

in the street and hoped that this cllstom had disappearecl c111ring th巴se

years of great changes. Apparently it c1id not disappear. 

While in Hawaii 1 once heard about Japanese tourists urinating on 

the grouncls of the National Cemetary of th巴 Paci白c. It goes like this 

Most Japanese tour groups arrive at Honolulu International Airport in 

the morning and ar巴 takensightseeing by bus b巴forechecking into the 

hotels in the afternoon. By the tim巴 they reach th巴 cemetary they 

begin to feel like rushing to the toilet locatecl behind the Monument 

for the War Dead. Insteacl of waiting in line some of them let it go 

around there against trees or bllshes. Some Ameriωns could not stancl 

this as they felt that the American war deads were being c1esecrated 

by the Japanese. They appealed to the president， and as a result the 

administrator of the cemetary was reprimandecl by his superior in 

Washington， D.C. 

1 do not think that those Japanese who urinated in the parking 

lot of the cemetary intencled to show their c1isrespect toward American 

servicemen who had sacrificed their lives. Nevertheless， it is not a 

nice thing to do， and it could be an explosive international problem 

My wife and 1 have sometimes discuss巴dwhy the Japanese do not 

stop urinating in streets. She suggested that the Japanese do not 
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feel ashamed of exposing their 凶dies in public because they are 

accustomed to bathing in the public baths. 1 thought it was due to 

agrarian tradition of Japanese society where human refuse was used for 

fertilizer until r巴印刷ly. Perhaps a more plausible explanation Iies in 

the nature of traditional Japanese toilets， which are small， smelly， un-

pl四 sant，and hard to use. Even Westernized toilets are small-literally 

no elbow r∞m and sometimes find it cli仔icultto clos巴 thed∞r. This 

is apparently du巴 tolack of living space， but， 1 think， there is more 

to it. Almost all toilets in Japanese houses， even with Western style 

flushing system， are in a small r∞m separated from bathing and wash-

ing areas. The Japanese do not think of putting a toilet and a bath 

and wash basin in the same r，∞m because of their pr巴jucliceagainst 

the toilet. so it is put in a faraway corner. Perhaps it is clue to un-

pleasantness ass∞iated with the toilet that ]apanes巴 peopleavoid using 

it if possible and developed the habit of urinating in the street. 

The Japanese habit of urinating in the street may have had 

reasons， but they ar巴 nolonger valid. Japan is not an agrarian 5∞i巴ty

anymore and most homes today in Japan have private baths and f1ush 

toilets， y巴tthe notorious habit r巴fusesto die. Anti-foreignism in Japan 

also continues to exist without validity. It stemmed from her history-

a long period of seclusion followed by the forced entry of Japan by 

Western powers， and fueled further by a series of conflicts culminating 

with World War II， surrencler， and occupation-but those years are 

long gone. Japan回 nnota任Orclto go back to the ag巴 ofisolation now 

be回 useher land is t∞small to feed her people and t∞p∞r in natural 

reωurces to support her industries. The only way for Japan t∞survive 

in the future seems to be through international tracle ancl economic 

co-existence with other peoples. She just can't afford to be anti-foreign 

and antagonize her trade partners. In this sense， perhaps the best 
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thing for the Japanese government回 ndo today to help promote her 

international friendship is to give fair treatment to foreign residents in 

Japan and a break to its citizens in the form of lower tari任. It will 

surely abate a mounting international ill-feeling against the“economlc 

animal" of the world and her embarrassing trade surplus. 

A resuJting rise in real income of the people， coupled with appro. 

pnat巴 Jandpolicy， will most likely result in better housing becaus巴 it

is what is need巴d the most by th巴 Japanese. More spacious houses 

and more comfortabl巴 toiletswill probably m田 nless urination outside 

and less annoyance to foreign residents. Thus in a way it contribut巴s

to the improvement of Japan's reJationship with peopl巴sof the world， 

which is the basis of economic co.prosperity. 
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外国語教育における抽象表現と視覚教具

田 島富美江

1 はじめに

わが闘の外国語教育:において もっ とも困難な乙との一つに.1111象表現の

;むl床理解の指導があげられる.視聴党教具の発迷とその技法のIi)f究は，目

覚ましいものがあり ，教室でも，それらを利用する乙とによる口E鋭利 業は，

活発に行われているようである. しかし，教授内容に，抽象語，抽象表現

が増加するにしたがって，それらは後退し，授業に日本語使j日の割合が急

速に多くなるのが現実である.目標言語と概念とを直結させることが，外

国語教育の究極の目的であるならば，いかに困難度の高い語や表現をも，

回国語の介入な しにその意味を理解させるように導入するのが教r:mの王量務

であり ，母国語と目棋言語の意味範聞の相異を，感覚により学習させ，必

要な|時には，学習者個人の力で母国語に当てはめるよう指導するこ とが大

切である

本稿は，乙のE虫色!的な状態へ~~かでも後近するための一つの手段として，

拙象表現の意味つ'けに当り ，いかにしたら，視党教具が母国語使用に代る

役割を演ずることができるかを探ろうとしたものである .言語の特質を探

究する 乙とから入り ，意味理解と内的イメ ージの関係なども考慮に入れた

が，問題が余りにも大きいため，具体的な結論に導びくと いう より は， 今

後の研究に対する方向づけの一段階として考察をすすめていきたい.以下，

“視覚教具"とあるのは pictorialaidsをその主たるものとする

2 ことばの抽象性と意味理解

乙とばとは，ある物体，人間や動物の行動，物の性質・状態・過般等々

に対する単なる名前にすぎないものであるから，そのいずれを取り上げて
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も，すべて無形で実体を伴なわない括l象化されたものである.もっ とも身

近かにあり ，具体的な物自体(例えば，りんごとか犬その もの)も，それ

を表わす乙とば(例えば“リンゴ"とか“イヌつになると， それはもは

や具体的な物ではなく ，抽象化された ものである.この種の事柄lζ|刻して

は，乙とば，あるいは，言語教育に闘する多数の毒物lζ詳述されている乙

とであるから，乙乙においては，乙れ以上の言及は不要であろう .

しかいわれわれがコミュニケーションの手段として用いることばは，

上記のような身近かな物や事柄の名前からのみ成立しているものではない.

その乙とばから，即座に意味が理解される抽象度の低いものから，意味到!

鮮が非常に困難なほど抽象化された ものに至るまで広範聞にわたる もので

ある.

乙とばの抽象性を考える時には， S.1.ハヤカワ の理論は理解を容必にし

てくれる.彼は，牝牛“ベッシー"を例として取り上げた“倒象のハシコゃ

において，具体から抽象への階段を一段っーっ登るにしたがって，乙とばの

抽象度が高まっていくと説明するのであるが，乙こにその概略を示してみ

よう

第 8段階富

第 7段階資産

第 6段階 j車場資産

第 5段階家畜

第4段階牝牛

第 3段階ベッ シー

第 2段階 経験の対象である牝牛

第 1段階 もっ とも原子的レベルの牝牛そのもの

すなわち，第 1段階の実物から，抽象J止の低い語の段階を通り，さ らに抽

象度の高い語に至る過程において， 一つの段階から次の段階へと進むに し

たがって，その共通に持つ特性だけが抽象され，それ以外のものはすべて

省略されて次第に高度に抽象化されたこと ばへと発展していく ，という も

のである

われわれは，乙こで第 3段階の“ベッシー"と第 8段階の“富"とい う
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語について考えてみななければならない “ベッシー"という語は，もっ

とも感覚的な経験，すなわち，実物であるベッシーと いう牝牛より高い レ

ベルの抽象であり，実物の多くの特性が省かれた語で‘ある.一方， “富"

は， “ベッシー"からさらに数レベルの抽象を経過し，その都度，実物の

ベッシーの多くの特性が省かれた結果でき上った語である.乙とばが抽象

化される時，その諸特性が省かれるという乙とは，省かれた諸特性がもっ

ていた意味までが省略される(無くなる〉わけではなく，その意味はすべ

てその乙とばに包含されるものであると考えてよいであろう .したがって

“ベッシー"は乙とばであるが，それが省略した特性は比較的少数である

のに対し， “富"が省略した特性は多額多様であり ，それゆえ，乙の諮の

もつ芯昧は極めて多義的である

さて，われわれが日常生活において，程度の差とそあれ，多義的なζ と

ばの意味を適確にとらえつつコミュニケーションが成立していくのは，何

故であろうか.それは，乙の省略された;請特性のなかから，それが使用さ

れている場所や文脈に適した特性だけが選択され，そのことばに補足され

て，可能な限り具体性lζ近づける乙とにより明確に意味を理解する，とい

う過程を無意識のうちにたどっていると考ーえられる.したがってその選択

を誤まると，誤解の原因となり ，コミュニケー ションの不成立という事態

が生ずるのである.すなわち，抽象度の低い ζ とばは，高い乙とばに比較

すると，それだけ感覚的， 具休的経験に近く，また省略されている特性も

それだけ特似を選少ないとい う理由で，その中からその場に適した必要な

特j1Jてを選び出すの も比較的手平易であり ，より適確な意味が即解される.一

方，抽象のレベjレが進むにしたがって，省略された諸特性は次第に多くな

るため，その場而や文脈lζ逃した特性を選び出すのはそれだけ岡封[となり，

jrll象度の低いζ とばとの比較においては，意味理解があいま いになる危険

性は椛かに存在するといえよう

3 抽象表現と意味理解の過程

コミュニケーションの過程においては，話し手が発するととばは，かな

らず意味を伴なうものであり，受け手はその意味を理解した上で(理解が

不可能であればそれなりの前提のもとで)反応がなされていく ものである
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前章において，乙とばの意味理解は，省略された特性からその場面や文脈

に必要な ものを選び出して， その乙とばに補)，tしていく過程をたどる乙と

にある，と述べたが，乙れは非常1ζ簡略化された理論であり不充分である

ため，}JIJの角度からの考察が必要となる.それは意味理解の過程でお乙る

mental activityの面である

乙とばと芯l味理解lζ関して， 1950年頃までは， John B. Watsonなど

部の心理学者の，乙とばと連想lと閲する説を除き，一般的に次のような二

つの反応の型があると考えられていた.

し 現実の事物，あるいは事柄，状況な どに対するのと同様の反応

2. 乙と ばそのものに対する反応

しかし，乙のよ うな説明は，乙とばに対する反応の外側からのm純な観察

であり， mental activity の概念を否定してはいないのであろうが，その

機能に対する砧純的な言及lζ欠けている

乙れに対し，1950年代後半より ，ζ とばの1並行と JI悩の内部の働さについ

ての研究が始められるようになったのであるが，乙乙でいくつかの研究と

その結果を納介する ζ とは意義があると思う

Paivioらは， 乙とばの獲得の際に機能するお|床理解と m巴ntalactivity 

との関係に焦点をあて，一連の実験を行っている.そのうち Beggとと も

に行っ た実験(1969)において彼等は， 文の.f-ll恕iを(1)concrete sentences 

と(2)abstract sentencesとに分け， 乙の両者ーにおける認知と記tiJの方法lζ

は利|迫があるとの仮説をたてた.すなわち，(1)は文の意味が mentalim-

ageとして記伯されるのに反し， (2) は ， より 言・ ~o/-:. 的な形 ( in a more verbal 

form)で記憶されるというものである.この仮説は一応検証され，次のよ

うな解釈を下している.具体文の志l沫理解の際には，それぞれの部分的な

芯l味が統合され， 全休的意味内界が一つの完全なアイディアlζ イメー ジ化

された形で記憶として貯えられるというのである.乙れは，具体文につい

てではあるが，外部から観察不可能なJI尚の内部の仰Jきに気づいた点は，大

いに評価されてよいであろう

次lζ，抽象文の獲得の場合を考 えてみよ う.BransfordとFranksは1971

4三に， concrete ideas 1<::関する獲得記憶について行った実験に続き，ab-

stract ideas Iζ関する実験をも実施した. ζ れは上記の Beggと Paivioの

実験を検証するた めの追試であり，彼等と|司織の仮説 (抽象文は，個々の
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情報文をそのまま記憶ーするのであって，いくつかの文の意味を統合する傾

向は殆どみられない)のもとに行った ものであ るが，その仮説は完全に否

定された.Bransfordらは，結果の考察において “抽象文は具体文と同様，

いくつかの文の意味を統合して，全体的にまとまりのある表示を記憶とし

て貯えると考えるのがもっともよい解釈であろう"と述べ，抽象文の獲得

にも mentalactivityの作用する事実を裏づけている

乙の種の実験には，使用された材料(乙乙では乙とばの種類)により ，

異なる結果が生じる乙 とはしばしばみられる乙 とであるから，乙の実験の

結果により Beggと Paivioの仮説が全而的lζ否定されたと いうわけでは

ない.また意味を理解し貯える方法として mentalactivityの中の mental

imageryは，一つの重要な要因であるが，乙の実験結果のみを取り上げて，

抽象文の意味理解lζ イメージが介入すると結論づけるにはまだ不充分であ

るといえよう .しかし，Johnson， Bransford， Solomonカ三乙のあと行ーった

もう一つの実験によると，抽象文の意味理解に も，かならずJJ首の内部に何

らかの似Jきがお乙り，それが理解を容易にし，より永続的な記憶保持へと

つながることを，かなり椛定的なものにしてくれる. “文章記憶の作業で，

被験者が使用した 'tï';報は ， 数例の関連文の立l沫を ~t.介することから始まり，

その記憶材料となる文lζ直桜表現されていないアイディアをも合めて記憶

す る"というのが彼等の仮説である. そして， 乙乙で使用された実験用

の獲得文は非'，tr~ 1とよく考案されているので，乙乙 lζ納介してみよう 1)

(a)“The river was narrow. A beaver hit the log that a turtle was 

sitting beside and the log flipped over from the shock. The turtle was 

very surprised by the event.'‘ 

(b) “The river was narrow. A beaver hit the log that a turtle was 

sitting on and the log flipped over from the sh∞k. The turtle was 

very su rprised by the even t. " 

まず被験者lζ(a)か (b)か，いづれかの文を党えさせ， 次lζ実験者が読み上

げる形式で認知テストを行った.読み上げられた文は，被験者が読んだも

のと同一であるかどうかを終えさせるものである.認知テストの一例とし

て“A beaver hit the log and knocked the turtle into the water."とし、

う新らしい文を読み上げたと ζ ろ，その文を前iζ読んだように思ったと答

えたのは， (b)クソレープの方に多かっ た乙とが結果として上げられた.

- 15ー



以上の事柄から次のニつの乙とが明らかになった.

1. The turtle was very surprised by the event.の部分のととばが，

そのまま記憶保持されているわけではないこと

2. (b)の Theturtle was very surprised by the event. についての

被験者の反応は，その前の部分の情況模写(具体文)より想起された

mental activity からさらに推論した結果であり ，記憶保持との関係

から判断して，乙乙 lζ イメージ化の段階が存在する乙と

但し，乙の結果は実験上での一つの解答であり，実際lζwassurprisedの

部分は多様な イメージ化が可能である.すなわち，その前の部分は具体文

であるから イメージは描きやすいが，それでも丸太の上の亀の位置や，ビ

ーバーがショックを与えた方向などのイメージの描き方によっては， かな

らずしも川の中lζ跳び乙んだとは限らず，ビーパーより遠くなるように川

岸に逃げたと も考えられ，乙 の部分はさまざまの解釈ができる可能性を含

んでいるのである .乙のように抽象文は一定の意味を持ち得ないため，解

釈の多様性がそのt持徴であり，前後の文脈lとより，また例人の解釈カによ

り多様な イメージが創られる乙とはあり得る乙とである .すなわち， ，:¥"a5 
surpriseclという表現は多くの特性が省かれたものである. ある人はその

表現lζ対し，川に跳び込んだイメージを補うであろ うし， またある人は川

岸へ逃けγこイメージを補うかも知れない.さらに他の人は別の イメ ージを

補うであろ う.要するに，その抽象表現が包含する多くの特性 (こ の場合

は危のさまざまな動き)の中から解釈者自身が独自に選択した解釈をより

具体的なイメージとして記憶に貯えていくと考えてよいであろ う

われわれは抽象表現の理解に際して mentalimageryだけが記憶や学習

を助長すると断定するものではない.乙 とばの学習とイメ ージに関する研

究は， 1960年前後の Paivioらの一連の研究を除き，木料的に実験を伴な

う研究が行われ始めたのは1970年頃からであっ て， まだその歴史は浅く，

発表された数も少なく，研究会I象が具体性に欠けるため， 比較的単純な学

習と記憶を扱ったもの以外に研究の成果は上っていないといってよい. ま

た，抽象的概念構成lζ対し，イメージ有害論 CPylyshyn，1973) が発表さ

れているととは事実であるととからも判断して，乙と ばの意味理解，とく

に抽象表現においても，全面的に mentalimageryを伴なうと解釈するの

は現段階では行きすぎであるが，乙とばの学習を促進する一つの大きな要
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因である乙とは認められてよいと思う.

4 抽象表現とイメージ

乙とばの意味と mentalimageryの関係については前稿わにおいて触れ

であるので併せて参照されたいが，本稿とは視点が異な るので，必要な部

分を補足せねばな らない. きわめて抽象度の高い一部の乙とばは例外とし

て，乙とばの意味が理解される際には，抽象度の高低にかかわらず，脳の

内部lζ何らかのイメージが喚起される ζ とは前稿でも述べた通りであるが，

抽象度の高低により ，イメ ージの種類やその喚起される過程には，明 らか

に相違があると考えられる

一般的に抽象度の低い表現はイメ ージを拙きやすく，抽象度の高いもの

は描きにくいという乙とが定説とされているようである.たしかに前者は

異議なく認められる.例えば noteb∞k，pencil， eraserなどは，似たよ

うな多くの種類は存在するが，具体的な物の名前であるから，語と共にそ

の酒類を代表する物のイメージは容易に描く乙とができる し，抽象度がや

や日くなっ た stationery もそれだけ複雑にはなるが比較的簡単に イメー

ジを怖く乙とができる.また，動作や状態を表わす諮 walk，run， c∞k， 

study など抽象度はそれぞれ異なるが，イメージ喚起に関しては容易な部

類に府するといえる

しかし，後者についてはどう であろうか.抽象度の高い表現は，それに

より一つのイメー ジを描く 乙とは確かに困難ではあるが， “錨きにく い"

という 乙とばは適切でないと思われる. ζ の乙とを明ら かにするために一

つの語柔調査を紹介しよう

言語学習と mentalimageryの関係を研究し，その第一人者として知 ら

れるのは，前述のカナダの心理学者 Paivioで，彼は Yuilleや Madigan

と共に 925語の名詞を imageryと concretenessの観点から分析調査した

(1968). 方法は， seven-point scale によるものであるが， 次のような結

果を導いている

a High concreteness and high imagery Iζ属する名詞

b Low concreteness and high imagery に属する名詞

c High concreteness and low imagery IC属する名詞
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d Low concreteness and low imagery IC属する名詞

すなわち，抽象度の低い語はイメージを創りやすく ，また抽象度の高い語

はイメージを舟IJりにくいという一般的な結果と同時に次の如き分析結果を

も表わしているととは注目に値する.まず，抽象度が高くて も，かならず

しもイメージを創りにくいわけではない乙と.また一方，抽象度は低いが，

イメージを創りにくい諮も存在するという乙とである.前者lζ属する諮lζ

は， FUN， HUMOR， LOVE， CHRISTMAS， V ANITY等，情緒，態度，

架空の characterなどを表わすものがある乙とを指摘し，後者lζ属するも

のとしては ARMADILLO，GADFL Y， WHOLESALERなどがあ って，

乙れらは使用頗度は少ないが，特殊な:意味をもっているからではないかと，

その結果を考察しているのである

しかし，前者は，文法においてはいわゆる抽象名前に分類されている語

が多い乙と，また後者はそのほとんどが汗通名前であるため，被験者が実

験までにその実物または絵や写真ーなどによる視党刺激を終験していれば，

イメー ジ制りは零易になると考えられる.したがって 925~rtの名罰の中で

もかなりの ものがイメ ー ジ化で きると考えられる し ， ζ の調査ぷli3f~は勤示!

や形手卒詞，刑罰のような語，旬，文からなる拘11象表現に まで適用する乙と

は可能であると思われる.

5 抽象表現より想起されるイメージの特徴

以上の乙とをふまえた上で，わが同の外岡務教育をふり返り，視11:教具

が抽象表現の意味指導lと与えるより効率的な利用法lζ焦点を当ててみよう

学調平?の目標が speakingであれ， reading， writingであれ， コミュニ

ケー ションの手段と なり 得る一つの外国語をマスタ ーさせる ために，もっ

とも重要だと思われる乙とは，学習したととばをいつでも使用できる状態

で記憶させることにあるとい ってよいであろう .したがって，外国語教育

において，意味を伴なわぬ ζ とば門休(訊，旬，文など)を，単iζ機械的

に記銘させ，想起させるだけでよしとするのは不充分である.何故な らば，

乙とばは，それが外界 (又は内部)から何らかの刺激を受けた際，母国語

の介入なしに， しかも正確な怠味を伴な って再生，再構成を可能とする よ

うな状態で，記憶痕跡として脳内に貯えられていなければその機能を果す
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乙とは不可能だからである.乙れを実現するためには，学習時lζ，乙とば

の意味的関連を把握しつつ学習させる乙とに重点をおく乙とは必須の条件

といえるであろう

以上考察してきたのは，舟国語に関する実験室的研究ではあったが，い

くつかの調査や実験の結果をもとにしてコミュニケーション時におけると

とばと意味の関連について述べて来た.そしてその際の意味理解と記憶に

伴なう mentalactivityの中でも mentalimageryの抱う役割が大である

とと，また抽象表現においても，具体表現とは異なった種類の イメ ージI喚

起がなされるであろう乙とを指摘した.では，外国語教育において，抽象

表現の意味理解と mentalimageryをどのよ うに関連づけ， mental imagery 

を喚起させるた めの補助教具として，いかなる視覚教具をいかに効率的に

使用するかが次の課題となる

乙乙で:われわれは再び “抽象のハシ ::j''' Iζ戻らねばならない.乙とばと

いうものは，抽象の過程においては具体から，ある いはより 具体の段階か

ら，共通の特性だけが抽象され，その他の多くの特性が省時されていくも

のである.したが って外国語教育において乙とばの意味を理解させ記憶さ

せる際には，それと逆の過程，すなわち，省かれたものを補な う過程を辿

る乙とにより実現する乙とができる ・換言すれば，抽象された結果である

語，句，文に対し，より具体的なものを外部から与えてやれば，それだけ

意味理解が容易になると考えられる .{9IJえば “抽象のハシゴ"の比較的下

位に属する 乙とばには， 実t協q，動作，絵などを補なう乙とにより，イメー

ジ化を森易lとし，また，比較的高度の似置に属するものは，それらの補助

物に加え，抽象度の低い乙とばなどを補なう ζ とに より，意味理解はかな

りたやすくなるであろう.何故ならば， 1111象度の低い乙とばは大休におい

てイメ ージ化が容易だからである

いかなる教授法においてもその究阪の目的とするものは，母国語の介入

なしに乙と ばと概念とを直結する乙とにあるといえる.しかし乙とばの意

味問解を mentalimageryの点から考察すると，以上の如き説明のみでは

解決不可能な部分の存花が明li{fHζなるのである

乙乙で，乙とばと mentalimag巴げ について，もう少 し詳しく観察して

みる と，次の三つに分類する ζ とができる.

1.比較的統ーされた視党的イメージをl喚起するもの
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a. 乙と ばが表わすもの自体，あるいはその種類や状況を代表するも

のの一定の視覚的イメージを喚起する もの例えば OOok，cup， swim 

など

b. 乙とばが表わす もの自体の明確なイメ ージは喚起しないが，その

とと ばを構成するいくつかの側面が視覚的イメ ージ となり ，それら

を操作する ζ とに よりその乙とばのイメージを喚起する もの.例え

ば 自ower，c∞kなど

n.乙とばその ものから一定の イメージをl喚起しないが，その周辺の意

味がイメージとなって浮び，そとから意味理解が可能となるもの.例

えば peace，democracy， happyなど

目. 乙とば自体からも側面からも，まったく一定の視覚的イメージを喚

起しないもの.

lから 111に至るまでには抽象度の増加が容易に観察される.そして 1.b 

は 卜 a.より抽象度は高いが，いずれもいわゆる highconcreteness and 

high imagery に類する乙とばであり ， 指導の際の内的イメージ自IJりを喚

起させる補助的視覚教具としては ， 具体的な実~Jや絵や動作等を俗備する

乙とにより ，その目的を果たす乙とができる(I . b.の場合は，利用のし

かたに高度の技法が必要であるが). したがって |に類する乙とばは具体

表現として本稿からは当而除外し， 11の如く一定のイメージを喚起しない

乙とばを抽象表現としてまとめて考察しなければならない. 11にはいわゆ

る抽象名詞や形容詞 .i7¥IJ詞，それに一部の動澗が入るが，それらの意味を

視覚教具との関連においていかに指導するかは困難な問題である

Palmer (1920)は S巴manticizingの方法として次の 4つをあげているわ

1. By immediate association 

2. By translation 

3. By definition 

4. By context 

乙れは文法訳読式教授法により行われていた当時のわが国の外国語教育界

において，特に1.は，確かに画期的な意見であった.また，乙とばにはど

うしても実物や絵のみでは処理しきれない部分が存在することは前述の通

りであり ，抽象表現の指導に対してほん訳を使用するという考え方もうな

づける.しかも，ほん訳の方が能率的で 1. より直接的な場合もたしかに
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存在する.しかし昨今のように，AV技法の研究が進んだl時代にありなが

ら抽象表現は一定のイメージを結ばないという理由で，直ちにほん訳を使

用するととはどうであろう か. 1つの庭園語lと対して閉じ意味範囲を表わ

す外国語は皆無に等しい乙とを考えれば，可能な11良りほん訳に頼らずに乙

とばの意味を学習させるよう努力する ととが大切な乙とであると思う

抽象表現があら わす ものの意味は一定のイメージを生じないことはすで

に何回 もくり 返し述べてきたのであ るが，乙れまでみてきたように，抽象

表現のすべてがイメ ージと無関係ではないのである. 何故な らば Paivio

らの名詞の調査の中に も，いわゆる lowconcreteness and high imag巴ry

lζ属する語が存在する乙と は証明されてい るか らである .乙れら の語は，

その語の表わすーっの具体的なイメージは結ばないが， その語の表わすい

くつかの具体的側面の イメージは結ぶ乙とが出来るであろう .例えばある

人は griefという 名詞から，自分が悲しい自に会った場面を，またある人

は他人が悲 l漢にくれている様をイメージ IC1ó~i くかも知れない. また ， その

本人の経験や推論の能力などにより ，さまざまな商の イメー ジが生ずる も

のである griefとい うのは，そのような断片的ではあるが，それに類す

るあらゆる イメージが共通に もつ一つの特性だけが抽象されたことばであ

るという ととができる.そして，さきに具体表現と抽象表現とは，イ メー

ジl喚起の過程が異なると述べたのも， まさに乙の点においてである

“教育映画のある製作者がいつか筆者に諮った乙とだが， r働き」に

ついて撮る乙とは不可能で‘あるというのである.ジョーが馬鈴薯を掘

るとか，フラン クが車に沿lをさす， ビノレが納屋lζペンキを塗るのを撮

るととはできるが，ただの「働き」は撮れない. r働き」という のは

一つの速記の語で， 多くの活動が共通に もっている一つの特性を代表

している・皿を洗う乙とから，航海，広告代理業を経営する乙と，国

を治める こと までの川〉

ζ の“「働き」について撮る乙とはできない"という 乙とは「働き」を映

像化する乙とが不可能である乙とを意味するものであり，教育の場lζ置き

換えれば視覚教具で表わすζ とが不可能である乙とを意味する.そして具

体的ないくつかの事柄は映像化は出来るが，それらは「仰Jき」の一面のみ

を表わすものでしかないのである.しかしそれらは働きという語を抽象す

るために省かれた特性であると考えられるから， r働き」の意味を理解さ
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せる場合には，それらの省略された特性の CIJからその場面に関係があり，

規覚化可能なものをできるだけ多く補なうことにより， 目的は迷せられる

と考えてよいであろう

抽象表現と視覚教具の関述は， 1. 2枚の絵や実物などで比較的正確な

意味伝達が可能な具体表現とは梨なり ，非常にむづかしい問題であって，

正確な意味を伝えるための絵の描き方から枚数の決定など，今後解決すべ

き点は山積している.また一歩誤れば意味伝達が不正確，不可能になると

いう 致命的な要因を含むものであるから効果をあげるためには慎重な研究

態度が要求される分野である

6 おわりに

一つの抽象的な表現の意味を指導するのに ， 視覚教 J~~・は役 lζ立ち得るか

どうかを考察してみた.母国語であれば，ある抽象表現に対して乙の種の

イメージが浮ぶであろうという 推測lから，外国語教育においてはその逆の

過程を辿る乙とにより ，母国語の介入なしに抽象表現の意味を指導してい

かれるのではないか，すなわち，い くつかのイメージ化された教只により ，

外側から内的イメージのI喚起を促がしてやれば， 学習者白身のプJで怠l沫が

J)f1解できるものではないかと いう 考えに全った.本論では，乙とは‘の抽象

性について，ハヤカワ の“的象のハシゴ"の]型論を借J-I，Jして説明を試みた.

また，本論ではふれなかったが，視覚教具自体にもIY3らかに抽象性という

特性があることも考慮すると問題はますますむづかしくなっていく.この

テーマに関してはまだ模索の段階であり ，冒頭にものべたように，今後の

研究に対する一つの方向づけが出来た程度であり，抽象表現と視覚教以lζ

関する研究の出発点に立ったというのが現在の気持である

外国語教育の中lζ視聴覚教具を利用することは“trifle"であると評され

たり，また教具自体を “小道具"という表現で片付けられることがしばし

ばある.しかし一つの実物を使用するに当っても， 1枚の絵を画くにも，

それは上記のような表現ではとうてい及ばない程の学問的理論を基礎とす

るものである.“trifle"とか“小道具"としての意識しか持ち得ぬものは，

コメニウスの世界図絵 (1658)に示された外国語教育理論から何らの進歩

もしていないことを自 ら物語っ ているととにな り，今後の外国語教育につ
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いて云々する資格はm~いと言えよう . 視聴党教具は I~f ， 身J互にあるものを

教室に持ち乙んで提示するだけでは不充分であり，その前iζlA論的根拠を

確立し，それに基づく応用が望ましい.そのためにも，具体例を出しなが

ら辺論を固めていくととが今後の課題となろう
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形容詞の配列)1原序

(Preferred Adjective Order) 

清 水純子

COJ序

形容詞の配列順序 lζ 関しては，変形(transformation)の観点から

Vendler， Annearの見解，意味の観点からの Zi任， Martinの論点が議論

の対象となるが，本稿では Martinの説を基本的な前提とし， Vendler， 

Annear， Ziff， Martinも論述していない，形容詞の特質の観点から，形容

調の形容詞としての特質のみならず，名詞的特質 も有する形容詞で， 一般

に名詞的にも使われる頻度が高いと思われる形容詞が，名詞l乙近接して置

かれる傾向があると いうことを， 主に形容詞が二つ以上続いて名詞の前に

起る場合について考察する.

C 1 J諸説

乙乙 では，Vendler， Annear， Ziff， Martinが形容詞の配列)1関序lζ関し

て，どのような考えを持っているかを示すととにする

Vendler (1968)は Alから A9までの変形適用順序を与え，それが配

列順序でもあるとしている.例えば，A1: red， blond， etc. A2: large， 

long， thick， etc. A3: fast， slow， careful， etc. A4: emy problem， good 

soup， comfortable chair， etc. の Al~ん における配列)1国序は，んは Al

~A3 より上位 (higher rank)で， A2 は Alより ， A3は A2 より上位

と考えている 2) しかし何故 A4 が Al~A3 より上位なのか説明がなされ

ていない.

Annear (1964)は配列順序に関して，形容詞を三段階lζ分け， Alを下

位(Iowestrank)とし乙れに属する形容詞として red，blue， yellow， etc. 
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Azの中位 (intermediaterank) Iζ は abundant，cJean， etc.， A3の上位

(highest rank)には beauti[uJ，g∞d， big， etc. をあげているが分類の規

準が明確ではない.

Zi任 (1960)は配列11凶序に閲して二つの形容詞の特性 (properties)とし

て， i限定J(definiteness)と「頻度J(priviJege of ∞currence)を認めて

いる . i限定Jとは，修飾される名詞lζ対する関わり方で，redは修飾す

る名詞の同じ特性を示すが，goodは修飾する名詞の災なった特性を表わ

すので， redは限定j立が尚く goodは|仮定)止が低いとしている . i頻度」

に閲しては，例えば apious young girlとはいうが，*a young pious girl 

とはいわないが， 乙の a pious young girlの語順について， youngは

piousよりはるかに使われるから名詞に隣接しているので， 名詞に近い位

置におかれる形容詞は名詞から速い位躍の形容詞より頻度がÎ'~~ いというの

である.しかしある程度明確な尺度がない|繰り ，多くの形容詞への適用に

問題が残り ，適用範囲が限定されると思われる .Vendler にしろ Annear

にしろ Zi妊にして も配列順序の根本的な原理の採究に欠けていると思わ

れるが，Martinは配列順序の原則を求明していると思う

Martin (1968 pp. 53-54)は“Thefirst hypothesis is that this fact 

may account for the intuition that the adjectives with definite denota-

tion are c10ser to the noun in meaning than the adjectives which are 

indefinite in denotation. The intuition of c10seness in meaning may 

d巴pendon the degree to which a given adjective modifies every aspect 

of the meaning of the noun."というように表示義 (denotation)の限定

(definiteness)が形容詞の配列順序に関係しているとし，a Jarge red chair 

の場合，redが下位 (Jow-ranking)形容詞であり ， largeは上位 (high-

ranking)形容詞であるという . なぜならば redは chairを物理的物 (a

physical object)として，加工品 (anartifact)として，家具として，筒子

として描写しているが， largeは椅子として「大きい」という描写で:しか

ない. 乙のように redは largeより名詞 chairの意味 (meaning)の多

くの相 (aspects)を修飾しているので名詞に隣接するというのである.即

ち Bever(1972)の説明によると ，m巴talicのように本質的 (intrinsic)な

特性が多い形容詞は niceのように本質的特性が少い形容詞より名詞の近

くに配列されるという乙とになる .Martinがいうように，形容詞によっ
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て表わされている特性が本質的・固有で限定的である形容詞ほど名詞lζ近

い位置におかれるという説は理解でき，Martin説を根底に して，本質的・

限定的な特性を有する形容詞が形容詞として統語論的にどのような特質を

示すか，また名前に近抜する形容詞の名詞的特質について，以下検討を試

みる

( 2 J 一般形容詞と特殊形容詞

形容詞の配列刷)約ζ|刻係する形容詞を便宜上二大別すると ， 一般 (+

general)形容詞凶lち A(+g)と特妹 (-gen巴ral)形容詞凶lち A(-g) 1ζ 

分類される.乙乙でいう (+general)とは宏弁他 (1976)の為市且的判断rl(，

( -general)とは安井仙の主観的判断に相当する と一応は考えられる. い

わゆる A(+g) とは形容詞として紅会的，経験的，習慣的に規定されて

いる一般的な概念の形容詞で，A( -g) とは話し手の個人的な好き嫌い，

!lL~惣，思怨等を示す形容詞といえる . しかし とのように言・葉での定義っーけ

はl児雌さを欠くと考え，また同じ限山で一般的なl皮l沫な客観 ・主観とい う

rrJ認の使用はさけ， あえて一般形容詞悶]ち A(+g)， 特殊形容詞問]ち A

( -g)という j日話 ・記号を!日いる.乙の(:tg)の規準は be動詞を用いて

命令J~にできるか， できないかということにあ る . 凶j ち *Be tall. *Don't 

be red.のように命令形をとらない形容詞は A(+g)であり ，Be care[ul 

Don't be noisy.のように命令形をつくりうる形谷詞は A(-g)という乙

とになる.一吉1){yIJ示すると次のようなものがある

A( +g): big， little， round， sqllare， wide， narrow， long， short， fat， 

thin， old， young， green， red， etc 

A( -g): ambitiolls， bashful， crazy， earnest， f∞lish， helpflll， kind， 

patient， smart， wonderful， etc. 

( 3 J 名調化形容調

次の (A)，(B)， (C)の (-very)(-gradable)の特質又は (A)，

(C)ー(-very)(-gradable) の特質を示す形容詞を乙乙では名詞化形容詞

(nominal悶 dadjective)と呼ぶ乙とにする
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まず(A)意味の点から観察する乙とにする .Sweet による “closenessto 

the noun in meaning"を Martin(1969)は “Bythe dimension‘close-

ness to the noun in meaning' is meant the intuition that adjectives 

cliff巴rin the clegree to which they denot巴 propertieswhich are inher巴nt

or essential to the denot巴d object. 1n English， adjectives which ar巴

close to the noun in meaning are typically close to the noun in position." 

といって，名詞によっ てあらわされている対象物に回有で木質的である形

谷詞の特性の度合と解しているが，乙乙では名詞lζ近い位むをとる形容剥

は立l床上その形容詞に対応する名前1(1':::き換えられわ， 訴し下が発話しILH

き手が:E:l解する際iζ， その干!?き換えられる名詞((1)-(5)の下線古|りに

相当する概念が， 主主|沫を理解する上で豆裂な役割を民たしていると考 え

る.

( 1) grammatical mistakes一mistakesof (or concerning) gJ'(/1I1I1Iω' 

(2) an English gentleman=a gentleman of EIlrJlalld 

( 3) ]apanese cars=cars of (or from) Jaρωt 

( 4) a recl dress=a dress (of th巴 color)of red 

( 5) a brick house=a house (made) of brick 

次lζ名前lζ近い位iliをとる形容詞の (B)名詞的特質と (C))修科制的特

質を観終する 乙と にする .]espersen (~ 8. 11)は “Thechief crit巴riaby 

which substantives as such are clistinguishecl from other parts of speech， 

are the formation of the plural by means of the巴ndings，... and the 

formation of a genetive in 's. ... As a third criterion might be men-

tioned the capability of taking an adjunct; especially when a worcl can 

take one of the articles t!te and a before it， we seldom hesitate to 

reckon it among substantives."といっている乙と からも， (B・1)複数形

の語尾 -sをとり うる ， (B・2)属格語尾の 'sをつけ うる ， (B・3)冠調の

the又は αをとりうる，という条件を満たす形容詞は ]espersen(~ 9) が

実詞化形容詞 (substantivizeclacljectivめ とい っているように，完全に名

詞化した形容詞とい う乙とができる.乙乙で「名詞的特質のある」という

乙とは，上記の (B-1)，(B-2)， (B-3)の少 くとも一つの条件を満たす形容

詞の乙とである.更に乙乙 でいう (C)r形容詞的特質 jについては ，very 
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によって修飾される乙とができる (+very)かできない(-very)かとい

う点と， 比較級をとる乙と ができる (十gradable)かとるととができない

( -gradable)かというこ点から検討するが，多くの形容詞lζ見られる 「形

容詞的特質」は(十very)(+gradable)の特質であるので，ととでは(-

very) (-gradable ) の特質にお服する . そ ζ で次の (6) ~ ( 11 ) の詩句の形

容詞を中心に，(B)， (C)の観点より調べる乙と にする.

( 6 ) a musical star 

( 7 ) an American musical star 

( 8 ) a black American musical star 

( 9 ) a11 old black American musical star 

(10) a fat old black American musical star 

(11) a tall fat old black American musical star 

(B) 名前的特質

出所 (origin): 上の (7) ~( 11 ) の American tζ'fu'iするもので あ る.a 

Chinese， a Swiss， th巴 Africans，the Germansのように冠tiiiJをとり ，又

two Gr巴巴ks，two Arabsのように複数形語尾 -sをつけることができる

一方属格tζ|刻しては Jespersen(~ 9. 55)によれば，the French's rightsは

一般的にはさけた方がよく ofを0!っ た方が 望ましいと いっているが，現

代では 4人のアメ リカ人の informantsによれば contextによって，the 

Englishmen's charactersも th巴 charactersof the Englishmen も{史われ

るとの ζ とである.従って (B-1)，(B-2)， (B-3)を満たしている乙の類の

形容詞は名詞的特質を持つという乙とになる

色 (color) ・上の (8) ~ (1l)では black は意味上人極を表わしているが，

乙乙では色の拍ちゅう として分類する.

(12) The red of the foyer and the yellow of his Aat were drawn on 

its black panels. (Bellow) 

(13) The white's (= the white man's) speech was mor巴 signi日cant

than the black's (=the negro's). 

(14) He， preoccupied with the dwindling violets and greys of twi-

light ... (Bellow) 

(15) L∞k at the greens的 (=various types of leaves) in th巴 moun-
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talll. 

(12)では冠詞をとり ，(13)では属格，(14)， (15)では複数形をとっていて，

(B.1)， (B-2)， (B-3)の各々の条件を満たしているので，色の形容詞も名

詞的特質を有するという ことができる

新旧 (age): Curme (58)によれば 1urge old and young.のように

無冠詞の用法が一般的で， 形容詞をともなって theadventurous young 

のように冠詞をとる 乙ともあるという乙とであるが，現代では Leech(465)

による と Thereis often a lack of communication between th巴 young

and the old. と冠詞をとって，young people， old peopleを意味する用法

もあるよう である.乙の場合 (B.3)の条件をかろうじて満たす用法がある

のみである

形 (臼付shap何巴)上:

a triangle."のように使う乙とはあっ てもまれで， 名罰として一般的に使

われる乙 とは少いのではないかと恩われる

大小 (siz巴): Jespersen (~ 9. 77-78)は smalls(kind of trousers)， 

longs and shorts (in m巴tre)を Curme(58)は throughthick and thin (万

難を排して)，the long and the short of it (つまり)， before long (まも

なく〉のような慣用句をあげているが，こ のような特殊な用法以外は，冠

詞も複数形も属格もとる乙とは一般にはないと恩われる

以上 (6) ~ ( 11 ) の例を中心に「名詞的特質」の観点からみてきたが， 名

詞l乙近い位置をとる形容詞ほど「名詞的特質」である (B-1)，(B-2)， (B.3) 

の条件を一つ以上満し，origin， color に属する形容詞などは，一般に名詞

化形容詞 (nominalized adjective)として使われていることが少くないと

いう乙とができる

(C) 形容詞的特質

次lζ veryによっ て修飾される場合，修飾されない場合について観察す

る乙とにする

名詞的形容詞 (nounlikeadjective): musicalの類で Farsi(1968)は

形容詞も意味によって veryによって修飾される場合とさ れない場合があ

る乙とを例示している 5) 一一一Descriptive: very aesthetic calligraphy， a 

very literary locution， very royal magnanimity， very social people， etc 
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Evaluative: *very aesthetic principles *very literaryability， ネveryroyal 

prerogative， *very s∞ial psychology， etc 

(16) *The star is very musical. 

(17) *The star is more musical 

(18) George is a very musical (= fond of mllsic) black boy 

(19) George is more musical than Larry 

こ乙では(16)のように veryと共起しない場合を (-very)，(17)のよ

うに比較級をとらない場合を(-gradable)， (18)のように veryによっ

て修飾される場合は (+very)，(19)のように比較級をとる場合を(+

只radable)とする .(-very) (-gradable)と (+very)(+gradable)の各

々の特質を示す形符詞を次に数例あげる 乙とにする.

(-very) (-gradable) (+very) (+gradable) 

(20) a civil war a very civil policeman 

(21) an economical problem a very economical housewife 

(22) an academic gown a very academic discllssion 

(23) modern poetry a very modern writer 

(24) a professional golfer a very professional pickpocket 

(20)-(24)において， (-very) (-gradable)の特質を有する形容罰の場

合は *Becivil.のように表現できないという点で (+general)Iζ属し，

(+very) (+gradable)の特質を示す形容詞の場合は，Be civil.のように

表現できるという点で(-general)の類になり ，従って語Jlli'iも異なるとと

になる .Farsi (1968)に よ れ ば Descriptiveの場合は， n巴w aesthetic 

principles， new dramatic巴xperiments，new critical回 nonsのような語JI聞

となり ，Evaluativeの場合は aestheticn巴w furniture， dramatic new ex-

periments， critical yOllng peopleのような語順になると いう.(-very) 

( -gradable)と (+very)(+gradable)の各々の特質を持つ形容潤につい

ても，次のように，同じ乙とがいえる

(-very) (-gradable) (+very) (+gradable) 

(25) old philosophical grammer a philosophical old adviser 

(26) a n巴w emotional problem an emotional young d∞tor 
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(27) a new religious war a religious young man 

(28) an old logical point of view a logical young teacher 

(29) new formal dress a formal old gentleman 

(25) ~ (29) の ( -very) (-gradable)の特質を示す形容詞の場合の〔形容

詞(A)+名詞(No)Jの NPは「哲学的文法j，i感情問題j，i宗教戦争j，

「論理学的観点j，i礼装」という概念上一つの名詞 (N)として扱われる ζ

とができる.従って中島 (p.102)が「形容詞が名詞的性格をもっていて，

実は名詞+名詞の複合語にひとしい場合があるJとして乙のよ うな名詞

的形容調を Na(nominal acljective)と表わしているが， 乙乙では名詞的

形容詞を nounlikeadjectiveとして Naを汀lいる.乙 の概念上一つの N

は N→ NaN06) とあらわされる . (25)~(29) の (+very) (+graclable) 

の特質を持つ形容詞の場合の NPの (A+NoJにおいて， (+ general)で

ある形容澗 olcl，youngなどは名詞を制限する制限的 (Iimiting)刑法と考

え，中山(p.100)の形符詞的付加1語 (adjectivalacljunct)としてと乙では

扱い Aaとする . (-very) (-gradable)と (+very)(+graclable)の各

々の特質を示す形符洞の迎いをt¥l形!米I(tree diagram)で(26)を例に図示

すると次のよう にになる

(26) a new emotional problem an emotional young CI∞tor 

n/1¥¥ 
lL〆¥

lll  

/¥ 
1-- /. ./~ 

| dl 

上の図からも明らかなように， (-very) (-graclable)の特質を有する

emotionalは emotionalproblem即ち「感情問題Jという一概念として認

識され，話し手の感情， 'r11車内によっ て使われる乙とが不可能で veryによ

って修飾される ζ とはできない.従って(-very) (-gradable)特質の形
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容詞 Naをともなった (Na+NoJの NPは一概念で一つの名詞 (N)の

ように機能するため，その形容詞は必ず名詞の直前に位置しなければなら

ないと考える

出所 (origin)・(7)-(11)の Americanの類であるが， Americanも

「アメリカ国籍のある」という意味と「アメリカ的J，rアメリカ人らしいJ

のように使われる乙ともある.前者の「・・・・の国籍を持つ」という意味の

場合は (34)-(37)に示すように (-very)(-gradable)で， 後者は (30)

-(33)に例示されてあるように (+v巴ry)でかつ(十gradable) といえる

(30) Ann is very American. (= Ann is typically American) 

(31) Ann is more American than Karen. 

(32) John is more African than George. 

(33) Those sculptures are more African than European ones 

(34) *a very American7l passport 

(35) *very English literature 

(36) *more Japanese cameras 

(37) *more Chinese history 

(38) a young American man 

(39) an (very) American young man 

(38)の American manは「アメリカ人」という一概念の名詞即ち N と

考えられ， その N は N→ NaNoのよう な構造を持つという乙と がで

きる .(39)では youngmanが「青年」という一つの名詞としての N と

解され，その N の構造は N→ AaNoとな り，Americanは純然たる形

容詞 (A)である そ乙で (38)，(39)を関示すると次のようになる

(38) 

//}ト¥

I I /~ 
I 

(39) 

D6/l¥¥ 
I . 1. ./'¥ 

1 1 
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(-very) (-gradable) (+very) (+gradable) 

(40) an old English gentleman a very English old gentleman 

(41) old French fashion the very French old virtu巴

名詞的形容詞の場合問機， (+general)の形容詞をともなった場合の語}I国

は，(38)， (39)， (40)， (41)に例示されたようになる

色 (color): (42) ~ (4めから 明 らかなように ， very によ って修飾され

ることはできないようであるが completelyによる修飾は可能であり ， 状

況 (situation)によっては比較級もとりうるので，色の形容詞は(-very) 

( +gradable)といえる

(*very red 
(42) This apple is ~ 

lcompletely red. 

(43) The evening sky is redder than yesterday's. 

(44) The grass was light green but it is greener and will be 

(verygreen 

completely green. 

*thoroughly gre巴n8) 

(45) This yolk is yellower than that one 

Situation: That one is orange or pale. 

(116) This curtain is white bllt that one is whiter 

Situation: That curtain is bleached but this one is not. 

新旧 (age)，大小 (size):乙 れら に関しては周知の如くで言述の必要は

ないと思う

以上の検討で (6) ~ ( 1l)の語順， 即ち大小 (size)<新旧 (age)<色

(color) <出所 (origin)<名詞的 形 容 詞 (nounlikeadjective) <名詞

(nolln)の語}I協は確認され(I J表として下のように明記される

( I J 

age color ortgm 山:I adjective I noun 

a tall fat old black American musical 蜘 r
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形 (shape): 

(47) The apple is very round. 

(48) The r∞m is very珂uare

(49) John has rounder (or squarer) shoulder than Dick. 

(50) Nancy's face is very oval. Her face is more oval than Betty's. 

(*very almond-eyed. 
(51) Ichiro is ~ 

ドcompl巴telyalmond.eyed 

(52) *Hanal王ois more almond-巴yedthan Machiko. 

(47)， (48)， (50)のよ うに veryで修飾する乙と もでき， (49)， (50)の

ように比較級にもする乙とができるものもあれば，(51)， (52)のように

very leも completelyによっても修飾できず，比較級もとる乙とができな

いものもある.従っ て乙の形を表す形容詞は(土very)(土gradable)とい

う乙とができる.次lζasquare Japanese desk， a round white c1esk， a 

rouncl olcl c1esk， sma]] rouncl eyesのようにいう乙とができる乙とと，

( I J表より，大小 (size)<形 (shape)<新旧 (age)<色 (color)<出

所 (origin)<名詞 (noun)の順序であらわれるといえ，[11 J表を得る

〔日〕

|ム I shape I age I color origin ~d~~正I-nou~

aI big I…I old I black I J… I ta凶

以上，名詞lζ近い位置におかれる形容詞ほど，名詞として使われる頻度

も高 く，形容詞として名罰的である といえ，また形容詞と して veryで修

飾されたり ，比較級で用いられる乙とは皆無か，very.比較級と共起する

形容詞lζ比べ， very'比較級と共起しての使用頻度が少いというととがで

き，乙のよう な特色のある形容詞を総称して名詞化形容詞 (nominalized

adjective)として扱ってきたが，形容詞と一般に呼ばれている形容詞的で

あり名詞的である形容詞に対して，名詞化形容詞という名称を与える乙と

も不可能ではないといえる
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[4J 形容調的名調

〔名詞 (Nj)+名詞 (No)Jの複合名詞と なっている場合の Nj 即ち (52)

の musicIζ類する名詞を形森詞的名詞 (adjectivizednoun)と呼ぶ乙とに

する

(52) a Swiss music box 

(53) a Japanese fire engine 

(54) American cashew nuts 

(52) ~ (54) の ような [N1 十 NoJ の場合の N1 Iζ関して Curme(68)は

“Adjectives are often formed from the plural of nouns." とし、 っている

ように “expenditurescommittee"や “harborslegistlation"のような N1

の複数さ えも形答詞として扱っている .一方 .Tespersen (~ 13. 83)は “In

sfo7lc wall we hav巴 agroup of two worcls (t¥¥10 substantives)， of which 

stonc is the acljunct and woll the principal， ... And the clevelopment 

ancl fr巴ellse of such subslw山αIIadjlυIcls ..."と Nj の stoneを実詞

付加l~再 (Sllbstantival adjllnct)と呼んでいる.また Sweet(~ 173)は“But

as the most markecl formal characteristic of adjectives is comparison， 

ancl as comparison of slolle in stone wall is impossible， '" we must 

refuse to aclmit that assllmptive nOllns have any of the really clistinctive 

featllres of acljectives."というstoneは比較変化を持たないとい う形式的見

地より形容詞とみなしていない.乙の Sweetの説に対し Jespersen(s 13. 

13)は “Histest is not infallible"といい Jespersenは stonewallの

ston巴は，形容詞は adjllnctsの代表例であるが，その acljllncts!C類する

ものとして実詞付加語として扱っている . ζ 乙で も Jespersenが実詞付加l

語としている名詞の意味上の形符詞的機能を市:視し，形平等詞的名詞 (acl-

jectivizecl noun)と呼ぶζ とにする

英語では analarm cl∞k， a hen horse， pine neecllesのように，二認

であっ ても形容詞的名詞が一つのものである名詞の属性をあらわしており ，

独語では英語で二需の strawhatも Strohhutと一語となり一つのものの

一概念をあらわす単語は殆んどー認で表現するようで，二訴で表現される
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英語の場合も形容詞的名詞と名詞との関係は一概念を表すという密接な も

のであり ，また先に 「名詞的な特質のある形容詞ほど名詞lζ隣接するJと

述べたが，乙の形容詞的名詞の場合の形容詞的名詞は本来名詞であり，意

味上形容詞として働いているのであるから，最も名詞に接近しておかれる

と考える 乙と ができる.従って配列順序表の (UJは次のよ うに一項目付

加されて〔 目〕となる

〔目〕

トイshapeI判c山 |ωlmli:ladjqz?とど:_I 

aI big i I old I州 teI G…I I musicbOX
9l I 

(52) ~ (54) にあるような復合名罰の「形容罰的名詞 (An)+名詞 (No)J

は前述したように一概念をあらわしているので， 一概念をあらわすーっの

名詞 (N)と考えられ， N と解釈される乙とができ，その Nの構造は N

→ An NOIOlという乙とができる .そ乙で (52)は次のよう に図示される

_//仁¥
lj A/¥l 

? | bi 

(5J分詞

( i) (A(:i:g)+PP+NoJ"l 

(ii) (PP+A(土g)十NoJ

(i-a) (A( +g)+PP+NoJ 

(55) his red hanging underlip (BelJow) 
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(55) a thin determined face ( Ib.) 

(ii-a) [PP+A( +g)+NoJ 

(57) a wonderful.l∞king old man ( Ib. ) 

(58) the sculptured white bocIy (Seidensticker) 

14.4 

(i-b) [A(-g)+PP+NoJ 

(59) a sweet m∞king mouth (Barrie) 

(60) her familiar unbending face (Bellow) 

5.2 

(ii-b) [PP+A(-g)+NoJ 3.5 

(61) his strained， earnest eyes (Ib.) 

(62) a grayheaded， seecly visitor (Reader's Digest 1 '81) 

(5::>) (57) 

、

F
b

p
ト
¥A
l
w

r
l
M
 

も/「¥
!しwonde

OJld mln 
looking 

(55)， (57)は上に図示したような構造をもち，乙 の語順は リズム lζ関係

すると乙ろもある と考えられる .収集句の中でも (i-a)の [A(+g)+

PP+NoJが 17.8で (i-b)の [A(-g)+PP+NoJが 5.2である 乙とから

も [A(+g)+PP+NoJとあらわされる ζ とが多いと考えられる. A( +g) 

の場合の形容詞はー音節認が多く ，分詞は二音節以上が多い.即ち単音節

語が多音節諾tζ優先していると考えられる .逆に (ii-a)のよ うな場合は，

多音節語の PPが単音節語の A(+g)に優先することにより， 一般的で

はなく特別な状況を表現するために，音声上，意味上その語が強調される

と考えられる次のような場合もある

(63) She was a young surviving girl. 

Situation: There were many young and old people who 
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survived. She was one of them. 

(64) Sh巴 wasa surviving young girl. 

Situation: Thousands of people died， but a young girl was 

alive. 

(65) This is a straight paved road. 

Situation: There ar巴 manypavecl roacls. This pavecl roacl is 

straight. 

(66) This is a pavecl straight road. 

Situation: Most unpavecl roacls are curved， but this roacl is 

paved and straight. 

さて分詞を(IU Jの表の中に付加するとすれば，どこに自己直すればよい

かは，次の (67)，(69)を語順の観点から重視し (IVJ表とする

(67) a little black smiling American girl 

Situation: black means‘suntannecl' . 

(68) a smiling little black American girl 

Situation: black corresponds to‘negro' 

(69) a narrow dark crowded Chinese theatre13l 

(70) a crowdecl narrow dark Chinese theatre 

( IV J 

Fr=戸izムi二;而 a申g酢e卜川 p卯p I卜0町叩川r口1

a|卜litベ I I卜bl川l

(6J 特殊形容詞

(i) (A( -g)+A( +g)+NOJ'4l 

(71) the handsome old c1octor (Bellow) 

(72) this quiet littl巴 town (PHP 2 '81) 

(ii) (A(+g)+A(-g)+NoJ 

(73) that tall handsome girl (Bellow) 
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(74) her narrow delicate bones (R.D. 7 '81) 

(iu) (A( +g)+A( +g)+NoJ 

(75) a large old man 

(iv) (A(-g)+A(-g)+NoJ 

17.4 

11.5 

(76) her clear， simple face (Bellow) 

乙乙で語)1聞の観点、から問題となるのは(i )と(ii )で， (iu)は既述し

であり， (iv)は乙乙では取り あげないとととする .Quirk et al. (1972 ~ 

13.67)，安井他 (p.141)もいうように， また上記の数字の示すと乙ろ

からも，(i)と(ii)を比較すると ，(i)の語)1闘の方が多く使用されるよ

うで，一般的には A(-g)は A(+g)に先行する，関]ち A(+g)が名詞

l乙隣接し A(-g)は名詞より速い位置におかれると考えられる . (i)の

ような語順が何故一般的かと いう点を考えてみると ， r本質的・限定的」

なものが名詞と密接に結びつき，名詞に隣接するという Martinの指摘に

従う ことに なる.更に乙の(i)， (ii)の追いを (77)，(78)を使って図示

すると次のようになる

(77) an obedient small girl 

(78) a small， obedient girl 

(77) 

/j~ 
I ..1 ./~. 

I I 

( i ) 

(ii) 

(78) 

~ア可\N
jmlll oム

乙の区|より(i )の例の (77)の obedient(A)は small(Aa)より優位で

あり ， (ii)の (78)では small(A)， obedient (A)共に NPの直接支配

下にあり，各々に同位節点 (sisternode)であり，乙の優位性と同位性は

意味上にも遠いを生ずる.乙の意味の相違を明確にするために各々の意味
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の解釈を試みると次のようになる

(79) She is an ob剖ientsmall girl. 

=She is especially obedient compared with other small girls 

who are obedient. 

(80) She is a small， ob巴dientgirl 

=She is a girl who is small and obedi巴nt.

(81) He is a kind old d∞tor 

=He is an old d∞tor and he is kind. 

(82) He is an old kind d∞tor. 

=H巴 iskind but he is very old 

(79)の smallと (81)の oldは構造上は Aaで (77)の凶と同じにな るが，

(81)の場合は形容詞の olcl(Aa) と名詞 (N)の manが街桜iζ結びつき，

oldは対象の呼称の一部をなし (Aa+NoJが「老医師」と一概念ー単位

のように感ぜられる場合で，(79)の smallは (81)の olclほど密接牲がな

いと考えられる

仏語で unepetite mai叩 n15
)(小さな家)を unemaiωnn巴tte(小さな家)

と一語で表す乙とも 出来，独認では巴inkleines Haus (小さな家)を，感

情を乙 めて einHauschen (ちっちゃな家〉と表現され， 日本語でも「老

人J，r小犬」のように一つの名前として倣われる ものがあり ，英語におい

ても anolcl man， a little girll6
)等は Martin(p. 45)が“BothAnnear 

ancl Vendler claim that combinations such as oLd /JIa/l， yOltug girl， 

littLe boy are to be taken as nouns. This may be the best analysis." 

といっているように，一議で代畿できる訟に淫i接な関係がある .名言lと乙

のような密接性がない場合は (80)のような諮)1闘になると考えられる .乙

の場合 リズムが関係しているとも考える乙とができる.関]ち A(+g)には

ー音節詩が多く，句頭におかれる傾向があると考えられる 17)

(6J (ii) 

(83) a big beautiful girl 

(84) a fat intelligent girJl8) 

(85) a tall diligent girl 

(86) a small consiclerate girl 
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(6J (ii) 

(87) a big beautiful box 

(88) a long beautiful coat 

(89) big meaningful町田

( 7]結び

(6J (i) 

a beautiful r吋 1box川
<..new.) 

a beautiful black coat 

meaningful dark eyes 

以上，二つ以上続いて名詞の前に生ずる形容詞の配列JI阪序について検討

してきたが，拙稿で主仮する名前j的特質の形容詞が一般に名詞として使わ

れる頻度iζ関しては主観の域を11¥ない こと は問題がある ζ とを認めた上で‘

試諭 した次第である.最終的な配列順序表 ClV Jは Quirket al. (1972 p 

925)と Brown(1965 p. 282)の表と一応一致するものである 19)

注

1) 本稿作成にあたり，東大助教授 ・東京言語研究所講師 池上嘉彦先生の御以j

言をいただく。また， 例文チ ェ ッ ク には 4~6 名のアメ リ カ人の informants

の御協力をいただいたが， 主に ICU 教授 ・ 東京立正女子短大非'g~似J桃山U

Arlene Massey先生に負うと乙ろが多い.

2) し かし AgAs…AzAxA山…A.N は理想~であると し，例外 もあげてい る .

3) Sweet p. 67 

4) cf. various shades of green 

5) Farsiは veryによって修飾される場合を Descriptive，very によって修飾i

されない場合を Evaluativeと分刻している.

6) 中島 (p.102)は N→Nは N とする.

7) Americanの位置も;印刷ζよって変りうる. また stress の i丘き方でぶI~K も

変る.

large American cars=large cars which were made in America 

large Americanιars=large cars which are driven (or sold) in America， 

compared with small cars 

American large cars= large cars which were made not in ]apan but ill 

America 

8) Bolinger (1972)によれば thoroughly green ともいえるようであるが

sltuatlOnが明示されていない.

9) 乙れは次のような意味において理解されるべきである.

a big old white German music box 
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=a big old white music box which is sold in Germany 

cf. a big old German white mllsic Box 

=a b】gold white music box which was made in Germany 

10) 1.1-'，¥斗 (p.103)は N→ NNと表わしている.

11) [A(:tg)+PP+NoJは次の略式である.

〔形容銅(:tgeneral)+分詞+名詞〕

12) 以下 [5J，[6Jのすべての数字は 173収集旬1:1.1の相対災数である.

13) informants によると (69)，(70)の意味の逃いはないという事である.が特

定の sltuatlO日 のない (69)，(70)の場合は (70)の方が好まれるようではあ

る.名詞の前に三つ又はそれ以上の形容詞が統く場合は配列順序にもまた別

のIIAl泌があると忠われるが，今回は取り上げないことにする.

14) [A(-g)+A(+g)十 NoJは 〔特殊形容前+一般形容詞+名詞〕のl略である

ζ 乙で A(+g)の内訳を 173旬中の相対変数で示す.

color 5.2 

age old 5.2 

shape 1. 7 

size 1 i ttle 2.9 

long 0.7 

15) 仏必教(仰によると仏語では， llne pctlte malsonは一般にもとわれ，une m山 ー

sonnetteは 「小屋」又は「ちっぽけな家」を忠l沫する「小さな家」として佼

われるようである.

16) cf. a black (=suntanned) little girl a little fat girl ([ 1 J表参]¥(u

a little black (=negro) girl 

17) 一応乙のような見方もできるのではないかという ζ とであり ， 173旬i↓lの相

対変数も [6J(i)の数字にみられるように [6J(i)が多く， その迎由は前述

しである.

18) a fat thoughtful girl 

a fat charming girl 

a fat jealous girl 

cf. a considerate fat girl 

19) 1政後IL参考までに， 本文中に主sべなかった次の 173旬1.11の相対変数を示 して

おく

[PP+PP+NoJ 

his buttoned， wrinkled jacket (Bellow) 

her begging， agonized cries (I b.) 

2.3 

[A(:tg)+Na+NoJ 1. 5 

[A(:tg)+An+NoJ 3.4 
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『赤し、小馬』における主題について

深沢 俊 雄

ーノ-f
、

『赤い小馬..!(Tllc Rcc! POlly)は，1937年に「贈り物J(Tlle Gift) ， 

「人;辿峰J('1'IIe Great i¥lJou11 taills)， r約束..!('1'IIe Pro/Juse)の三制を収

録した短編集として出版されたが，1 945 年には 『長い谷』 の末)~の一編

「人々の指導者J('J'he Lωder of tlle Peo.ρle)を元の三編lζ加えて，凹

制収録のj彰で出版された.

乙の凹つの物語はプロット から比れば，それぞれ独立しており ，他と切

りはなして説む乙と も可能である.乙の凹編はtlr.台がすべてサ リーナス主主

j也の出場で，登場人物もだいたい同 じである.それぞれの物語・が，牧場主

の息子ジョディ (Jody)を中心lζ，サリ ーナス(スタインベックの生地)

の白然と彼の一家の生活を描いた ものである. 一家の構成員は十歳になる

ジョディ少年のほかに， 父親のカ ール・ティフリ ィン (CarlTiflin)， 母

紘l(Mrs. Tiflin)，それに使)IJ人のビ リー ・パック (BillyBuck)である

乙の{小Jilliはl姐編とも， r少年の教1苛」と いう一貫した主題を;ぷ凶した も

のと思われる.そ乙で，それぞれの掌で拙かれたジョ ディ像に焦点をあて

ながら，作者スタ インベ ックの狙いとすると乙ろを採ってみたい.

( 2 ) 

主主と三章の奇数章では， ジョディ少年と馬を題材にし，二章と四主主の

偶数章では，ジョディ少年と老人(二章ではパイサーノ1)の老人ジ ターノ

を，四章では母方の祖父)を題材にしている

一章の 「贈り物」では，十歳の少年ジョディのために，厳格な父カーノレ

が赤い小馬を買って与える
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“He needs a good currying，" his father said，“and if 1 ever hear 

of you not feeding him or leaving his stalJ dirty， 1'11 sell him 0任

in a minute." 

Jody couldn't bear to look at the pony's eyes any more. He 

gazed down at his hands for a moment， and he asked very shyly， 

“恥1ine?" (Chapter 1， p. 94) 

ジョディはうれしさに胸をとき めかせ，いつも目の前に見ていた東の陽

気なギャビラン 2) 山脈の名を採ってギャビランと名つeける.ティフ リン家

の有能で忠実な使用人ビ リー・パックの献身的な指導の もとに，ジョディ

は赤い小馬に乗れる時がくるのを楽しみに，実によく面倒を見，大切に育

てていくのである

BilJy stood with him and looked long at Gabilan and he told 

Jody a great many things about horses. He explained that they 

were terribly afraid for their feet， so that one must make a prac. 

tice of lifting the legs and patting the h∞fs and ankles to remove 

their terror. He told Jody how horses love conversation. He must 

talk to the pony all the time， and tell him the reaωns [or every-

thing. Billy wasn't sur巴 ahorse could understand everything that 

was said to hill1， but it was ill1possibl巴 tosay how much was 

understood. A horse never kicked up a fuss if sOll1e one he liked 

explained things to him. (Ibid.， p. 99) 

赤い小馬が与えられてからは，ジョディの生活態度が今までとはう って

変わり ，生活lζ リズムができ あがる

Jody never waited for the triangle to get him out of bed after 

the coming of the pony. It be回 mehis habit to creep out of bed 

even before his mother was awake， to slip into his clothes and to 

go quietly down to the barn to see Gabilan. (Ibid.， p. 98) 
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ジョディは小馬を観察する ζ とによって，次第にギャピランの扱い方を

党え，細かな表情の変化やそのときどきの様子をしっかりと判断できるよ

うになっていく

Then Jody st∞d and watched the pony， and he saw things he 

had never noticed about any other horse， the sleek， sliding flank 

muscles and the cords oE the buttocks， which flexed like a closing 

fist， and the shine the sun put on the red c佃t. I-Iaving seen 

horses all his life， Jody had never 1∞ked at them very closely 

beEore. sut now he noticed the moving ears which gave expl百-

sion ancl even inAection of expression to the face. The pony talked 

with his ears. You coulcl tell exactly how h巴 feltabout every-

thing by the way his ears pointed. Sometimes they were stiff and 

upright andωmetimes lax and sagging. They went back when 

he was angry of fe泊rful，and forwarcl wh巴n ha was anxious and 

curious ancl pleased; ancl their exact position incli回 tecl which 

emotion he had. (Ibicl.， p. 100) 

小馬はある冬の円 lζ，ピリー・ パックの天候に対する不tt芯;から雨の中

に放置され，それがもとで腺疫(応がかかる伝後性のカタノレ)になる.ビ

リーはギャピ ランを救おう と必死になって下%をする.ジョ ディは ビリー

の手当をじ っと見守り ，ずっと小応のそばに付いていたのだが，うっかり

眠ってし まい，ギャビランは風にあおられて聞いた納尾の戸口から，市原

へIBて行ってしまう .ジョディが小馬を探しIl¥したとき lζは，すでにハゲ

タカが死んだ小馬iζ襲いかかっていた.~ミ ;t(・のあ ま り 逆 トー したゾョディは ，

ハゲタプj と 物 I~:d して石で叩き殺して し まう

愛するものの「死」を目の当たりに見て， わず‘か十成のジョディ少年は

敵と戦い，そして悲しみに耐える乙とを学んだのである.少年の怒りと悲

しみを珂解してくれたのは，厳中1lな父親カーJレで・はなくて，使用人のビリ

ー ・パックであった.要するに，作手者4引.ι』はは1ま;赤い/小lト、、叫x応{
lにζ生あるものの時切尊?宇-さと "円i然の「巾|↑h戸-1での試練を{体本験させたのである

三章の 「約点」 においても一立と 同線に，主題は 「死JIζ関係がある
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赤い小馬の死により ，父親のカーノレはジョディに馬の扱いを覚えさせるた

め，家事をしっかり手伝うと いう条件の もと に，ネリー という名の牝馬lζ

種つけをし，生まれた子馬を与える約束をする.カーJレはネ リーの寝つけ

から子馬の誕生に至るまで，約一年間ネリーの世話をジョディ少年にさせ

る.十歳そ乙そ乙の少年に， 馬の世話についてのいろいろな知識を授け，

ジョディを何くれとなく助けてくれたのは， 一章と 同様にピリー ・パック

であった.

ジョディはビリ ーの助力のもとに，忠実に ネリーの世話をしながら，子

馬の生まれるのを楽しみに辛棒づよく待つのである.やがて，ジョディが

長い間期待していた子馬の誕生は，恐ろしい体験とな って「赤い小馬」の

死と符号するのである

They turned and walked slowly down the hill toward the barn. 

Jαly was tortured with a thing he had to say， although he didn't 

want to. “Billy，" he began miserably，“Billy，" you won't let any. 

thing happen to the colt， will you?" 

And Billy knew he was thinking of the red pony， Gabilan， and 

of how it died of strangles. Billy knew he had been infallible 

before that， and now h巴 wascapable of failure. This knowledge 

mad巴 Billymuch less sure of himself than he hacl been 

(Chapter III， p. 150) 

結局，生まれる子馬が逆子だったために，子馬を殺すか，舟馬を殺すか

の二者択一をせまられる結果となった.いずれにせよ，ジョディにとって

子馬への夢は捨てがたく ，J込きにつけ悪しきにつけ，子馬lζ対する希望iζ

満ちた夢と想像がジョディの脳裏を走馬灯のごとく駆けめぐるのである

Jocly saw a black， long-legged colt， butting against Nellie's flanks， 

clemanding milk. Ancl then he saw himself breaking a large colt 

to halter. All in a few moments the colt grew to be a magnificent 

animal， deep of chest， with a neck as high and arched as a sea-

horse's neck， with a tail that tonguecl ancl ripplecl like black Aame. 
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This horse was terrible to everyone bllt JocIy. 1n the sch∞Iyard 

the boys begged rides， and JocIy smilingly agreed. Bllt no 5∞ner 

were they mOllnted than the black demon pitched th巴moff. Why， 

that was his name， Black Demon! For a moment the trilling 

water and the grass and the sllnshine伺 meback， and then 

Sometimes in th巴 night the ranch people， sa[e in their beds， 

heard a r田 rof hoofs go by. Th巴ysaicl，“It's Jocly， on Demon 

I-Ie's h巴lpingOllt the sheriff again.ド Anclthen 

(lbicl.， p. 152) 

やがて二月二日の夜ネリーはpi't気づき，ビリーはぜFll:Iζ診断を行った末，

訟を決して，ネリーの頭をハ ン7 ーで打ち粋き，腹部をナイフで引 き:切い

て新しいとle命である子馬を取り 111し，ビリ ーはジョディとの「約束」を史

たしたのである.乙の瞬間を ジョディはじっと見守っていた.

Billy clropp巴clthe knife. Both of his arms plllngecl into the 

terrible raggecl hole ancl clraggecl Ollt a big， white， clripping bllnclle 

His teeth tore a hole in the covering. A little black heacl appearecl 

throllgh the tear， and little slick， wet ears. A gllrgling breath 

was drawn， and then another. Billy shllckecl off the sac and fOllncl 

his knife ancl Cllt the string. For a moment he helcl the little 

black colt in his arms ancl I∞kecl at it. And then he walkecl 

slowly over ancl laicl it in the straw at Jαly's feet 

Billy's face ancl arms ancl chest were clripping red. His body 

shivered ancl his teeth chatterecl. His voice was gone; he spoke 

in a throaty whisper.“There's yOllr colt. 1 promisecl. Jlnd 1I!f're 

it i・S. I lwd to C!O it-I!ad to." (Tbicl.， p. 160-161) 

引用文の下線部分より ，ビリーがジョディとの「約束」を果たそうとし

た執念を溜う乙とができる . r生Jと「死」が背中合わせになっ て摘出さ

れており ，主人公ジョディ少年に生命の尊さと同時に，生殖の秘債を教え

ようとした作者スタ インベックの芯聞を明日夜に汲み取る乙とができょう
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さらに生まれた子馬はジョディが想像していた通り ，真黒な子馬であった.

ビリーの信念は，ジョディ lζ対する「約束」となって物語は昇華するので

ある.乙 の「約束」によってジョディは，自然界の「生」と「死」のはざ

まにある輪廻の世界を覗き込んだのである.雌馬は新しい生命の身代わり

だった.自然界においては， r生Jと 「死」が密接lζ結びついている とと

を，生まれたばかりの子馬からジョディは教えられたのである.

(3) 

二章の「大山脈」と四章の「人々の指導者」において，作者が狙いとした

ジョディの成長過程を探ってみたい. r大山脈」では，ジョディ少年がつ

ばめの巣に石をぷっつけてみたり ，番犬ダブル トワー・マットを鼠取りを

仕掛けていじ めたり，パチンコ (slingshot)でツグミを射ち殺したり，未

熟な残酷さがかなり目立ってくる.母親に番犬をいじ めないように注意さ

れると，自分のやった乙とに恥ずかしさを感じるのである.しばらくする

と， また石をぶっつけてみたり ，子供らしい無邪気な一面と同時に，パチ

ンコで打ち落としたツグミをナイフでバラバラに解体し，最後にその死体

をやぶの中に投げ捨てるとい う，無自覚の残忍性も見られる.また一方で，

ジョディの心は次のように揺れ動くのである.

He didn't care about the bird， or its life， but he knew what 

older people would say if they had seen him kill it; he was 

ashamed because of their potential opinion. He decided to forget 

the whole thing as quickly as he could， and never to mention it. 

(Chapter U， p. 122~ 123) 

ジョディ少年の心の動きと同時に，子供から大人への成長の過程を，引

用文より垣間見ることができる.やがて，ジョディ少年の好奇心は，西方

と東方の山脈を中心にしてふくらみ，少年の思考形態が徐々にでき あがっ

ていくのである.

西方の山々の速なり は，ジョディ少年の「あの山のむと うには何がある

のか」という 疑問と好奇心をかりたてる絶好のモチー フであっ た.ジョデ
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ィは，その疑問解消のために，父親や母親や ビリーパックに尋ねてみるが，

何れも満足な答えは得られない.

“What's on the other side?" he asked his father onc巴

“More mountains， 1 guess. Why?" 

“And on the other side of them?" 

“More mountains. Why?" 

“More mountains on and on?" 

“Well， no. At last you come to the∞回n."

“But what's in the mountains?" 

“Just c1iffs and brush and r∞ks and dryness." 

“Wer巴 youever there?" 

“No." 

“Has anyl:xx:ly ev巴rbeen th巴re?" 

“A few people， 1 guess. It's dangerous， with cliffs and things. 

Why， I've read there's more unexplored country in the mountains 

of Monterey County than any place in the United States." His 

father seemed proud that this should be so 

“And at last the Ocean?" 

“At last the ocean." (Ibid.， p. 123-124) 

ジョディの知り得た知識がl匿I沫絞糊としているが放に，ジョディの想像

力はなおいっそうふくらみ， 111々 の述なりが神秘にかっ恐ろし いものに思

えてく るのだった.つまり，西の山は生あるものが，やがて行かなければ

ならない死の世界を象徴するものとして拙かれている.との西の山々と対

照的lζ東のギャビラン山脈は，心楽しい平和な山として，ジ ョディの自に

投影されている

乙のギャビラン山脈の山ふとζ ろの牧場でふと出くわすのが，乙の主主に

おける 中心的人物である (Gitano)という名のパイサーノの老人である

ジターノはジョディに向かつて“1have come back."という . その乙と

ばにジョディは当惑し，母親にジターノ老人のととを話す.老人は Mrs.

Tiflin IC i死ぬまでζ 乙においてくれ」と 懇願する. Mrs. TiAinは老人
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にそういわれて即答もできず，夫のカーノレに助力を諾う.ジターノ老人は，

ティフリン夫妻の前で，年老いて働くととができなくなり ，暗lζ死ぬため

に，生まれ故郷の牧場lζ戻ってきたととをほのめかす.

He cleared his throat. “1 am t∞ old to work. 1 come back 

where 1 was born." (Ibid.， p. 128) 

父親のカ ーJレは無慈悲な乙 とはしたくないとは思いつつ，ついに冷たく

これを拒むのであった.カールはジタ ーノ 老人を一晩だけ泊めてやる こと

にする.そんなジタ ーノ老人の境遇を理解し，同情心を持ってジターノの

面倒を見てあげるのはジョディであった.ジョディは老人を作男たちが寝

起きする古い小屋へ案内し，かねてから好奇心をいだいていた西方の山々

の速なりの乙とを尋ねて見たが，ジターノの答えは “1think it was quiet-

1 think it was nice."であった.この答えはジョディにとっ てあまり満足

のゆく ものではなく ，彼は乙れ以上老人lζ尋ねてみても無駄だと悟 った.

そ乙で，ジョディはジターノへのいたわりの気持を ζ めて，老人を老馬イ

ースタ ーのいる馬小屋へ案内し，イースターの生い立ちを説明する

“That's old Easter，" Jocly explainecl 

“That's the自rsthorse my father ever had. He's thirty years 

old." He 1∞kecl up into Gitano's old eyes for some response. 

“No good any more，" Gitano saicl. (lbicl.， p. 130~ 131) 

ととろが，父親カーノレからは老馬やジターノに対して，次のような残酷

な言葉が投げかけられる

“Old things ought to be put out of their misery，" Jody's father 

went on. 

“One shot， a big noise， one big pain in the head maybe， ancl 

that's all. That's better than stiffness ancl sore teeth."... 

Jody's father hacl a humorous thought. He turned to Gitano. 

"If ham and eggs grew on a side-hill I'cl turn you out to pastur巴
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t∞，" he said. “But 1 can't afford to pasture you in my kitchen." 

(Ibid.， p. 131) 

ジョディは父親カーJレの厳しさと冷やかな感情を，今までに何度となく

経験したことがあるので，ジターノの気持を察し，老人にいたわりの言葉

をかけてやる.

“He's onJy taJking，" Jody said. “He didn't mean it about 

shooting Easter. He Jikes Easter. That was the凸rst horse he 

ever owned." (Ibid.， p. 132) 

と乙 ろが，冷酷無情なカ ーノレの言葉に耐えかねて，翌朝ジターノ老人は

老馬イースターを盗み出し，老馬を駆ってヨモギの原へと死出の旅立ちを

したのであった.ジターノ とイースターは'骨と皮ばかりになって，もう倒J

く乙とができないという点で，両者はきわめて類似の存在として拙かれて

いる.そ して，大山脈，ジターノ ，イースタ ーは，それぞれ神秘的な存在

として同一線上に並べて考えられる

ジョディはジターノ老人と老馬イースタ ーを思うとき，悲しみと郷愁で

胸がいっぱいになるのだった.そして，乙ζ でも作者は，ジョディとジタ

ーノ老人の ヒュー 7 ニティ ーを中心に拙きながら， r死」という主題を浮

き彫り にする乙とによって，一章，三章と 同様に主人公ジ ョディ少年が，

自然界の葛藤の中で成長していく過程に焦点をあてている.四章の「人々

の指導者」は，前述の三編とは趣向がやや異なっている

「馬」と主人公ジ ョディという題材に主眼を置くな らば，一章と三章か

らは，さまざま な共通項を見い出す乙とができる.そして「馬の死」とい

う題材に主眼を置くならば，一章，二章，三章とも，共通項を見いだせる

のである . r老人Jと主人公ジョディを題材にした場合には，二章と四章

から，かなりの共通項を見い出す乙とが可能である.さらに，主人公ジ ョ

ディに主題を搾れば，乙の作品lζ収められた四編は，それぞれ同一線上に

並べて，ジョディの成長過程を描いた物語として捉える乙 とができる.
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(4 ) 

「人々の指導者」では，ジョディのところへ母方の祖父がモンテ レイ か

ら遊びにく る.祖父は，開拓時代に自分が指導者だったとろの昔話しを，

くりかえし話すので，カ ールは昨易 している.でも，ジョディは祖父の大

平原の横断や，インディアンの話が聞ける ので，胸をときめか して出むか

える.老人は，食事のと きも食後にも，苦難の開拓物語を話して聞かせる.

そんな祖父が，ジョディにとってはすばらしい存在であった

Grandfather put clown his knife and fork and looked arouncl the 

table. “1 remember one time we ran out of meat-" His voice 

dropped to a curious low sing -song， dropp巴dinto a tonal groove 

the story had worn for itself. “There was no bu任alo，no antelope， 

not even rabbits. The hunters couldn't ev巴nshoot a coyote. That 

was the time for the leader to be on the watch. 1 was the leader， 

and 1 kept my eyes open. Know why? Well， just the minute 

th巴 peoplebegan to get hungry they'd start slaughtering the team 

oxen. Do you believe that? I've h巴ardof parties that just ate up 

their draft cattle. Started from the middle and worked toward the 

ends. Finally they'd eat the lead pair， and then the wheelers. 

The leader of a party had to keep them from doing that." 

(Chapter IV， p. 172) 

“Well， when the Indians attacked， we always put the wagons in 

a circle and fought from between the wheels. 1 thought that if 

every wagon carried a long plate with rifte holes， the men could 

stancl the plates on the outside of the wheels when the wagons 

were in the circle and they would be protected. It would save 

lives and that would make up for the extra weight of the iron 

But of∞urse the party wouldn't do it. No party hacl done it 

before and they couldn't see why they should go to the expense. 
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They lived to regret it， t∞. (lbid.， p. 174~ 174) 

祖父は自分がかつて経験してきたことを，ジョディ lζ話す乙とによって，

リーダーとして集団人の考えを教えている.そんな老人にカーノレが冷たく

あたるのを，ジョディの母は不快に思い，カーノレlζ対して怒りの目を向け

る

と乙ろが，ジョディは祖父から大陸横断の話を聞き，果てしなく広がる

大平原，その上を延々とつづく幌馬車の鮮れが百足のように横切って行く

さまを心に描き，巨大な白馬の背にまたがって人々の先頭に立って進む祖

父の姿に夢と想像をかけめぐらせるのだった.

ジョデ ィは，そんな主Il父が好きであり，父親カールが老人から何度も|開

いた話lζ帥易して耳も傾けず，冷やかな態度を示すのとは対照的に，さび

しい気持になっている老人の気を引き立ててやろうと ， I~I 分から買 って出

てレモネードをこしらえてやる.つまりジョディが，自分のことばかりに

かまけてイノセンスに過とした少年時代から脱出して，他人の乙とに も}，よし

いやりを持つ大人の世界へと移行したこ とを示すシ ンボ リカノレな態度を，

ジョディの中lζ見ることができる

( 5 ) 

乙の作品には色彩を表わす言葉といろいろな小動物が各章に頻繁に用い

られ，物語に変化と動きを与えており ，作者スタインベックの生物lと対す

る興味と造詣の深さを窺う ζ とができょう .同時にその動物たちが，単な

る自然の背景になっているのではなくて，人間と深い結びつきを持ってお

り，各章でそれぞれに重要な役割を果たしている乙とも見のがすことはで

きない.

『赤い小馬』において，作者はジョデ ィを軌lζ 「赤い小馬の死j，rジタ
ーノ 老人との出会いとイースタ ーの死j，r母馬ネ リーの死と子馬の誕生j，

「祖父から聞いたアメ リカ大陸横断と インディアンの話」により ，ジョデ

ィが利己主義から愛他主義へと移行していく過程を主題としたのである

要するに，それぞれの挿話は，主人公ジョディを無知から知へ，つまり子

供から大人への誘引の過程を描いた四つの段階として捉える ことができよ
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つ

ジョディは， r赤し'/J、馬の死J， r母馬ネリーの犠牲と子馬の誕生Jとい

うプロセスにより ，悲しみや苦しみに耐えていくこ とを学んだのである

さらに，過去に役立ったこととは関係なく見捨てられていく老馬イースタ

ーとパイサーノ 老人の類似した境遇を通して， r死」はすべてのものに来

るのだという乙とを学んだのである

結局，サリーナスの自然を背景に，未熟なジョデ ィ少年が精神的に大き

く成長していく過程が， r馬の生と死J，r老人との出会い」によっ て凝縮

され象徴されている

NOTES 

1) 長編小説「卜ーティヤ ・フラット」の中でパイサノの生活ぶりが拙かれてお

り，スタ インベックの説明によれば，スペイン人，イタリア人，メキシコ人，

コーカサス人の混血種族で，モンテレイ付近1c住み， 浮浪者のような生活を

しているが，善意の人々である.

2) スペイン諮で騰とい うなl味.
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女子学生の健康調査

杉江つま

1 緒 4=同

高度に発達した現代社会の複雑な構造は，諸々に問題点をなげかけてい

。-
特lζ都市人口の集中化の現象は， 一時期より緩和されたとはいえ，それ

に伴なう交通，住居，騒音，大気汚染など都市公害の線源となり，健康生

活を確保する上において，大きな支障とな っている.さ らには社会のひず

みから生ずるストレスは，現代人にと って身体およ び精神的障害をうむ主

袋な!原因と もなっている.

これらの乙とは大学生活を送る学生にと っても同様のことがいえよう.

本学の立地条件は，環七通りと宵侮街道という都内でも最も交通量の多

い場所に位置し，乙れ らの環境条件が学生たちの日常生活にどのような影

響を及ぼしているのであろ うか? また新たに学生生活をは じめる学生に

とって，その大半が地方出身者であり，都市生活を体験する上に心身に不

安定をきたし，さらには受験期をくぐりぬけた彼女たちにとって健康上さ

まざまな問題が生じてくることは，容易に予測される.

体育授業時や日常の縫康管理上，学生たちの健康状態を把援し，それを

手がかりに，今後の健康生活の確立のために，基礎資料を得る乙とを目的

としている.

2 調査方法および内容

調査対象

都内杉並区内にある TR女子短大(1-2年生)および埼玉県熊谷市郊

外にある R大学付属保育専門学校 (1年生)の二校の女子学生を対象に，
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CMI (Cornell Medical Index-Health Questionnair巴= コーネ lレ医学指数)

による心身の健康状態の screening-testを実施した_TR女子短大は英米

文学，R保育専門学校は幼稚園教諭の育成をめざしている.

調査人数

以下の表の通りである.

学 校 名 1 学科 |年齢 |人数 | 合計

T.R 女子短大 I 1年 I1噛 I 1曲名
250名

T.R女子短大 2年 || 21O9hLkK || 16905名名 I 225名

505名

調査期間

昭和田-56年のいずれも10月の上旬に実施した.

CMI一健康調査票は，第 2次世界大戦中lζ軍人の身体的精神的および性

格異常などを，集団の中から早期に発見するための検査として作成された

ものが前身となり， その後ニューヨーク のコ ーネノレ 大学の K.Brodman， 

Erdmann， Lorge， Wolffらによ って，心身両閣に閲して，患者の自覚症

状を短期間のうちに調査し選別することを目的として考奈された質問紙方

法によるテス トである.

我凶では昭和28年l乙旧多井吉之助により ，~医学のあゆみ』 に CMI が紹

介さ れ，改良を重ねて現在に至っ ている. 最近では一般の臨床及び企業や

学校の保健管理に，健康の scr田 ning-testとして広く用いられている.調

査紙内容は 195聞からなり，そのうち身体に関する項目 (144)，精神に関

する項目 (51)で構成されている.

CMI質問内容は以下の通りである.

|区分 | 質 問内 容

日 と 耳

呼 吸 器 系

Jc..、 臓 脈 管 系

イヒ 器 系
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E 筋 肉， 脅' 格
系 | 8 

身
F 皮 j自 7 

体
G 神 4壬 系 18 

的
H 泌 尿， 生 殖氷 系 11 

4員 波 労 l変 7 

目 J 疾 病 頻 度 9 

K 既 往 苦亘 15 言十

L 習 慣 6 144 

M 不 迎 12 

精神的項目

N JllJ つ 6 。 /(~ 9 

P E必 3正

Q 怒

R 緊 張 9 I 51 

計 195 i 

今回の CMI一調査用紙は， CMI一調査票に準拠した ものを使用した.

調査票の表紙には次頁のような注意事項を付記し，今回の調査の主旨を対

象者lζ 明 ら かにした. 調査は対象各校の学生に授業の一部分を用い (30~

40分位〉 記入させ， その場で回収したため回収率は 100~ぢ であ る . ま た各

質問事項に対して「はいJ，rいい え」のいずれに も答えていたり ，逆に両

方答えていない者等は皆無であっ た.さらには各質問事項に対する質問や，

主主きかえ，古ーさ加えさ号:も該当者なしであっ た.

CMI一調査により K.Brodman によ る情緒障害傾向者のふる いわけを

し，さ らに精神的身体的愁訴数の多少について分析を試み，今後の学生の

健康管理の参考資料として，活用する方向で検討を加えた.

3 結果ならびに考察

CMI 健康調査は，健康状態の診断のー補助手段として使用され， また

健康の screening-testとして用いられている.

表 1は全質問区分に対しての訴えを示した ものである.

すなわちとの表から心身両項目とも，かなりの学生が「はい」と答えた
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健康調 査察

この圃査票は、あなたの健厳についてのあらましを知るためのも のですから、あり町 ま 訟の状

用置を正し く冨えて下さ L 。

なお、こ の間査票は、調査以舛に使 った り、外 部にも らした りする こと は絶対にありまぜん.

また、お子樺の字'医院置などとは-¥1)関帳があり ませんので、安心 して記入して下 -';¥.'0

1 記入年月日 昭和 年 月 日 2 姓 名

3 住 所 ， 11:&1骨号

5 生年月日 山 明治 121大正印刷和 年月 日 繭 才

6. ，際 費 〈詳し (l

7 量軒 学 鹿 山旧制 小 ・中 ・高 ・大学等 1211i制 小 .'1・高・ 大学等

8 軍匹構成

【記入上町注意】

1 以下町 買問司匹項をよ 〈続ん で、各 問の'寄りにあ る (はレ、，.，・え〉の とちらかを必ずOで

かこんで下さレ旬

2 はっ きりわからなレ時でも、 どち らかを晶ずOでかこんで f'd¥" 0 

{倒〉 判続む とき、め仰がL りますか 11111" <!主L三五〉 仁コ
3 各問。あとの、口町中には、なにも 記入しな レでくだ さh

多訴者である ζ とを示している.特筆すべき は全学生とも身体lζ関する項

目では消化器系，泌尿生殖器系，目と耳，心臓脈管系，神経系，呼吸器系，

疲労!支などの項目区分が高い訴えであり ，学生たちの健康状態に対して愁

訴傾向のアウ トラインがうかがえる.また精神的項目では抑うつ区分のみ

が5096を下まわっているだけで，その他の区分は軒並平均 して高い訴えを

示す.特に不適応区分では9OM近い多訴者である.ζ の乙とは多様化する

社会に順応し，生活するととの困難さを物語るものであろう .今回の実施

時期は10月上旬であるが， 4月の入学当初]であるならばさらに高い愁訴が

考えられる
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表 1 疾患区分に

区 1 年 (250名)

質問内容

|はい |分 % 96 

人43 
人

A 目 と 耳 17.2 207 82.8 

B l呼吸 総 系 79 31. 6 171 68.4 
身

C 心臓 脈管 系 74 29.6 176 70.4 

D 消化器系 18 7.2 232 92.8 
体

E 筋肉骨絡系 189 75.6 61 24.4 

F 皮 1117 98 39.2 152 60.8 
1内

G 相IJ 経 系 71 28.4 179 71.6 

H 泌尿 ・生殖総系 28 11.2 222 88.8 
王氏

波 労 民: 87 34.8 163 65.2 

J 疾病以位: 158 63.8 92 36.8 
目

Iく 既 往 ?主 93 37.2 157 62.8 

習 m 114 45.6 136 54.4 

寺白 M 不 :iJ& 』も、 20 8.0 230 92.0 

相IJ
N 相l つ ーコ 113 45.2 137 54.8 

。 不 '女 86 34.0 165 66.0 
l均

P !延長 受 性 76 30.4 174 69.6 

項|:
怒、 り 76 174 69.6 

緊 3長 65 26.0 185 74.0 
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対する 愁訴率

2 年 (255名〉 1~ 2 年 (505名〕

、いえ I96 Iはい I96 、いえ ~ はい I 96 

6人2 24.3 19人3 10人5 20.8 40人0 79.2 

103 40.4 152 59.6 182 36.0 323 64.0 

87 34.1 168 65.9 161 31. 9 344 68.1 

29 11. 4 226 88.6 47 9.3 458 90.7 

203 79.6 52 20.4 392 77.6 113 

105 41. 2 150 58.8 203 40.2 302 59.8 

106 41.6 149 58.4 177 35.1 328 64.9 

47 18.4 208 81.6 75 14.9 430 85.1 

116 45.5 139 54.5 203 40.2 302 59.8 

169 66.3 86 33.7 327 64.8 178 35.2 

138 54.1 117 45.9 231 45.7 274 54.3 

134 52.6 121 47.4 248 49.1 257 50.9 

32 12.6 223 52 453 89.7 

141 55.3 114 44.7 254 50.3 251 49.7 

100 39.2 155 60.8 185 36.6 320 63.4 

93 36.5 162 63.5 169 33.5 336 66.5 

126 49.4 129 50.6 202 40.0 303 60.0 

83 32.6 172 148 29.3 
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表 2 全質問項目別愁訴率

質 問 内 容

〔身体的項目〕

1 本を読むとき， めがねがいりますか. 11. 696 14.196 12.996 

2 速か.くを見ると きに， めがねがい ります 42.8 41.6 42.2 
A 

同 3 目の前が|l倍まくなるととがあ りますか. 35.2 23. 5 29.3 

4 たしえまずすかま.たきをしたり，涙が出たり 9.2 3.5 6.3 
耳

項¥目9 J 

5 眼がいたむ乙 とがありますか. 46.0 39.2 42.2 

6. 限がずlミく なると とがありますか. 38.8 45.5 42.2 

7 耳が速いですか. 10.0 3.1 6.5 

8 耳だれのあったと とがありますか. 6.8 4.7 5.7 

9 いつも耳なりがしますか. 4.4 1.2 2.8 

10. せきばらいをよく しますか. 14.4 11.0 12.7 

11 のどがつまるととがありますか. 24.4 23. 9 24.2 

12 くり ましすゃかみが.つづく発作が，たびたびあ 10.8 8.2 9.5 

B 

fIl千ヘ
13 いつも仰がつまっていますか. 2.8 3.1 3.0 

14 いつも[I，ll十が山ますか. 2.8 2.0 2.4 

吸 15 ときどき瓜向が11¥ますか. 13.6 9.8 11. 7 

~i 
16 ひどいかぜをよくひき ますか. 11.2 8.6 9.9 

17. たかびりたますび，かI1旬の'11までの重いかぜにか 3.2 2.0 2.6 
系

18 
18 かぜをひく と，いつもねζ みますか. 19.6 14.5 17.0 

19 かぜをひきやすくて，冬がつらいです 24.0 15.7 19.8 
項

か.

目 20. 水っ ぱなが，とめどなく出る乙とがあ 29.6 16.9 23. 2 

りますか.

21. s:/;l息 (ぜんそく〉がありますか. 4.0 1.2 2.6 

I 22 い?もせきになやみますか 6.8 5.5 6.1 

23 せきで'[([lがでたととがありますか. 3.2 1.2 2.2 

2~. ，時IC，ひどいねあせをかきますか. 16.0 9.8 12.9 

25 似性(まんせい〉 のl掬の病気になった 0.4 0.8 0.6 

乙とがありますか.
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I 26 結り核ます(かけ.っかく〉帥かった乙とがあ 1 0.4%1 0例I0.696 

I 27 結と核いっ(いしょに住く〕んだの患乙者とが(…あります〉か.I 1. 2 I 0.4 I O. 8 

I 28 血圧が高すぎると医者U われた乙と 2. 8 I 2. 4 I 2. 6 

| がありますか.

29. I(ll圧が低すき.ると医者にいわれた乙と 117.2 I 7.5 112.3 

がありますか.

C 

30 心臓(しんぞう〉や胸がいたみますか | 96 i 82 1 89 

31 心臓が ドキ ンと打つのでなやまされる 8. 4 I 5. 9 I 7. 1 

〆)磁心向、 乙とがありますか.

32. ときどきますJ俸(どうき)がしますか. 18.0 14.9 16.4 

4系げ1守11 
33 息苦しい乙 とがありますか. 14.4 11. 0 12.7 

34. 仙の人より早く息切れがしますか. 16.8 18.4 17.6 

35. 時lζ，座っているだけで，息切れする 1.2 0.8 1.0 

項、1円、J3 

乙とがありますか.

36 あしのはれる乙とがありますか. 8.4 10.6 9.5 

37 暑い季節にも手足が冷えますか. 14.4 10.6 12.5 

38 時11:足がつれますか. 48.8 39.6 44.1 

39 医者ーに心臓がわるいといわれたととが 3.6 3.9 3.8 

ありますか.

40 家か系1(，.(かけい)に心臓f内の人がいます I 7.2 i 7.5 I 7.3 

41. (:おが半分以上ぬけていますか. 。。 0.4 0.2 

42 掬ぐきから血が11¥て閃りますか. 7.2 5.9 6.5 

D 43 すたかびた.び， 激しい肉fliHζなやまされま 12.0 10.2 11.1 

iI'l 44. 舌がいつも白い色をしていますか. 8.0 4.7 6.3 

イヒ 45 いつも食欲がありませんか. 2.8 1.6 2.2 

探 46. たえず間食をしますか. 44.8 29.8 37.2 

系 47. いつも食物をせわし く食べますか. 20.8 18.0 19.4 

123 i48 ときどき，胃 ω を乙わし 印 O 49.8 日 9

項、日J 49 いつも食後K，おなかがなりますか. 10.8 9.0 9.9 

10.8 

I 51 すいつか.も胃の具合(ぐあい)がわるいで 15.2 8.6 ¥ 11. 9 

I 52 おなかが，すきにくいですか 9.2 
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53 激るよしいうな胃痛乙でと，が時あ々りま(すとかきど.き)ふせ 19.6央区 12.6% 16.096 

54 たえず胃がわるく てなやみますか. 12.4 4.7 8.5 

D 
55 家系(かけい)Iζ胃病があ りますか. 28.0 15.3 21.6 

消
56 医と者がにあ胃りかますいかよ.うがある といわれたζ 2.8 0.4 1.6 

化 57 ときどき下痢(げり)をしますか. 48.4 54.1 51.3 

~ 58 血がのあまりまじすったか下.痢 (げり)をしたこと 1.2 2.0 1.6 

系
59. nと友がlζ寄あ生り虫ます(かきせ.いち ゅう)がいた 乙 10.4 9.8 10.1 

、2項同J 3 60. いつも便秘(べんぴ)になやみますか. 25.2 20.0 22.6 

61. じになったととがあ りますか. 10.0 9.4 9.7 

62. jま~:l痕すか(お. うだん〉になった乙とがあ り 0.4 1.2 0.8 

63 かがんあぞりまうやすたかん.のうをわずらった乙 と 1.2 0.4 0.8 

64. Iか珂節.が痛んで，はれる ζとがあります 7.6 3.1 5.4 

E 
65 筋か肉.や関節がいつもとわばっています 3.6 0.4 2.0 

f筋肉司、

66 腕ますゃかあ.しに， いつもひどい痛みがあり 2.8 2.0 2.4 

j系|同科- 67 重ますいかリ.ュー 7 チで，ぴっ乙になってい 。。 0.0 。。
68 家族にリ ュー7 チの人がい主すか. 6.4 5.9 6.1 

項目8 
69. 足の羽さや足の姉みでつらいですか. 7.2 7.1 7.1 

70. 背り中にく(せいでなすか〉かや.肢の痛みで千I:IJiがや 9.2 5.9 7.5 

71 休ぐ)ののど所とかがにあ，りきまかすかない.所や不具 (ふ I 0.8 0.8 0.8 

72 皮膚(ひふ〉が敏感 (びんかん〕で弱 438 

F 
いですか.

73. 切り傷が治(なお〕りにくいですか. 7.1 

皮I守 74. 顔が時々(と きどく )赤く なりますか 16.0 I 14.5 15.3 

75 寒い季節でも，汗をひどく かきますか. 7.2 I 5.1 6.1 

項、目7 d' 

76. ひどいかゆみで閃る 乙とがあ りますか 13.6 12.6 13.1 

77. 発疹(ほっしん)が， できやすいです 20.8 13.3 17.0 

か.

78 できものができやすいですか. 25.2 22.0 236 
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79. すとかき.どき，激しい頭痛でなやまされま 26.096 18.4% 22. 

80. 頭ですが重かか.ったり， 痛んだりしてつらい 22.8 14.5 18.6 

81 家です系か(か.けい〉に頭痛持ちの人が多い 14.0 9.0 11.5 

~ 1 82 発っ作た的り(ほまたっ冷さてえたき〕りiしζ体ますがかあっ.くな 7.6 5.9 6.7 

/事戸、|、I I 83 しばしばめまいがしますか. 担 4 22.8 27. 3 

84. ~た<"lがび速あくりなまするかよ .うに感 じるζ とがたび 15.6 7.4 11.5 

続 I 85 今があまでりにま，す二か回.以上も気を失ったと と 9.2 5.9 7.5 

86 休がのどりとかすに，いつもしびれている所 0.8 
系 | あまか

0.8 0.8 

87 休しのど ζかががあ7 ヒ(すきかか.なくなる乙と〕 2.0 1.6 1.8 
たζ と りま

18 88 不倒(そっ とう)した乙とがありますか. 7.6 6.7 7.1 

89 がとあきどりきま，す顔かや.頭や首がひきつる乙と 3.2 6.3 4.8 

写l 9.6 6.3 7.9 
90 ひきつけたことがありますか.

同 91 家ま族すのかだ.れかがひきつけた ζ とがあり 7.6 5.5 6.5 

92 あなたは，ツメをかみますか. 15.6 9.4 12.5 

93 あなたは， ドモリで閃 りますか. 2.4 。。 1.2 

94. ~.遊病 (むゅう びょう 〉 がありますか . 0.8 0.4 0.6 

95. 寝小使(ねし ょうべん)がありますか. 。。 1.2 0.6 

96 八う歳べかん)ら十が四あ成りのま1しmでた=寝か小.便 (ねしょ 11.2 10.2 10.7 

97.月経(生四Dの[I¥jKliiiみを感 じますか. 74.4 制 7 69.5 

98 月ま経すか(~理) '11は， ぐあいが恋く感じ 51.6 46.7 49.1 
1-1 

( 生新2系町5 

99 月続(生別)rllは，よくふせますか. 14.0 12.2 13.1 

100 月ら経だち(生ま理す)かの時は， いつも気分がい 31.2 24.3 27.7 

101 ほてって汗が1:1¥て閃る乙とがあります 9.2 5.9 7.5 

11 か.

項同
102 おりもの (コシケ)になやむと とがあ 13.2 14.1 13.7 

りますか.

103 夜rl-I!ζ寝小便(ねしょう べん〕におき I 14. 8 1 13. 3 I 14. 1 

ますか
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H I 104 日中小便の回数が多いですか. 10.8% 8.2% 9.596 

105 小す便かのQ)I時，やけるような痛みがありま 0.0 0.8 0.4 

106 小か便.を，ときにもらすととがあります 1.6 0.4 1.0 

107 わじんれぞたとうかとがぽあうとりまうすが悪かい.と医者にい 7.6 5.5 6.5 

108. ととがきあどきり，ま急すかにつ.かれ切ってしまうと 38.8 担 9 35.8 

109 仕か事.で，すっかりつかれてしまいます 14.4 11.4 12.9 

労1疲1.([ 
110 朝かお.きるとき，いつもつかれています 18.4 14.9 16.6 

111 すか.乙し，仕事にはげむと，っかれます 26.4 23. 9 25.2 

項、問7 ーノ
112 いつもつかれすぎて，食欲もありませ 。。 0.4 0.2 

んか.

113 気づかれがひどいですか. 30.8 20.4 25.5 

114. 家い族傾I向ζ神(経けい(乙しんう)けいが〉あのりつまかすれかや.す 24.4 16.1 20.2 

115.ときどき病気をしますか. 24.8 25.9 25.4 

116.ときどき病気でねる乙とがありますか. 16.8 17.7 17.2 

〈疾刻版病

117. いつも体の具合が恋いですか. 3.2 1.2 2.2 

118 虚す弱か(きょじ ゃく〉な体質だと思いま 10.0 5.9 7.9 

119 家系的(かけいてき〉に体が弱いですか. 5.2 4.3 4.8 

別、、問9 J 

120.焔みなどで，働けないですか. 0.8 0.0 0.4 

121 い自分ますの健か康.についてのなやみで閃って 9.6 6.3 7.9 

122 いつも病気で不ゆかいですか. 0.4 0.8 0.6 

I 123 休が弱いので，いつもみじめですか. 0.8 2.4 1.6 

124 狸乙紅とが熱あ(りしまょすうか乙.うねつ)にかかった 0.8 
K 

izlz F. 

125. 子や供けのい lれl寺，んをリュしたウマとチと 1が~\であ手り足ますの姉かみ. 1.2 1.2 I 1. 2 

126. マラリアIcなったととがあり ますか.

羽、1同J 5 
山町山つ〉 で附受けたζ 11:，:I :.:川

とがありますか.

128.船形(ばいどく〕 の治療を受けた乙と O. 0 I o. 0 I o. 0 

がありますか.
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129 糖す尿か病wi(とうに ょうびょう〕がありま o. 0961 o. 0961 o. 0961 

130 医れ者ていに甲る状と腺いわ(れ乙たう乙じとよがうせあんり〉ますがかは. 
2.8 3.1 3.0 

1< 
131 筋療を(が受んけ)たとこかと腫が筋あり(ましすゅかよ.う)の治 0.4 0.0 0.2 

既往来 132 何んでか慢い性ます病か(まんせいびょう〕になや 12.4 6.7 9.5 

133. やせすぎていますか. 3.2 3.1 3.1 

項1同5 
134 ふとりすぎていますか. 16.0 10.6 13.3 

135 足あにる静と脈い癌われ(たじ乙よとうがみあやりくまりすゅかう)が
。。

136 手り術ます(かし.ゅじゅつ〉をうけた乙とがあ 22.4 1 21.2 21.8 

137 大きなケガをしたととがありますか. 叶;;; 1103
138 ときどき小さな事故やケガをしますか 232 I 19.6 I 21.4 

139 寝すついできがすわか.るいか， または門がさめや 21. 6 I 19. 2 I 20.4 

L 

140. 1乙Eと日規がで則的きにま休せ眠んか(iきゅうみん〉 する 16. 8 17. 7 1 17. 2 

11'[ 141. 11}日仕事を規則的lとやりにくいですか 14.0 

項目6 
142. 1 1]20本以上のタバコをすいますか. 1.6 0.4 1 1.0 

143. 1すB日お茶やコーヒーをたくさんのみま 32.8 26.7 I 29.7 

144. 1ij 1"1かな りのお柄をのみますか 0.0 

〔精神的項同〕

145 試り験ふや質山問をうりけしるますとかき，汗をかいた 1| 172 1| 149 16.0 

146 円り上ますの人かが.近よると， ふるえそ うにな 3.2 1 2.8 3.0 
M 

不 H7 向う上まのく者いがき見ませてんいかる.と思うと，イI:TJ(が 34.0 22.0 28.0 

jtN 
148 物考えどがと乱を早れてくかしたまづいけますよかう.とすると， 40.8 26.7 337 

応、

12 149 やゆすっいくでりすしかない.と，まちがいをおかし 48.0 44.3 46.1 

項目 150. たびたび，さしずや，命令をまちがえ I 24.8 19.2 22.0 

旧 見知らぬ場所や人が気にかかりますか |280 |別 |261

152 ひとりでいると，乙わくなりますか 122. 8 I 14. 5 I 18. 6 
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決断(けつだん)がつきにくいですか.

相談あいてにそばにいてもらいたいで
すか.

l m 気がきかない といわれていますか | ぉo
m 家庭外で食事をするのを気札ますか I10.4 

I 157 会合で制感(乙どく刊をかんじ 17.6 I )).4 
ますか.

158 いつもおもしろくなく気がふさ ぎます
か.

159. ときどき泣きますか.

160 いつもゅううつですか，

161. 人生lζ全く希望がありませんか.

162 死んでしまいたい乙とがありますか.

163 いつも， くよくよしていますか.

同4 苦労性(くろうしよう)は家系的(か
けいてき)ですか.

165. 乙まかい乙とが気にかかりますか.

166. 神経質(しんけいしつ〉だといわれま
すか.

167 神経質は家系的くかけいてき〉 でtすか.

168 神経衰弱(しんけいすいじゃく)ICな
った乙とがあ りますか.

169 家族のだれかが，神経衰弱になったと
とがありますか.

170.精神病院に入院したと とがありますか.

171.家族のだれかが精神病院に入院した乙
とがあ りますか

p I 172. きょくたんなハニカミヤですか.

~ 173 家系的(かけいてき)にハニカミヤで
袋! すか.
x. 
性 I 174. 感情をがいしやすいですか I27.2 I 22.8 I 25.0 

6 1 175 批評(ひひょう)が気にかかりますーか・156. 8 1 56. 5 1 56. 6 

項 I 176.自分を気むづかしゃと思いますか 21.2 I 16. 1 I 18.6 
d I 177 他人fC，どかいされやすいですか 24.8 114.5 1 19.6 

Q 178 友人口も気を許しませんか I 10.8 I 7. 1 I 8.9 
(f m すぐ気がいら戸ちますか I 23. 2 I 11.4 I 17. 2 怒 J~ .1'.J' ;J '¥ """lj/"-V F_/ 1.... -_.， ch ;;1 ，，，-， I ~V ' L. 1 ......_..... I 

り円 180. いつも突然の衝動〈しょうどう)にか ， 18.8 I 10.2 I 14.5 、J
られて物事をしますか

46.1% 

印7

14.5 

34.3 
8.5 

3.6 

17.2 

7.5 

20.0 

47. 1 
37. 8 

15.6 

2.4 

3.0 

0.2 

0.8 

25.7 

8.7 

5.5 

45.5% 

63.9 

I 39.2 I 29.4 

10.0 7.1 

4.8 I 2.4 

22.0 1 12.6 

10.4 

23.2 

13.3 

2.0 

2.0 

0.0 

0.4 

21.6 

7.1 

4.7 

16.9 

45.5 

36.5 

3.1 

46.896 

73. 6 

8.0 

48.8 

39.2 

18.0 

2.8 

4.0 

0.4 

1.2 

6
項
目
)

O

(不
安

-
9
明
円
)

N

(
抑
う
つ

2.0 

1.6 

1.2 

1.2 

2.8 ' 

2.0 
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181 いつも自制していないと失敗しますか.I 20.096 
182 ちょっとした乙とで， お乙りますか I19.2 

183 さしずされるとお ζ りたくなりますか.I 24.4 

184. 他の人の乙とでい ら立ちやすいですか.I 22.8 

185.気のすむようにできないと，カットな I 33. 6 
りますか

186 はげしく怒る乙とがあ りますか I25.6 

よくふるえますか.

たえずいら立ちますか.

急な物音でおののいたり，とぴあがっ
たりしますか.

190.どなりつけられると，すくみますか.

191. 夜中の突然の物背などで，おびえます
か.

192. おそろしい夢で，と きどき阿がさめま
すか.

193 おそろしい考えが心をかすめる乙とが
ありますか.

194. ときどき，ワケ もなくむにおびえます
か.

195 ときどき，ひや汗が111ますか.

14.996 

16.0 

18.8 

18.2 

28.1 

9.896 

12.9 

13.3 

13.7 

22.8 

Q 

21.8 

2.4 

3.2 

30.3 

18.0 

1.6 

1.6 

26.3 

3.2 

4.8 

34.4 

187 

188 

189 

37. 2 
40.2 

17.8 

2.4 

27.1 

31.8 
34.5 

24.7 

1.2 

42.8 

46.0 

29.6 

R

(緊
仮

・
9
項
目
)

13.3 

表 2は今回実施した CMI一位康調脊の質問内平等とその解符の%を示し

たものである.

表3は全学生の訴えの集計から20劣以上の質問項阿を特記したもので，

以下の様である
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0-48 時々胃を乙わす 54.9% -精神的自覚症状

0-55 家系に胃病がある 21.6 
M (不適応)

0-57 I時々下痢をする 51.3 

0-60 便る秘になやまされ 22.6 

M-148 るく片かと えけ I 33.7 F (皮膚)

F-72 皮膚が敏感で弱い 43.8 

F-78 できものができや 23.6 M-149 いをしおなかいとし， I 46.1 
すい

し、

G (神経系〉
M-150 ぬちさが書きしず官えや命 22.0 

G-79 悩1時む々激しい頭痛で 22.2 
M-151 lまらEカ3 やる人 26.1 

G-83 時々めまいがする 27.3 M-153 がつにくい 46.1 

H (泌尿生殖器系〉 M寸54 *f:I~炎相T が欲しい 68.7 

H-97 月経l時の術み 69.5 M-155 ~わ<íがれきるかないとい 25.7 

H-98 月経|時の不快感 49.1 

H-I00 月ら終つl印くζ気分がい 27.7 N (鈎1うつ〉

N-159 時々泣く I 34.3 

1 (疲労度〉 o (不安〉

1 -108 急しにまつうかζれとが切あってる 35.8 

0-165 争綱るる1H1 いζ とカì~ílC t.ょ 47.1 
1 -111 少とつし仕か事れκるはげむ 25.2 

0-166 経質だといわれ 37.8 

1 -113 気づかれがひどい 25.5 

1 -114 家れ族やすに神い経傾の向がつかあ
20.2 p (感受性〕

P-174 ! 山
る

P-175 担tj'f.が支iIζなる 56.6 
J (疾病頻度〕

Q (怒り〉
J -115 I時々病気をする 25.4 

Q-185 気きほるのな呑いむとかようっにとでな I 28.1 K (既往症)

K-136 手が術あをる受けた乙と 21.8 
Q-186 がげあるしく怒る乙と I 21.8 

K-138 時ケガ々 小をすさなる事故や 21. 4 
R (緊張)

L (習慣〉

R-189 急すなたな中どそり目物すのでがろりり〈音っむ突おとるさしであおのの l 初 3 

い びがっ

L-139 寝たつはき目がが惑さいめ，やすま 20.4 

し、
R双 I山90 長たどなお 然びけ夢のえらるれ物でる音る 1|l l 4370 2 2 

L-143 おを茶た コーヒ一等 29.7 
くさんのむ

R-192 い時 27.1
々 め
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Q A-2 42.8 Q A-2 41. 6 Q M-147 
uo|Q M U  

A-3 35.2 A-5 39.2 恥1{-148 40.81 M-153 I 45.5 

A-5 46.0 A-6 45.5 M-149 48.0 I M-154 I 63.9 

A-6 38.8 恥iJ.-153 46.8 

Q C-38 48.8 Q C-38 39.6 M-日4 73.6 

Q 0-46 44.8 Q 0-48 49.8 M-155 30.0 

0-48 60.0 0-57 54.1 Q N-159 39.2 
0-57 48.4 

Q F-72 44.0 Q F-72 43.5 
Q 0-165 

4881Q or 
Q G-83 32.4 

0-166 39.2 I 0-166 I 36.5 

Q 1-l-97 74.4 Q ]-1-97 64.7 Q P-175 56. 8 I Q P -175 I 56. 5 

1-1-98 51.6 H-98 46.7 Q Q-185 33.6 
ト[-100 31.2 

Q 1 -108 38.8 Q 1 -108 32.9 
Q R-189 344|Q L l叩 8

1 -113 30.8 
R-190 42.81 R-191 I 34.5 

Q L -143 I 32. 8 
R-191 46.0 

さらに学年別の傾向をみるために，訴えの3096以上の項目を示す.

乙の結*は青年JYj特有の年齢相応の愁訴内谷であると考えられる.それ

らの多くは，カウン セリ ングや健康相談等を尖』もするととにより解決の糸

口が見出されるものが大部分と忠われる.また専門医らによる内科，婦人

科， 眼科~J・の健康診断ならびに相談や， 心型学や仏~康教育などで知識をう

る乙とが大切であろう .それにより学生自身の他成意識を高め，健康K対

して|苅心度を深めさせること につながり，少なからずとも愁訴の数は減少

の傾向を示すものと忠われる.また大学の以生面の拡充をはかる乙とが，

学生の健康問題解決上有効な手段である乙とは言うに及ばない

表 5は現代青少年の悩み，心配どとに閲する資料である.

体力的にみて人生の中でも一番自信に満ちあふれる青年j切においてさえ

も，乙の表から健康に対する関心度がかなり誌iい乙とを示 している.どの

時期においても健康生活が確保されない環境下で、は悩みや心配ごとになっ

てあらわれる.年齢が進めば進む程健康に対する配慮がな されるのは今回
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の調査において もその片隣がうかがえる.

次lと表 6では各質問区分に対して， iはい」と答えた者の%を示し，訴
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えの傾向の分析を試みた

乙れらの表から%の多い)1聞にあげてみると，下記の通りである

1 年 2 "'F | 教和 一ス | 英文コース

① 消化器系 消化撚 系 消化ffi.系 消 化 器 系

身体首
② 泌尿 ・生殖系 泌尿生殖系 泌尿 ・生殖系 泌尿 ・生挺i系

③ 目 と 耳 目 と 耳 呼吸探系 目 と ]ヰー

@ 呼吸器系 心臓!保 管系 目の耳 呼吸器系

⑤ 相11 経 系 呼吸器系 有担 経 系 争11 経 系

① 不 適 応、 不 通 応、 不 適 応 不 適 応、

② :楽 3長 緊 ~Jk 緊 3長 緊 4長

③ 怒 り 不 'j; 袋、 り悠 り精項神的目
① 不 ~ 怒 り不 '!x. 不 '1i: 

⑦ 1¥長 コぎ到EにE 1生 感 ~ 相1 !¥長 :;:、ず2 十七 11長 玄〉室仁7， 性

⑤ j司l つ つ 知l つ てコ JllJ つ ーコ 抑l つ ーコ

さらに全項目区分を図示する と図 1・2の通りである.

乙の結果は K.Brodmanが指摘するように，I精神的訴えは高齢になっ

ても変化しないか低率の傾向にある.しかし身体的訴えは高齢になるにつ

れて増加する」と述べているが，本調査においてもほぼ問機の傾向が見ら

れる.

身体的なものに関 しては消化器系の訴えが第 1位で比倒的に多い.食欲

旺盛なH寺Jtrjでもあり，暴飲暴食からくる健康障害とも考えられる.また神

経性の胃腸障害なども考えられ， 身心fl~ 1刻の深いとと を示すもので， 位以

を害する要因は複雑多l技である.

さらに泌尿生殖器系の訴えが続き，今回は女子学生iζ限定した調査であ

るが，性差による疾患別訴えのあらわれで‘あると考えられる.月 経l時の焔

みや不快感は大半の学生が訴え，毎月経なければならな生理的現象である

だけに，積極的に生活改善を計り，少しでも苦痛をやわらげる指導及び，

正しい医学知識を持つ乙とが必要である と思われる.

また目と耳，呼吸器系等が続き一様に高い愁訴率を示す.特に呼吸器系

の訴えは，他と比較してみて高い数値であり，本校の周囲の環境条件が少

なからず関与している ものと推測できる.

また専攻別による差異は多少みられるものの，その大筋の部分では同一
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図 1 疾患別愁訴数(学年別〉

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13( %) 

A.目と工I

B. 11千 l吸器 系

C . 心臓1lJ~官系

D.消化器 系

E. 筋肉、骨絡系

F. 皮 l内~ミ

G.神経 系| ぶN

H. 泌尿生殖器系

1. :!Jlt労 l.i

J. 1.氏州抗II立

K. L(!t ii: :bl. 

L. ;1'1 官[

M.不適応

N. jJ[1 7 --:> 

O.不 安

Z P. !，，.p;受性

Q.怒

R. ~;ザミ 張 でκ

， 
〉え， 

←一一一一1年生

ご歩〈

傾向を示し，変化が余りあらわれない.専攻による健康意識の差異は， ζ

のl時期では明確にあらわれていないと言える.

次に精神的内容に関してであるが，不適応，緊張のいずれの項目も高い

訴である.以下怒り，不安といった青年期を特徴っーける項目がならび，精

神的成熟への途上ともいえる

次lζ K.Brooman による情緒不安傾向者の ふるいわけ方法に準拠して，

全質問項目中 (195)に対し30個以上「はい」と答えた多訴者を示したもの

が表 7である.
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A. t-I と l.j

B. ¥1'['- I吸山 系

C.心 臓 IJJKW 7(: 

D. di化日日系

E. I!)jl材、'IH科系

F. Il J内

G. ~II H. 71: 

H. ;，e，・iJ);11".~(I r，i;.7(、

1. jl~ 'jj- 1立

J. j尖州 JJ.ii11 

K. I !~ ii， Ü~ 

L. ~l'/汀i

M.不 jOi Iぶ

jflJ う つ

O.不安

P. !必':1: t七

Q. k三

R.緊 5長

図2 疾患別愁訴数 (専攻別)

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ~ 13(00) 

一一一教峨コ ース

〉三K

k 

k 

乙のあli*11r次は 2il~次よりも両半を示し . 1 ij三次の不安とJl)J符が入 り

出じった仰 "J ~二活への心身の緊強が，い ろい ろな面に出轡してい るものと

考えられる.

はじめての独りぐらし生活に伴なう ，物的人的環境条件などが.}~íーやjli!IÎ

生上さまざまな問題を生じさせ，その結果精神安定度を欠き，乙 れらが嬰

凶となり，{ill康をそ乙なう乙とも少なくないと思われる.

K. Brαlman方法において，全質問項目中， 30項目以上にわたって「は

い」と答えている場合情緒的に問題があるとしている.
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「寸一学 校 名 l五齢|軌 I30項目利 I 30lJ~[ [ J2J._l. I 

l{F ¥ ~T2な | ;;2 I 2 ! ?i rl h::;%
2 {p 17tz:21|;:212212izU212: 

表8 愁訴数30項目以上の分布 注 ( )は%を示す

学校 名 l年同専攻， 日中日中日9:50~

(506.0 0〉
26 

(10183 ) 
11 I 5 4 

R保育専門学校 18歳 教I[被 (21.7) ( 9.2)1( 4.2) ( 3.3)1( 0 
1 {[o 

70 30 
(1115 6) 

6 I 5 4 
T.R女子短大 18I!設英文(53.8) (23.1) ( 4.6)1( 3.8) ( 3. l)1( 

112 25 10 。
T.R女子短大 19i，お英文(70.0) (15.6) ( 6.3) ( 5.0)1( 2.5) ( O)I( 0 

2年
62 

(20109 〕
12 

( 1. b!( g) 。T.R女子短大 20成 英文 (65.3) (12.5) ( O)I( 1 

(521300M12256 4) 
28 17 10 8 

1 年総吾|ー (11.2) ( 6.8) ( 4.0) ( 3.2) ( 0 

174 44 22 9 4 。
2 '[三総計 (68.2) (17.3) ( 8.6) ( 3.5) ( 1. 6) ( 0) ( 0 

304 100 50 26 14 8 
全体集計 1(60.2) (19.8) ( 9.9) ( 5.1) ( 2.8 )I( 1. 6) ( 0 
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表 8は愁訴数の分布をさら に詳細にみるために示したものである

乙の結果か ら愁訴数30-391[集中するが，わずかではあるが， Brodman 

の越準の2倍以上の多訴者が見られる.愁訴数が非'，1;;;1乙高い者lζ対してい

える乙 とは，身体面， 精神面の両面において， 高い数値を示す傾向は興味

をひく

先般調査された 筑放大内プロジェク トチームによる CMIー調査による

と，都市開発化の直接的間接的影響を受けている地域住民は，農村地域な

らびに郊外地域にある大学生群に比較して，不安愁訴が多いとい う結果を
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hid-irh日;l円イ;;1LP6
2 作2221;:lzz|:;|;;;!:;|;:::

-1 iiijl「「l:;岡山:!
判告している.乙れらの乙とからも，都市生活は直接的間接的lζ似康状態

に大きな拶轡を及ぼしていると考えられ，乙の意味からも学生生活の基本

である他肢を確保するために，学習環境さらには生活環境などの整備を急

ぎ，一方学生たちに対してきめ細かい健康教育がなされるべきであろう

表9は全愁訴数分布を示したものである.

次に CMI一健康調査において項目 rM-RJの精神安定度の項目に閲

する検討を加えてみた.乙れらの質問項目は (51)あり，精神不安定およ

び神経症などの傾向にある者の screening-testとして用いられ，徐々に開

発が加えられている

乙れらの質問項目中約2096'乙相当する愁訴数10個以上の者の集計が表10
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L 名 年献 .ji攻 I0-9 川尋 1~0-2~ 130-39140-~91

1司FtftHErl:;;if;(211223573mu
F -大lzZI1551;;川口|;;;;liU

である

乙の結果，専攻別iζ検討すると 1年次生は，教I股，英文両コ ース共lζ，

5096以上の非常に高い他を示している .2年次生についても多少 1年次よ

りは低率のものの40労以上と， 精神的不安定愁訴の多訴者である学生集聞

といえる.時期的には後WJ授業開始直後で，各学年共lζ新学JUJのあわただ

しい時でもある.特IC前期試験の結果が発表されたり 2年生においては就

職試験を間近にひかえてとい う期間で，精神的不安定傾向にtEIJrIをかけて

いる という 乙とは考えられる.乙のよ うに実純時JUH乙よっても fll'[は変動す

る乙とが予dJlJできる.

さらに10例以上の愁訴数の分布を細か く示したも のが表11である

愁訴数20例以上(約4096に相当)の高率を示す学生が 1-2年共におり，

特に 1年次では27人(10.896)にあたり注目 される . ζ の結果が即精神的

不安定者と断定するのは危険である乙とはいうまでもない乙と であるが，

少な くとも他学生と比較して多くの問題を残しているという乙とについて

はかわりない.調夜後の例々の追跡を行う乙とが大切であり ，適切な指導

がなされる ζ とが望ましい.

精神不安愁訴者傾向に対していろいろな解釈がな されようが，精神的側

面から起因するストレス以外!C，身体的欠陥や，身体そのものの疾病ーなど

が原因で高不Aの愁訴数を示しているという乙とは十分に考えられる.つま

り精神而と身休而の相互関iililζついて，十分な検討が力11えられ， 精神不安

定傾向者の実態を正確に把短し，それに基づいた健康管理ならびlζ指導が
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表12 M~R項目の訴愁率分布

!日未満 I3~6 I 6 ~ 9 I 9 ~1 2 I山 5 I 1日 8 1 18~21 
1年121( 8.4)1 39(15.6)1 40(16.0)1 38(15.2)1 37(14.8)1 27(10.8)1 14(5.6) 

2年131(12.2)1 62(24.3)1 50(19.6)1 39(15.3)1 31(12.1)1 18( 7.1)1 15(5.8) 

丁戸円 24~27 I幻…~州3ωO川1ω…~州3お3什|幻…~引3鉛6什!鉛…~州3却9川|拘
0.4心) 

己山l王1;2幻山川川;:山氾刈;口お司;2司;!い|い川;?(OM8 川: ::4山;!パ;( l引2の2)!い:Lしいい(付山川Oω川J4心4)1はf;f(ω
なされるととが今後大切な乙ととなろう

表12はさ らに和11m)にわた っ て rM~RJ の項目の愁訴数を示したもので

ある

特iと多訴者lζ対して，調査後のカウンセ リングならびに家庭とも十分な

述絡をとり，適切な生活指導がなされなければならない.そうする乙とに

より ， 1人でも精神的ストレスの学生数を減らす乙とができるであろう

特lζ相淡相手を強く現む傾向の女子学生において，定期的なカウンセラー

制度の充実， 健康セ ンタ ーの開設が急務ではなかろうか.

4 まとめ

大学入学以来都会での新生活をはじめる学生， 2年次になり就職をひか

えての学生生活は様々な問題が横たわっているといえる

都市生活の複雑な物的，人的環出変化が，学生の心身の健康状態に支障

をきたすととがあってはならないはずである.しかし現実には，新環境に

伴なう不安，とまどいさらには受験期の過度の緊張状態が持続し，乙れら

が複雑にからみ合い，さまざまな他康問題が生じている.

今阿の CMI 健康調査に より， 学生の日常の健康状態ならびに精神安

定度を調べ分析， 検討を加えた.

調査結果は次のとおりである

身体的症状では①消化器系，②泌尿 -生亦(探系，③目と耳，④呼吸器系，

神経系， ⑤心臓脈管系lζ関する項i=!J1慣に愁訴数が高い.質問内容としては，

女子学生特有の訴えが多く，間食をたえずする，月経時の痛みや不快感等
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が特iζ高い%を示している.

精神的項目に関しては①不適応， ②緊張， ①怒り ，④不安，⑤感受性，

@抑うっという結果である

CMI-健康調査の処理，c:関しては.K. Broclman方法iζ準拠した.

すなわち全質問項目 (195)中 30項目以上「はい」と答えた者は情緒不

安定傾向者であるとしている

本調査においては . 1年次生が4896.2年次生が31.896とかなりの学生

が多愁訴傾向を示しているといえる.

また判定基準のイ去にあたる愁訴数60個以上の者は 1年生で 7.696. 2年

生で 2.496で. 1年生において相当高率を示している

さらに質問項目 íM~R J の 51 項目は，精神不安定傾向をみるために

scr巴ening-testとして用いられている .10項目以上の愁訴数を示す者は 1

年次5496. 2年次41.2;;ちであり，いずれも精神安定度は非常に低いという

ととになる.ある而では問題の多い精神的な而において指導が必要な学生

が多い乙とを示している.都市構造lζ起因する様々な要因が，心身の過度

な緊張状態をうみ，それにともなう都市環境への不適応を起しているので

はないかと考えられる.当然大学当局だけでは対処できる問題ではないが，

少くと も円常の学生の健康生活を確保する上に，生活指導，カウンセリン

グによる他康生活へのアプローチは可能である.それらの活動を通して学

生向身の健康意識の向 |二，健康に対しての正しい認識を もっととなどによ

り，かなり問題は解決できる点も多いのではないだろうか.

さらにはより適切な学習環境，厚生施設等の拡充は，学生の{泉純竹理の

而からも対策を郁ずる乙とが必要と思われる

今阿の調査をふまえて学生の他康状態の傾向を得る乙とができたととは

収穫であったが，いくつかの疑問点を残しており，今後さらに研究を深め

たいと考えてい る

以上木調脊に関して御指導をいただきました筑波大学休育科学系細川淳

一先生に深く感謝致します.
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代
文
学
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代
仏
教
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研
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序
説

石
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教

張

宗
教
と
文
学
と
の
間

人
間
と
は
な
に
か
、
人
生
と
は
な
に
か
、
人
聞
は
い
っ
た
い
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
こ
う
し
た
根
本
命
題
は
、
限
り
な

く
永
遠
に
解
き
え
な
い
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
乙
と
を
実
質
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
な
お
問
わ
な
い
で
は
お
れ
な
い
不
朽
の
テ
!
?

で
も
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
人
聞
は
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
、
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。
宗
教
と
文
学
と
い
う
異
質
な
も
の
の
同
時
存
在
は
、
究
極
的
に
は
人
間
の
問
題
、
人
間
の
い
と
な
み
と
そ
の
あ
り
ょ
う
を
探
究
す
る
乙

(
問
〉



(
川
)

と
に
帰
結
す
る
。

宗
教
と
文
学
は
、
痛
切
で
苛
烈
な
人
間
存
在
の
深
部
に
参
入
し
、
不
安
と
危
機
に
つ
つ
ま
れ
た
人
聞
の
生
死
と
病
め
る

魂
に
た
い
す
る
徹
底
し
た
凝
視
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
と
い
え
よ
う
。

「
孤
独
は
山
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
街
に
あ
る
。
一

人
の
人
間
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
お
お
ぜ

い
の
人
間
の
聞
に
あ
る
の

で

あ
る
」

(三
木
清

『哲
学
ノ
l
ト
』
)。

孤
独
は
も
と
よ
り
煩
悶
や
苦
悩
や
迷
妄
や
悲
哀
は
、
い
ず
れ
も
人
聞
に
と
っ

て
限
り
な
く
生
起
す
る
精
神
空
間
の
現
象
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
個
人
の
孤
絶
し
た
内
部
に
の
み
起
る
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
人
と
人
と
の
問
、
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
と
し
て
の
世
聞
に
み

ち
あ
ふ
れ
で
い
る
生
の
実
態
で
あ
る
。
死
も
ま
た
、
人
聞
に
と
っ

て
の
根
源
的
不
安
の
源
泉
で
あ
り
、
人
聞
が
必
ず
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な

い
厳
粛
な
眼
前
の
現
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

一
切
の
苦
悩
は
世
間
や
人
と
人
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
神
と
人
間
あ
る
い
は
仏
と
人

間
と
の
「
間
」
に
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
な
き
悲
惨
さ
の
ゆ
え
に
あ
く
な
き
罪
の
深
淵
に
ひ
き
ず
り
乙
ま
れ
る
運
命
の
う

ち
に
あ
り
、
仏
に
背
く
が
ゆ
え
に
果
し
な
き
業
苦
に
沈
ま
ね
ば
な
ら
な
い
生
死
の
う
ち
に
そ
の
原
質
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
は
創
造
主
で
あ
り
人
聞
は
被
造
者
と
し
て
存
在
す
る
。
堕
非
と
し
て
の
人
聞
は
、
神
の
意
志
に
規
定
さ

れ
て
い
る
が
同
時
に
神
の
愛
を
-
つ
け
る
対
象
主
体
で
も
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
深
淵
に
そ
そ
が
れ
る
神
の
愛
は
、
そ
の
神
の
愛
に
背
い
て

箆
罪
し
た
脱
落
存
在
と
し
て
の
人
聞
を
、
価
値
な
き
人
間
の
す
べ
て
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
神
の
光
で
あ
る
。
乙
の
神
の
愛
と
い
う
光
に

照
ら
さ
れ
て
と
そ
、
堕
罪
と
し
て
の
人
聞
に
お
け
る
影
の
問
題
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
の
ば
あ
い
は
、
仏
と
人
間
と
の
「
間
」
に
隔
絶
は
な
い
。
仏
と
人
間
と
は
同
質
の
次
元
に
あ
る
。

人
間
を
は
じ
め
門
然
を
も
ふ
く

む
衆
生
は
、
い
ず
れ
も
仏
性
を
具
仙
し
て
お
り
、
法
を
悟
り
智
慧
と
慈
悲
を
休
到
し
た
党
者
が
釈
迦
牟
尼
仏
お
よ
び
三
世
十
方
の
諸
仏
と

し
て
遍
花
し
、
救
済
の
光
を
そ
そ
ぐ
。
同
時
に
仏
教
で
は
、
人
間
は
、
仏
と
仏
の
教
え
を
訓
端
的
否
定
す
る
邪
悪

・
背
信

・
不
正
等
に
よ
っ



て
苦
海
に
没
在
し
悪
道
に
堕
ち
、
そ
の
非
と
煩
悩
と
に
よ
っ

て
六
迫
(
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
修
羅

・
人
・

天
の
六
界
)
を
さ
ま
よ
い
仏

性
を
お
お

い
つ
く
し
、
つ
い
に
は
仏
種
を
断
絶
さ
せ
て
四
聖
(
声
聞

・
縁
党

・
菩
薩

・
仏
界
)
と
り
わ
け
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
と

と
が
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
は
、
救
済
主
で
あ
る
と
と
も
に
真
理
に
党
醒
し
た
導
き
の
師
と
し
て
、
親
し
き
父
母
と
し
て

一
切
衆
生
を
わ
が
子
と
み
な
し
、
生
老
病
死
に
誕
苦
す
る
も
の
を
、
本
心
を
失
な
っ
た
蹴
倒
の
人
々
を
、
教
え
に
背
き
敵
対
す
る
も
の
を

も
仏
の
広
大
無
辺
の
慈
悲
心
に
抱
き
い
れ
て
、
仏
身
の
成
就
す
な
わ
ち
数
済
の
世
界
に
導
い
て
ゆ
く
と
と
を
永
遠
に
誓
願
し
つ
づ
け
て
い

る
。
乙
の
永
遠
な
る
救
済
の
慈
悲
と
い
う
慈
光
慧
光
の
光
明
に
よ
っ

て
、
地
獄
の
ど
ん
底
に
悲
傷
し
う
め
く
人
聞
の
罪
苦
が
焔
烈
に
照
ら

し
だ
さ
れ
、
世
間
と
人
聞
に
お
け
る
附
聞
の
世
界
が
示
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
神
の
愛
や
仏
の
慈
悲
と
は
、
人
間
内
部
の
罪
苦
を
徹
底
的
に
凝
視
し
て
や
ま
な
い
永
遠
な
る
救
済
の
限
の
、
輝
く
光

明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
の
意
味
で
は
、
ほ
ん
ら
い
、
人
間
凝
視
の
徹
底
は
宗
教
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
し
、
人
間
存

在
そ
の
も
の
を
じ
っ
と
見
つ

め
て
救
済
の
光
を
そ
そ
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
良
の
宗
教
と
は
い
え
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
少
く
と
も
宗
教
が

文
学
に
た
い
す
る
ば
あ
い
は
、
人
間
の
般
に
よ
っ
て
凝
視
さ
れ
る
人
間
の
い
と
な
み
に
閲
し
て
、
神
と
人
間
と
の
関
係
あ
る
い
は
仏
と
人

間
と
の
連
聞
に
お
い
て
、
乙
う
し
た
光
の
証
明
を
は
た
し
、
影
と
し
て

の
人
間
内
部
を
ほ
り
さ
げ
魂
の
探
究
と
い
う
最
終
領
域
に
ま
で
照

射
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
が
、
文
学
と
の
緊
張
関
係
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
非
苦
や
不
安
と
危
機
に
参
入
し
、
聖
な
る

も
の
、
永
遠
な
る
も
の
、
日
告
な
る
も
の
へ
と
人
間

μ動
を
か
り
た
て
る
出
動
々
と
な
り
、
同
時
に
創
作
の
似
泉
た
り
え
る
人
間
凝
視
の
限

を
提
示
す
る
役
割
を
持
ち
え
る
か

い
な
か
|
そ
れ
は
宗
教
と
文
学
と
い
う
問
題
の
「
と
」
の
刊
を
充
た
す
た
め
の
宗
教
じ
し
ん
の
課
題
で

あ
ろ
・っ。躍

点
の
幼
を
し

過
ぎ
て

〈
問
〉



凶

(
川
)

妙
の
み
法
に

あ
ひ
ま
つ
り
し
を
(
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」)

宮
沢
賢
治
は
、
法
華
経
信
仰
と
日
蓮
へ
の
帰
依
に
さ
さ
え
ら
れ
て
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
に
心
身
を
傾
注
し
、
仏
教
の
領
域
に
た
っ
た

表
現
主
体
と
し
て
法
華
経
信
仰
を
基
層
と
し
な
が
ら
文
学
作
品
を
形
象
し
て
い
っ
た
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
修
羅
と
し
て
の
自

己
を
凝
視
し
た
賢
治
を
燃
え
上
ら
せ
た
原
動
力
は
、
万
物
最
大
幸
福
の
根
源
で
あ
り
一

切
衆
生
の
帰
趣
で
あ
る
法
華
経
と
の
出
会
い
と
法

華
経
へ
の
至
心
の
帰
命
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

一
度
叫
ぶ
と
き
に
は
世
界
と
我
と
共
に
不
可
思
議
の
光
に
包
ま

れ
る
の
で
す
」
(
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
)

「南
無
妙
法
蓮
華
経
は
空
聞
に
充
満
す
る
白
光
の

星
雲
で
あ
り
ま
す
」

(
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
)
。

乙
の
白
光
に
包
ま
れ
照
ら
し
だ
さ
れ
た
世
界
を
描
き
だ
し
た
の
が
、
賢
治
に
よ
る
ま
こ
と
の
文
学
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
か
ら
の
宗
教
は
芸

術
で
す
。

乙
れ
か
ら
の
芸
術
は
宗
教
で
す
」
(
関
徳
湘
宛
書
簡
)
と
主
張
し
た
宗
教
と
芸
術
と
の
「
間
」
に
充
満
し
て
い
た
の
は
、
法
華

経
に
帰
命
し
、

「
無
上
菩
提
に
至
る
橋
梁
を
架
し
」
(
宮
沢
政
次
郎
宛
書
簡
)
て
ゆ
乙
う
と
す
る
賢
治
を
包
む
法
華
経
の
白
光
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

い
古?し
こ
の

先
づ
は
静
に
静
に
大
聖
人
の
大
慈
悲
を
お
伝
へ
な
さ
れ
如
来
の
御
思
召
を
お
語
り
な
さ
れ
(
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
)
。

文
墳
と
い

ふ
脚
気
み
た
い
な
も
の
か
ら
超
越
し
て
し
っ
か
り
如
来
を
表
現
し
て
下
さ
い
(
関
徳
明
宛
書
簡
)
。

「
歴
史
や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
よ
う
と
企
画
し
、
そ
れ
を
基
骨
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
生
活
を
発
表
」
す
る

こ
と
を
意
図
し
た
詩

集

『呑
と
修
羅
』
も
、
「
正
し
い
も
の
の
種
子
を
有
し
、
そ
の
美
し
い
発
芽
を
待
つ
」
(
『注
文
の
多
い
料
理
屈
』
新
刊
案
内
)
願
い
を
乙
め

た
賢
治
に
お
け
る
童
話
作
品
の
世
界
も
、
作
品
そ
の
も
の
の
自
立
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
作
品
に
結
自
問
さ
れ
、
た
え
ず
作
品
ぜ

ん
た

い
を
背
後
に
あ

っ
て
さ
さ
え
て
い
た
も
の
が
、
自
分
も
い
っ
さ
い
の
生
き
も
の
を
い
っ
し
ょ
に
包
み
こ
ん
で
い
る
法
華
経
の
「
不
可



思
議
の
光
明
」
で
あ
っ
た
乙
と
は
疑
い
え
な
い
。

『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
か
ら

『雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
に
い
た
る
内
容
は
、
法
華
経
の
常
不

軽
菩
薩
が
歩
ん
だ
信
仰
の
足
跡
を
う
け
と
め
た
デ
ク
ノ
ボ

l
の
生
き
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

『
双
子
の
星
』
や

『銀
河
鉄
道
の
夜
』
な

ど
は
「
人
間
の
世
界
の
修
羅
の
成
仏
」
(
保
阪
嘉
内
宛
諸
問
)
を
祈
り
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
苦
悩
か
ら
成
仏
へ
の
道
を
歩
む
と
と
を

願
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ね
が
は
く
は
ζ

の
功
徳
を
あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
て
十
界
百
界
も
ろ
と
も
に
全
じ
く
仏
道
成
就
さ
ん
。
一
人

成
仏
す
れ
ば
三
千
大
千
世
界
山
川
草
木
虫
魚
禽
獣
み
な
と
も
に
成
仏
だ
」
(
保
阪
嘉
内
宛
沓
簡
)
。

賢
治
は
ま
た
、
こ

の
法
華
経
の
光
に
照
=
り
さ
れ
た
銀
河
を
包
む
透
明
な
宇
宙
志
士
山
を
見
て
と
り
、
移
ろ
い
ゆ
く
現
実
の
う
ち
に
限
り
な

い
命
と
ま
乙
と
の
力
が
息
づ
い
て
い
る
乙
と
を
と
ら
え
て
い
る
。

乙
の
限
の
前
の
、
美
し
い
正
や
野
原
も
、
み
な
一
秒

a

つ
つ
け
づ
ら
れ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
も
し
も
ま
こ
と
の
ち
か
ら
が
、

乙
れ
ら
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
お
と
ろ
え
る
も
の
、
し
わ
む
も
の
、
さ
だ
め
な
き
も
の
、
は
か
な
い
も
の
、
み
な
か

ぎ
り
な
い
い
の
ち
で
す

(
『
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
』
)。

こ
こ
に
は
、
生
起
明
滅
す
る
流
転
現
象
の
な
か
に
、
永
遠
に
し
て
限
り
な
い
仏
の
い
の
ち
と
救
済
の
力
を
信
じ
、
広
大
な
精
神
空
聞
に

生
か
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
魂
が
宇
宙
の
微
塵
と
な
っ
て
拡
散
さ
れ
て
ゆ
く
乙
と
を
祈
念
し
た
賢
治
の
信
仰
世
界
の
あ
り
ょ
う
が
語
ら
れ
て

いブ匂。『
に
よ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ほ
ん
』
。
と
繰
り
返
し
て
つ
ぶ
や
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
前
の
方
を
行
く
鬼
が
立
ち
と
ど
ま
っ
て
不
思
議

さ
う
に
一
郎
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
ま
し
た
。
列
も
と
ま
り
ま
し
た
。
ど
う
云
ふ
わ
け
か
鞭
の
音
も
叫
び
声
も
や
み
ま
し
た
。
し
い
ん
と

な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

気
が
つ

い
て
見
る
と
そ
の
う
す
く
ら
い
赤
い
璃
磁
の
野
原
の
は
づ
れ
が
ぼ
う
っ
と
黄
色
い
ろ
に
な
っ

て
そ

五

(
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の
中
を
立
派
な
大
き
な
人
が
ま
っ
す
ぐ
こ
っ
ち
へ
歩
い
て
来
る
の
で
し
た
。
ど
う
云
ふ
わ
け
か
み
ん
な
は
ほ
っ
と
し
た
や
う
に
思
っ
た

の
で
す

『
ひ
か
り
の
素
足
』
に
み
ら
れ
る
〈
立
派
な
大
き
な
人
〉
は
、
大
き
な
貰
い
ろ
の
光
が
円
い
輸
に
な
っ
て
頭
の
ま
わ
り
に
腕
い
て
お

り
、
世
界
を
包
む
大
き
な
徳
の
力
で
子
ど
も
た
ち
に
微
笑
を
も
っ
て
語
り
か
け
、
暗
い
困
を
明
る
い
浄
土
に
し
て
ゆ
く
「
光
る
す
あ
し
」

の
人
で
あ
る
。

ζ

の
釈
迦
牟
尼
仏
の
光
に
よ
っ
て
、
時
閣
を
光
の
浄
土
へ
と
変
換
し
て
ゆ
く

一
躍
の
光
明
と
な
る
も
の
、
そ
れ
が
、
賢
治

に
よ
っ
て
結
晶
さ
れ
た
文
学
作
品
の
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
誠
の
輝
き
の
日
」
(
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
)
を
祈
願
し
、
唯
一
の
誠
の

道
と
し
て
の
法
華
経
の
春
光
を
仰
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
に
い
っ
さ
い
を
包
み
入
れ
た
賢
治
の
魂
の
息
ぶ
き
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
が
神
や
仏
の
実
在
を
信
じ
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
人
生
態
度
を
決
定
す
る
生
き
方
を
本
質
と
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
文
学
は
仮
象

と
虚
構
の
世
界
を
描
く
芸
術
体
験
で
あ
る
。

文
学
の
生
命
は
、
醜
悪
な
も
の
、
、
恥
ず
べ
き
も
の
、
感
に
抗
し
が
た
く
ひ
き
乙
ま
れ
る
人
閣
の
深
部
を
凝
視
し
、
そ
の
罪
性
や
苦
悩
に

あ
え
ぐ
人
間
存
在
を
形
象
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
仮
構
世
界
の
創
作
は
、
ほ
ん
ら
い
人
間
の
直
面
し
て
い
る
不
条
理
さ
を

感
覚
的
具
象
的
に
解
照
す
る
体
験
で
あ
り
、
そ
の
人
閣
の
あ
ら
ゆ
る
歪
み
に
鋭
く
対
応
し
反
抗
す
る
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
宗
教

で
は
生
死
の
超
克
を
め
ざ
す
魂
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
袋
請
さ
れ
る
が
、
文
学
に
お
い
て
は
人
間
の
実
人
生
の
真
実
を
執
よ
う
に
追
求
し
て

ゆ
く
生
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
基
底
と
し
て
い
る
。
乙
の
意
味
か
ら
、
人
間
へ

の
切
実
な
関
心
や
興
味
を
失
わ
ず
、
人
間
の
パ

ト
ス
的
側
面
を



つ
か
み
だ
す
乙
と
の
で
き
る

い
と
な
み
が
文
学
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
も
ま
た
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
生
の

い
と
な
み
と
そ
の
存
荘
内
部
を
凝
観
し
て
止
ま
な
い
点
を
木
質
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

宗
教
と
文
学
と
は
、
光
と
影
、
明
と
聞
の
闘
速
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
凝
視
の
限
が
な
に
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

問
題
と
無
関
係
で
は
な
い
。
宗
教
と
文
学
と
は
、
質
的
に
相
児
し
二
律
背
反
す
る
も
の
と
折
摘
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
た
し
か
に
、
生
き

方
を
求
め
る
宗
教
と
生
き
ざ
ま
を
主
題
と
す
る
文
学
と
の
間
に
一
条
の
総
が
あ
る
。
ま
た
作
品
切
界
に
お
い
て
、
い
か
に
芸
術
性
最
か
な

文
学
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
宗
教
性
を
結
晶
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば
宗
教
と
文
学
と
の
聞
を
充
た
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
い
か
に
宗
教
味
に

宮
ん
で
い
よ
う
と
も
芸
術
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
文
学
作
品
と
し
て
の
州
似
を
持
ち
え
な
い
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

だ
が
霞
一要
な
事
が
ら
は
、
宗
教
と
文
学
と
い
う
キ
題
に
お
け
る
「
と
」
の
問
題
と
そ
の
内
答
に
あ
り
、
ζ

の
引
裂
れ
た

「
と
」
の
聞
の

異
質
性
だ
け
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
問
」
の
機
微
を
充
た
す
も
の
は
な
に
か
を
考
え
る
と
と
で
あ
る
。
乙
乙
に
、
宗
教
と
文

学
の
命
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
は
光
明
に
よ
っ
て
閣
を
照
ら
し
永
遠
な
る
眼
で
世
間
お
よ
び
人

聞
を
凝
視
す
る
乙
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
文
学
は
、
人
間
存
在
に
潜
む
聞
を
聞
と
し
て
見
つ
め
、
そ
の
時
間
に
生
き
る
人
間
の
服
で
人

間
の
深
部
を
掘
り
下
げ
閣
と
光
の
交
錯
す
る
人
間
の
生
と
魂
の
た
ゆ
た
い
を
探
求
す
る
い
と
な
み
を
主
題
と
し
て
い
る
。
宗
教
と
文
学
と

は
、
安
易
な
妥
協
を
拒
否
し
な
が
ら
相
互
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
光
と
閣
の
聞
に
心
身
を
お
く
人
間
と
世
間
と
を
徹
底
的
に
凝
視
し
つ

づ
け
る
乙
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
坪
内
泊
進
は
、

「
，
似
劇
と
宗
教
と
は
到
政
相
自
作
れ
ず
両
立
し
が
た
い
も
の
か
と
い
ふ
に
必
ず
し
も
さ

う
で
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
宗
教
と
演
劇
と
は
其
の
版
始
時
代
に
於
て
因
と
な
り
果
と
な
ツ
て
離
れ
が
た
い
関
係
を
も
ツ
て
ゐ
た
ば
か
り

で
な
く
、
今
も
尚
宗
教
は
立
派
に
演
劇
的
の
一
面
を
具
へ
て
ゐ
る
」
(
「
宗
教
と
演
劇
」
妙
宗
第
九
一
線
第
二
十
一
号
)
と
の
べ

て
い
る
。

乙
れ
は
、

宗
教
と
演
劇
と
の
関
速
に
ふ
れ
た
一
文
で
あ
る
が
、
宗
教
と
芸
術
(
文
学

・
演
劇
)
と
の
因
果
性
、
宗
教
の
も
つ
芸
術
性
と
芸

七

(
川
)
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術
の
な
か
の
宗
教
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
幸
田
露
伴
は
、

「
到
底
妄
想
撲
滅
に
あ
ら
ず
ん
ば
無
茶
な
ら
ざ
る
小
説
は
成
ら
ず
大
真
如
界
に
住
せ
ず
ん
ば
好
句
も
好
小
説
も

成
ら
ず
」
(
「
地
獄
谷
風
流
書
簡
」
)
と
の
べ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
『風
流
仏
』
を
書
い
た
の
ち
、
魔
的
な
恋
の
「
妄
想
」
が
強
烈
に
拡
大
し

た
た
め
魔
と
格
闘
し
な
が
ら

『風
流
魔
』
の
執
筆
を
ζ

乙
ろ
ざ
し

『艶
魔
伝
』
や

『風
流
悟
』
を
書
い
て
ゆ
く
道
程
で
記
さ
れ
た
告
白
の

乙
と
ば
で
あ
る
。
大
真
如
界
(
仏
の
世
界
)
に
住
ん
で
魔
の
「
妄
想
撲
滅
」
を
は
か
る
と
い
う
露
伴
の
姿
勢
は
、

「
魔
作
の
世
界
」
を
幻

影
と
し
て
描
く
小
説
か
ら
「
真
風
流
の
真
小
説
」
(
前
掲
書
)
を
な
し
と
げ
て
ゆ
く
決
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
乙
に
は

「
仏
」
と

「
魔
」
が
風
流
を
媒
介
と
し
な
が
ら
葛
藤
し
、
魔
に
よ
る
妄
想
を
転
換
し
て
聖
な
る
も
の
に
純
化
さ
せ
て
ゆ
く
露
伴
の
理
想
が
乙
め
ら
れ

て
い
る
。
と
れ
は
、
有
限
の
命
の
中
に
無
限
の
命
を
体
得
す
る
悟
道
の
精
神
を
、
作
品
世
界
に
お
い
て
形
象
し
よ
う
と
し
た
露
伴
の
根
本

的
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

露
伴
は
ζ

れ
以
前
に
、

「
仏
法
を
情
解
の
眼
鏡
で
覗
く
」
乙
と
を
意
図
し
て

『毒
朱
唇
』

(
明
治
お
)
を
書
い
て
い

る。

ζ

の
作
口
聞
に

登
場
す
る
山
女
は
、

「
お
釈
迦
様
」
を
恋
慕
し
「
自
然
と
仏
一
代
の
御
所
行
聞
き
お
ぼ
え
て
、
初
も
世
界
の
大
歌
人
、
天
晴
美
し
い
れ

キ

c
ez・

様
、
た
の
も
し
き
男
、
粋
な
お
人
、
実
の
あ
る
お
方
」
と
讃
歎
す
る
。
さ
ら
に
、
悲
し
い
と
と
、
は
か
な
い
と
と
、
情
な
い
と
と
に
心
を

あ
ふ

動
か
し
た
「
初
一
念
」
か
ら
大
千
世
界
を
覗
い
て
説
い
た
一
切
経
は
、
理
屈
で
は
な
く
大
き
な
人
情
を
胸
に
抱
き
「
溢
る
る
程
大
き
な
愛

情
の
熱
涙
」
を
た
た
え
た
心
根
を
語
っ
た
も
の
と
の
べ

、
理
屈
に
化
し
た
宗
教
の
あ
り
方
を
批
判
し
「
其
御
愛
憐
の
切
な
る
御
心
」
に
恋

慕
す
る
心
情
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、無
明
煩
悩
の
長
夜
に
乙
の
釈
尊
を
恋
い
焦
れ
る
時
、
「
嬉
し
ゃ
片
恋
も
感
応
あ
り
て
語
り
得
ぬ
面

白
昧
さ
へ
あ
る
ぞ
か
し
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
乙
乙
に
は
釈
尊
を
「
初
一
念
が
人
情
の
激
動
、
高
尚
の
感
情
が
浮
ん
だ
が
源
で
、

一
生
想

か
た
さ
ま

像
を
歌
っ
た
方
様
」
と
の
べ
る
よ
う
に
、

「
浮
世
の
半
面
」
を
大
き
な
愛
情
の
熱
一涙
と
愛
憐
の
心
で
包
み
、
激
動
す
る
人
情
を
讃
歌
し
た



釈
尊
の
詩
魂
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
乙
の
「
大
歌
人
」
の
愛
憐
の
心
に
感
応
す
る
深
い
恋
ぷ
渇
仰
の

一
念
に
よ
る
想
像
性

の
大
切
さ
を
も
の
べ

て
い
る
。
露
伴
は
、

「
仏
法
を
情
解
の
眼
鏡
で
覗
く
」
観
点
か
ら
、
仏
教
の
な
か
の
文
学
性
を
と
ら
え
有
限
の
命
の

な
か
に
無
限
の
命
を
体
得
し
た
「
大
讃
歎
」
を
描
い
た
の
で
あ
る

(「
仙
書
参
同
契
」)。

そ
れ
は

ま
た
、
露
伴
が
文
学
か
ら
の
「
眼
鏡
」

で
仏
教
を
「
情
の
圏
中
」
で
と
ら
え
た
姿
を
も
の
諮

っ
て
い
る。

夏
目
激
石
に
よ
る
次
の
よ
う
な
志
想
の
遍
歴
も
、
宗
教
と
文
学
と
の
聞
に
ゆ
れ
動
い
た
軌
跡
を
不
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。

A

私
は
今
道
に
入
ら
う
と
心
掛
け
て
ゐ
ま
す
(
和
辻
哲
郎
宛
書
簡
)

B

道
に
入
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
(
鬼
村
元
成
宛
替
問
)

C

私
は
五
十
に
な
っ
て
始
め
て
道
に
志
ざ
す
事
に
気
が
つ

い
た
駄
物
で
す

(山
川
沢
敬
道
宛
升
簡
)

A
は

『行
人
』
『
塵
労
』
を
書
い
た
乙
ろ
で
あ
り
、
B
は

『道
草
』
を
蕃
き
は
じ
め
た
時
期
に
当
っ

て
い
る
。

C
は

「
明
附
』
執
筆
段

階
で
の
表
白
で
あ
る
。
お
よ
そ
大
正
二
年
か
ら
五
年
に
い
た
る
期
間
に
あ
た
っ
て
い
る
。
や
が
て

『
明
暗
』
執
筆
の
「
俗
了
」
を

い
や
す

た
め
に
作
っ

た
漢
詩
で、

八
曽
て
は
人
聞
を
見

今

は
天
を
見
る
〉
〈
天
に
会
し
て
道
を
行
う
は
是
れ
吾
が
禅
〉
と
詠
み
、
い
わ
ゆ
る
則

天
去
私
の
精
神
を
表
明
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
激
石
の
い
う
「
道
」
と
は
参
禅
に
よ
る
悟
道
で
あ
る
。
「
道
」
へ
の
参
入
を
志
向

し
、
そ
れ
を
断
念
し
た
の
ち
再
び
「
道
に
志
ざ
す
事
」
に
取
組
ん
だ
激
石
が
、
最
終
的
に
悟
道
を
究
め
得
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
に
せ

よ
、
近
代
的
自
我
と
主
知
主
義
の
限
界
を
'
円
党
し
、
文
学
に
よ
る
人
間
凝
視
と
会
天
行
道
と
も
呼
ぶ
べ
き
宗
教
的
な
道
の
探
求
と
の
聞
に

精
神
を
凝
縮
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
な
か
に
激
石
に
お
け
る
魂
の
足
跡
を
見
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
仏
教
と
文
学
と
い
う
問
題
の

「間
」
の
機
徴
を
も
の
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
よ
う
じ
そ
〈

ね

は

ん

ば

ん

の

う

そ

く

ぽ

だ

い

仏
教
で
は
、
生
死
即
出
数

・
煩
悩
即
菩
提
を
大
乗
精
神
の
根
本
と
し
て
説
い
て
い
る
。
乙
れ
は
、
仏
の
般
か
ら
見
れ
ば
迷
え
る
衆
生
の

1L 
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生
死
そ
の
ま
ま
が
清
浄
で
覚
醒
し
た
悟
り
の
境
地
で
あ
り
、
煩
悩
は
そ
の
ま
ま
悟
り
の
縁
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
煩
悩
と
菩
提
と

が
切
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
不
即
不
離
の
表
裏
関
係
に
あ
り
同
時
に

一
休
と
な
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
両
者
の

聞
を
充
た
す
「
即
」
の
字
は
、
あ
く
ま
で
仏
の
限
か
ら
見
て
そ
の
ま
ま
煩
悩
が
悟
り
の
縁
と
な
る
と
い
う
乙
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

な
し
で
は
煩
悩
の
自
己
弁
護
化
に
終
る
と
い
う
精
神
の
緊
張
関
係
の
う
ち
に
諮
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
菩
提
は
煩
悩
に
よ
る
苦
悩
を
悲

し
み
と
し
心
の
痛
み
と
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
あ
り
の
ま
ま
に
煩
悩
の
悲
苦
を
見
つ
め
る
乙
と
な
し
に
菩
提
は
あ
り
え
な
い
。

乙
う
し
た
即
事
性
に
よ
っ
て

一
瞬
の
う
ち
に
惚
と
し
て
心
を
翻
え
し
て
生
ま
れ
か
わ
り
即
身
成
仏
を
実
現
す
る
仏
と
人
間
と
の

一
体
相
即

と
い
う
精
神
の
覚
醒
が
、

「
即
」
と
い
う
乙
と
ば

の
意
味
で
あ
る。

ま
た
「
即
」
は
、
煩
悩
の
閣
に
見
え
る
光
で
あ
り
、
無
明
長
夜
に
そ

そ
ぐ
輝
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
罪
苦
を
う
ち
か
え
し
て
仏
性
を
開
発
、
蘇
生
さ
せ
る
信
の
力
、信
仰
に
も
と
づ
く
一
念
の
志
と
い

っ

て
も
よ
い
。

あ
る
い
は
煩
悩
を
種
と
し
て
菩
提
K
い
た
る
か
け
橋
で
あ
り
、
煩
悩
を
も
包
み
乙
ん
で
仏
と
衆
生
と
わ
た
し
と
を
一
つ
に
す

る
同
体
一
如
の
妙
法
の
世
界
を
表
わ
す
も
の
と

い
え
よ
う
。

乙
の
点
に
つ

い
て
、
氾
井
勝

一
郎
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
快
楽
即

求
道
で
あ
る
。
煩
悩
の
巨
海
に
入
ら
な
け
れ
ば
真
理
の
宝
珠
を
得
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
人
生
の
達
人
と
は
つ
ね
に

『
即
』
に
生
き
る
も

の
の
こ
と
だ
。
微
妙
に
生
き
る
と
い
ふ
乙
と
で
あ
る
。

『
即
』
に
生
き
る
と
は
ま
た
牛
一の
痛
み
に
生
き
る
と
い
ふ
と
と
で
も
あ
る
」
(
『愛

と
無
常
に
つ
い
て
』
)。

宮
沢
賢
治
も
、

「
正
し
く
強
く
生
き
る
と
は
銀
河
系
を
向
ら
の
中
に
意
識
し
て
乙
れ
に
応
じ
て
行
く
ζ

と
で
あ
る
。

わ
れ
ら
は
世
界
の

ま
こ
と
を
索
ね
よ
う
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
」
(
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
)
と
記
し
、
「
苦
痛
を
亨

(享
)
楽
で
き
る
人
は
ほ
ん
た
う
の
詩

人
で
す
。
も
し
風
や
光
の
な
か
に
自
分
を
忘
れ
世
界
が
じ
ぶ
ん
の
庭
と
な
り
、
あ
る
ひ
は
銀
河
系
金
休
を
ひ
と
り
の
じ
ぶ
ん
だ
と
感
ず

る
」
(
宮
沢
清
六
宛
書
簡
)
と
の
べ
て
い
る
。
賢
治
が
生
の
苦
痛
を
喜
悦
に
変
換
す
る
乙
と
に
よ
っ

て

一
念
随
喜
の
志
の
う
ち
に
限
り
な



い
命
の
存
在
す
る
世
界
を
実
感
し
、
〈
わ
た
し
の
中
の
仏
の
世
界
〉
と
八
仏
の
出
界
に
生
か
さ
れ
る
わ
た
し
〉
を
求
め
て
誠
の
世
界
を
た

い
れ
ね
ん
さ
ん
ぜ
ん

ず
ね
る
求
道
即
道
に
励
ん
だ
の
は
、
生
死
即
川
撚

・
煩
悩
即
存
提
の
あ
か
し
で
あ
り
、
人
間
の
此
界
の
修
羅
の
成
仏
を
説
く
て
念
三
千

・

十
界
互
具
の
思
想
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
た
観
点
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
中
里
介
山
が

「大
菩
際
峠
』

(
大
正
2
)
を
書

い
た
の
も
、

「
箇
々
を
大
円
内
に
統
一
す
る
マ
ン
ダ
ラ
の
意
味
、
人
間
界
の
業
相
を
描
き
つ
く
し

て
、
菩
薩
の
遊
戯
三
昧
を
見
る
と
い

ふ
、
奇
道
を
行
く
一
種
の
輪
円
具
足
」
を
理
想
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
(
「
隣
人
の
友
」
第
十
五
号
)
。
乙
の
作
品
は
、

「人
間
の
苦
悩
処

は
菩
薩
の
遊
戯
処
」
(
同
百
二
号
)

「
裟
婆
即
寂
光
土
の
福
音
書
」
(
同
宵
七
号
)
と
の
立
場
か
ら
妄
想
の
業
花
輪
廻
す
る
人
間
や
六
道

四
聖
の
一
切
を
乗
せ
て
此
岸
よ
り
彼
岸

へ
と
波
す

「カ

ル
7

呈
陀
縦
の
而
影
」
(
『大
枠
腕
峠
』
序
文
)
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の

作
品
を
介
山
は
、

「
全
世
界
唯
一
の

『
大
乗
文
学
』
と
称
す
べ

き
も
の
」
(
「
隣
人
の
友
」
百

一
円
ワ
)
と
自
負
を
乙
め
て
主
張
し
、
地
獄
・

修
羅
の
業
相
を
現
わ
し
な
が
ら
大
衆
菩
薩
の
精
神
に
参
入
し
て
ゆ
く
煩
悩
即
刻
H

促、

十
界
冗
ハ
〈
の
伝
仰
世
界
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

〈
仏
教
と
文
学
〉
の
述
環
は
、
生
死
と
川
然
、
煩
悩
と
菩
提
の
聞
の
機
微
を
一品
川
る
「
即
」
の
思
想
と
十
界
五
具

・
一
念
三
千
の
信
仰
世

界
に
充
満
し
包
摂
さ
れ
る
光
と
影
、
光
明
と
階
悶
の
世
界
を
一
休
同
時
の
も
の
と
し
て
作
品
世
界
に
捌
き
だ
し
て
ゆ
く
時
空
の
中
で
は
じ

め
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
文
学
と
仏
教
精
神

仏
教
と
文
学
と
の
か
か
わ
り
と
連
環
に
つ
い

て
言
及
す
る
ば
あ
い
、

一
般
的
に
次
の
よ
う
な
作
品
を
対
象
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

r、
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よ
・っ。第

一
に
、
仏
教
者
が
信
仰
教
義
を
説
示
し
布
教
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
作
品
で
あ

っ
て
同
時
に
豊
か
な
文
芸
性
が
備
わ
っ
て
い
る
も

の。
第
二

に
、
仏
教
の
信
仰
内
容
あ
る
い
は
仏
教
者
の
思
想
人
生
が
主
題
と
し
て
警
か
れ
、
そ
こ
に
宗
教
性
か
文
芸
性
の
い
ず
れ
か
が
内
在

ま
た
は
付
随
し
て
い
る
文
学
者
に
よ
る
作
品
。

第
三
に
、
表
現
主
体
と
し
て
の
文
学
者
の
文
学
姿
勢
が
仏
教
信
仰
に
さ
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
を
主
題
と
し
て
い
な
い
作
品
の
な
か

に
も
宗
教
性
が
結
晶
さ
れ
て
い
る
も
の
。

第
四
に
、
文
学
者
が
芸
術
体
験
を
至
上
と
し
て
形
象
し
、
仏
教
と
の
か
か
わ
り
を
意
識
し
た
も
の
で
な
い
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教

精
神
が
そ
の
背
後
K
存
在
し
て

い
る
か
作
品
の
奥
底
に
流
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
。

日
本
の
仏
教
文
学
な
い
し
仏
教
的
文
学
は
、
古
代
か
ら
中
世
を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
仏
伝
・
法
語

・
説
話

・
歌
謡

・
和
歌
・
詩
文
な
ど
の
唱
導
文
芸
を
は
じ
め
仏
教
の
影
響
を
惨
つ
け
て
成
立
し
た
軍
記
物
語
、
随
筆
類
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
多
く
の
研
究

業
績
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
(
永
井
義
憲

『
日
本
仏
教
文
学
』
)。

ま
た
、
法
然
・
親
鷲

・
日
蓮
な
ど
に
よ
る
法
語
文
学
に
つ
い
て
も
、

そ
の
史
的
展
開
の
う
え
で
注
目
す
べ
き
文
芸
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
察
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
(
今
成
元
昭

『
仏
教
文
学
の
世

界
』
)。ひ

る
が
え
っ
て
、
現
代
日
本
の
文
学
状
況
の
な
か
に
は
小
川
国
夫
、
椎
名
麟
三
、
遠
藤
周
作
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
す
る
作
家
や
武

田
泰
淳
、
丹
羽
文
雄
な
ど
仏
教
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
作
家
の
手
で
、
宗
教
の
領
域
に
心
身
を
お
き
宗
教
的
姿
勢
そ
中
心
軸
と
し
て
宗
教
と

文
学
の
接
点
を
探
求
し
た
作
品
が
う
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
宗
教
精
神
を
結
晶
な
い
し
基
底
と
し
た
文
学
が
形
象
さ
れ
、



生
と
魂
を
傑
く
ほ
り
さ
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

近
代
に
お
け
る
仏
教
と

'X
学
の
位
相
は
、
乙
う
し
た
前
近
代
と
現
代
の
問
題
状
況
の
間
に
あ
り
、
そ
の
意
義
は
乙
の
両
時
代
の
架
橋
を

は
た
し
て
き
た
所
に
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
評
論
の
版
聞
に
比
べ
て
、
近
代
文
学
の
な
か
の
仏
教
を
把
握
す
る
研
究
は
な
お

未
開
拓
で
あ
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

近
代
文
学
の
な
か
の
仏
教
を
考
察
す
る
視
点
か
ら
、
小
説

・
討
論

・
戯
山

・
詩
歌
な
ど
の
作
品
に
口
流
す
る
仏
教
精
神
や
宗
教
性
を
内

在
さ
せ
る
文
学
作
品
を
見
な
お
し
、
仏
教
お
よ
び
仏
教
省
を
主
題
と
す
る
作
品
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
は
、
近
代
文
学
と
仏
教
と
の
か
か

わ
り
を
問
い
な
お
す
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

仏
教
お
よ
び
仏
教
者
の
信
仰
人
生
に
関
す
る
文
学
者
の
作
品
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
事
例
だ
け
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
注

目
さ
れ
る
の
は
、
文
学
者
が
仏
典
や
仏
教
者
の
著
作
K
関
し
て
説
い
た
作
品
の
成
立
で

あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
岡
本
か
の
子

『観
音
経
』
、
武
者
小
路
実
情
渦

『維
摩
経
』
、
佐
藤
春
夫

『観
無
松
寿
経
』
な
ど
が
あ
り
、
幸
問
露
伴
に
は
後
述
す
る
よ
う
に

『般
若
心
経

第
二
義
注
』
や
法
華
経
に
関
す
る
作
品
が
あ
る
。

ま
た
仏
教
者
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
倉
田
百
三
『

一
枚
起
請
文
・
歎
異
抄
』
、
菊
地
寛

『十
住
心
論
』
、
中
村
吉
政

『
正
法
眼
政
』
、
消
原
有
明

『
太
釆
起
信
論
義
記
』
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
仏
教
者
の
思
想
人
生
を
と
ら
え
た

評
伝
文
学
の
主
要
な
も
の
を
対
象
別
に
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。

川
空
海
に
つ
い
て
。
須
牒
南
翠

『空
海
』
、
中
村
吉
成

『
弘
法
大
師
伝
』
。
ま
た
芥
川
龍
之
介
の
未
定
稿
に
「
弘
法
大
防
御
利
生
記
」

が
あ
る
。

同

法

然

・
親
鴛
に
つ
い
て
。
中
堅
介
山

『法
然
行
伝
』
『
黒
谷
夜
話
』
、
倉
田
百
三
『
法
然
の
生
涯
』
・
『親
鴛
』
、
須
藤
南
翠
『
法
然

上
人
』
・
『
mm
禿
親
鴛
』
、
村
上
波
六
『
洛
東
の
法
然
と
熊
谷
直
実
』
・
『親
鴛
』
、
山
田
美
妙

『勢
至
丸
』
、
佐
藤
春
夫

『掬
れ
諦
』
・
『極

(
川
)
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楽
か
ら
来
た
』
、
土
岐
善
燈

『親
終
』
、
ぬ
井
勝

一
郎

『親
鴛
』
。

付
日
蓮
に
つ
い
て
。

幸
田
露
伴

『
日
蓮
上
人
』
、
笹
川
臨
風

『
日
蓮
上
人
』
、
山
崎
紫
紅

『大
日
蓮
華
』

(
新
体
詩
)

『
日
蓮
上
人
』
、

本
山
荻
舟

『
日
蓮
』、
中
里
介
山

『消
澄
に
帰
れ
る
日
蓮
』
。
村
上
浪
六
と
須
藤
南
翠
も
そ
れ
ぞ
れ

『
日
蓮
』
を
書
き
、
大
併
次
郎
の

小
説

『
日
蓮
』
や
福
地
桜
痴

『
日
蓮
記
』
、
森
鴎
外

『
日
蓮
聖
人
辻
説
法
』
、
坪
内
池
進

『法
難
』
、
中
村
吉
蔵

『
予
言
者
日
蓮
』
、
武

者
小
路
実
篤

『
日
蓮

・
佐
渡
の
日
蓮

・
日
蓮
と
千
日
尼
』
な
ど
の
戯
曲
を
く
わ
え
る
と
、
近
代
に
お
い
て
蓄
か
れ
た
日
蓮
関
係
の
作

品
は
き
わ
め
て
多
い
(
拙
著

『文
学
作
品
に
表
わ
れ
た
日
蓮
聖
人
』
)。

こ
の
ほ
か
、
武
者
小
路
実
篤
の

『
釈
迦
と
其
弟
子
』
『
わ
し
も
知
ら
な
い
』
、
倉
間
百
三

の

『布
施
太
子
の
入
山
』
、
芥
川
龍
之
介

の

『蜘
妹
の
糸
』
な
ど
釈
尊
関
係
の
作
品
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
評
伝
文
学
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
高
山
梧
牛
に
よ
る
日
蓮
讃
仰
と
そ
の
評
伝
活
動
で
あ
る
。
明
治
三
十
年
代
、
廃
仏

致
釈
の
傷
跡
が
よ
う
や
く
消
え
か
か
り

一一
般
の
仏
教
復
興
の
時
期
が
訪
れ
、
当
時
の
仏
教
者
側
か
ら
は
仏
教
清
徒
同
志
会
を
中
心
と
す
る

新
仏
教
運
動
や
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
、
田
中
哲
学
に
よ
る
純
正
日
蓮
主
義
と
歌
謡
や
演
劇
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
た
芸
術
伝
道
な
ど
の
活
動

が
活
発
化
し
は
じ
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
文
学
者
の
側
か
ら
仏
教
を
論
じ
日
蓮
讃
仰
を
鼓
吹
し
た
の
が
高
山
樗
牛
で
あ
っ

た
。
桜
牛
は
、
明
治
三
十
四
年
か
ら
三
十
五
年
に
か
け
て
の
晩
年
を
日
蓮
研
究
に
傾
注
し
て
「
日
蓮
上
人
と
は
如
何
な
る
人
ぞ
」

「
日
蓮

上
人
と
日
本
国
」
「
日
蓮
と
基
督
」
な
ど
の
評
論
を
次
々
と
発
表
し
、
日
蓮
を
日
本
歴
史
上
最
第
一
の
人
物
で
あ
り
崇
拝
的
英
雄
で
あ
る

じ
よ
う
ぎ
よ
う
ぼ
さ

っ

と
賞
讃
し
た。

ま
た
日
蓮
の
宗
教
的
人
格
を
、
法
撃
経
の
行
者
で
あ
る
と
と
も
に
法
華
経
に
お
け
る
予
言
を
体
現
し
た
上

行

菩

薩

で
あ

り
、
し
か
も
真
理
の
た
め
の
国
家
の
確
立
を
め
ざ
し
た
其
正
の
愛
国
者
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
日
蓮
の
宗
教
的
な
人
生
・
人
格

・
行
動
と

使
命
を
そ
の
美
文
調
に
よ
っ
て
熱
烈
に
鼓
吹
し
た
。
こ
れ
ら
の
評
論
が
雑
誌
「
太
陽
」
誌
上
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
乙
と
も
あ
り
、
日
蓮
へ



の
関
心
は
社
会
的
に
も
広
く
ひ
ろ
ま
り
、
文
学
院
旬
に
よ
る
仏
教
お
よ
び
円
蓮
へ
の
評
伝
活
動
に
大
き
な
契
機
を
与
え
た
の
で
あ
る
(
拙
著

『
円
建
と
近
代
文
学
者
た
ち
』
)。

明
治
則
を
代
表
す
る

「
仏
教
文
学
作
品」

と
し
て
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
合
出
荷
三
の

『出
家
と
そ
の
弟
子
』
で
あ
る
。
乙
れ

は
、
大
正
五
年
十
二
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
て
入
試
を
悶
し
、
百
三
に
と
っ
て
愛
と
信
仰
を
説
く
第
一
歩
を
し
る
す
作
品
と
な

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
作
品
は
、
親
燃
の
清
子
唯
円
の
制
ん
だ

『
歎
川
氏
抄
』
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
戯
山
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
愛

や
非
の
許
し
を
語
る
続
得
と
仏
に
近
づ
乙
う
と
し
て
近
づ
き
え
な
い
人
間
の
苦
悩
、
そ
の
姉
切
な
あ
え
ぎ
を
提
示
し
た
と
乙
ろ
に

乙
の
作

品
の
た
仙
が
あ
っ
た
。

倉
町
百
三
は
、
西
国
幾
太
郎
の

『善
の
研
究
』
を
通
し
て
愛
の
自
他
合
一
を
語
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
や
親
鷲
へ
の
信
仰
に
よ
る

愛
と
認
識
へ
の
精
神
遍
陛
を
か
さ
ね
、
や
が
て
円
本
主
義
に
む
か
つ
て
ゆ
く
が
、
乙
の
作
品
執
筆
の
時
期
は
「
恋
を
失
っ
た
者
の
歩
む

道
」

(
『愛
と
認
識
と
の
出
発
』)
か
ら
、
本
能
的
な
愛
を
否
定
し
性
的
民
求
へ
の
非
意
識
を
抱
き
つ
つ
人
間
愛
や
「
乙
の
世
の
相
を
あ
る

が
ま
ま
に
愛
す
る
心
」
(
「
久
保
正
犬
宛
川
間
)
を
憤
似
す
る
に

い
た

っ
た

心
的
状
削
に
あ
っ
た
乙
ろ
で
あ
る
。

『出
家
と
そ
の
弟
子
』

は
、
有
三
が
キ
リ
ス

ト
教
に
ひ
か
れ
て
い
た
段
階
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、

「
私
は
親
鷲
聖
人
の
お
心
を
少
し
づ
h

体
得

し
て
ゆ
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
(
「
妹
へ
の
手
紙
」
)
と
沓
い
て

い
る
と
ζ

ろ
か
ら
も
、
乙
の
時
に
親
燃
の
念
仏
信
仰
を
求
め
て
い
た
乙
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
荒
れ
す
さ
ん
だ
心
で

mK乱
泌
を
は
た
ら
く
け
野
ぶ
術
門
と
非
の
許
し
を
話
る
親
問
、
勘
当
さ
れ
放
お
に
ふ
け
る
普

鴛
が
父
の
親
憶
と
出
会
っ

て
許
し
を
乞
い
、
そ
れ
に
た
い
し
て
八
消
さ
れ
て
い
る
の
だ
よ
、
だ
れ
も
さ
ば
く
も
の
は
な
い
〉
と
さ
と
す
親

然
、
恋
に
玖
を
臨
時
わ
れ
た
唯
円
の
た
め
に
祈
る
鋭
鷲
。
乙
う
し
た
姿
は
、
愛
と
持
と
に
葛
藤
し
た
倉
田
百
三
が
、
そ
の
青
春
の
煩
閣
を
告

白
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「私
自
ら
も
、
御
閉
山
や
唯
円
坊
と
同
じ
や
う
に
、
此
の
出
の
苦
し
み
と
愛
着
か
ら
は
な
れ
る
と
と
は

五
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出
来
ま
せ
ん
。

し
か
し
そ
れ
は
風
情
の
催
す
か
ら
の

こ
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
に
つ
か
る
と
き
に
は
、
此
の
煩
悶
の
催
し
か
ら
も
、

は
な
れ
た
か
の
や
う
に
、
涼
し
い
気
持
に
一
時
的
で
も
な
れ
る
の
が
本
当
と
恩
ひ
ま
す
」
(
「
妹
へ
の
手
紙
」
)
と
の
べ
て
い
る
点
に
よ
っ

て
も
う
か
が
い
知
る
乙
と
が
で
き
よ
う。

近
代
文
学
の
な
か
の
仏
教
を
と
ら
え
る
う
え
で
、
仮
構
を
目
的
と
し
た
作
品
世
界
の
奥
底
な
い
し
そ
の
背
後
に
仏
教
精
神
が
流
露

自問さ
れ
て
い
る
作
品
を
探
り
だ
す
乙
と
は
重
要
な
視
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

樋
口

一
葉
の

『
に
ど
り
え
』

(
明
治
犯
)
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

『
た
け
く
ら
べ

』
と
な
ら
ぶ
一
葉
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
そ
乙
に
は

零
落
の
巡
命
に
抗
し
え
ず
宿
世
の
泥
沼
に
生
き
つ

つ
、
な
お
そ
の
宿
業
の
濁
り
に
染
ま
ら
ぬ
心
を
も
っ
て
生
き
る
菊
の
井
の
酌
婦
お
力
の

生
死
が
拙
か
れ
て
い
る
。
貧
苦
の
ゆ
え
に
非
や
業
を
背
負
っ
て
歩
み
な
が
ら
、

「
菊
の
井
の
お
力
は
鋳
型
に
入
っ
た
女
で
ど
ざ
ん
せ
ぬ
」

と
い
う
自
負
を
抱
き
つ
つ
生
き
た
姿
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
葉
自
身
の
生
活
体
験
が
投
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
に
ご
り
え
』

は
、
日
記
に
よ
れ
ば
丸
山
福
山
町
大
音
寺
前
の

「
か
く
あ
や
し
き
躍
の
中
に
ま
じ
は
り
ぬ
る
後
」
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
「
哀
れ
ふ
び
ん
な
ど
の
情
に
は
あ
ら
じ
、
釈
に
此
世
を
清
く
送
り
難
く
、
に
ど
り
に
に
ど
り
ぬ
る
浅
ま
し
の
身
と
も
お
も

ひ
落
さ
れ
、
更
に
か
へ
り
み
ら
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
自
覚
か
ら
創
作
さ
れ
て
い
る
。
お
力
の
見
た
も
の
は
、
清
く
生
き
が
た
い
世

麗
の
な
か
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い

「
に
ど
り
に
に
ど
り
ぬ
る
浅
ま
し
の
身
」
で
あ
り
、
し
か
も
乙
の
濁
世
を
「
浅
ま
し
の
身
」
の
ま
ま
に

生
き
ぬ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た。

お
力
は
、
祖
父
・父
と
つ
づ
く
幾
代
も
の
恨
み
の
業
を
背
負
い
落
線
の
生
活
に
落
ち
て
い
る
が
、

「
町
る
丈
の
事
は
し
な
け
れ
ば
死
ん
で
も
死
な
れ
ぬ
」
と
思
い
、

「
私
の
身
の
行
き
方
は
分
ら
ぬ
な
れ
ば
、
分
ら
ぬ
な
り
に
菊
の
井
の
お 結



力
を
通
し
て
ゆ
か
う
」
と
考
え
る
。
女
の
意
地
を
貫
き
な
が
ら
、
濁
世
の
泥
消
を
泥
K
ま
み
れ
な
が
ら
自
立
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
。

一
葉
は
、
八
我
は
も
と
よ
り
う
き
ょ
に
捨
て
物
の

一
身
〉
と
い
う
臼
怠
識
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
貧
苦
に
よ
る
額
一中
の
濁
り
か
ら
逃

避
す
る
こ
と
な
く
、
階
い
宿
業
に
向

っ
て
切
実
に
絡
闘
し
て
ゆ
く
道
を
歩
み
つ
づ
け
た
。

そ
乙
か
ら
、
〈
世
の
く
だ
れ
る
を
な
げ
き
て

乙

h

に

一
道
の
光
を
お
乙
さ
ん
〉
と
い
う
祈
り
と
願
い
の
一
念
を
お

乙
し
持
続
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
孟
蘭
盆
会
か
ら
翌
年
の
「
魂
祭
過

ぎ
て
幾
日
、
ま
だ
金
提
灯
の
か
げ
簿
淋
し
き
頃
」
に
い
た
る
お
力
の
生
と
死
は
、
俗
世
の
巡
命
と
い
う
「
に
ど
り
え
」
に
ま
み
れ
な
が
ら

清
く
送
り
が
た
い
生
を
な
お
一
身
を
捨
て
て
消
く
生
き
よ
う
と
し
た
女
の
生
き
ざ
ま
を
も
の
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
『
に
ど
り
え
』
と
い

う
婚
は
、

『
濁
江
の
澄
ま
む
こ
と
こ
そ
難
か
ら
め
』
と
い
う

『
伊
勢
集
』
の
散
に
拠
っ
て
い
る
。

一
葉
は
、
お
力
に
、

『
泥
中
の
蓮
』
を

描
く
乙
と
を
意
図
し
、
そ
の
恕
い
が

『
に
ど
り
え』

と
い

う
越
を
選
ば
せ
て
も
い
よ
う
。

だ
か
ら

『
に
と
り
え
』
は
、
精
霊
が
年
に
一
度

乙
の
世
に
戻
っ

て
く
る
と
い
う
軍
閥
盆
会
を
中
心
に
拙
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
お
力
は
、

『
盆
提
灯
の
か
げ
薄
淋
し
き
頃
』
死
な

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お
力
を
殺
し
た
の
は
、
源
七
の
刃
で
あ
っ

た

ろ
う

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
貧
乏
と
い
う
刃
で
も
あ
っ
た
の
だ
」

(
松
阪
俊
夫
「
に
ど
り
え」

国
文
学

・
近
代
日
本
文
学
の
歴
史
)
。

「
泥
中
の
蓮
」
と
は
、

「世
間
の
法
に
染
ま
ら
ざ
る
乙
と
、
蓮
華
の
水
に
庄
る
が
如
し
」
(
法
華
経
従
地
刷
出
品
)
の
経
文
に
も
と
づ

い
て
お
り
、
そ
れ
は
濁
っ
た
世
聞
に
染
ま
ら
ず
に
清
浄
に
生
き
て
ゆ
く
姿
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
間
の
汚
濁
の
た
だ
中
に
ま
み
れ
な

が
ら
、
意
地
と
張
り
に
生
き
通
し
た
女
の
心
の
開
花
を
孟
蘭
食
会
に
お
け
る
蓮
の
台
に
の
る
姿
と
し
て

一
葉
は
と
ら
え

た
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
〈
は
ち
す
葉
を
お
な
じ
う
て
な
と
ち
ぎ
り
お
き
て
っ
ゅ
の
わ
か
る
h

け
ふ
ぞ
悲
し
き
〉
(
『源
氏
物
語
』
鈴
患
の
巻
)
と

詠
ま
れ
た
よ
う
な
、
濁
世
と
の
別
れ
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
葉
は
日
記
に
し
ば
し
ば
自
ら
の

「
乙
』

ろ
」
に
つ
い
て
記
し

て
お
り
、

「
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
ゃ
我
れ
に
乙
h

ろ
二
つ
あ
る
」
(
「
鹿
中
日
記
」
)
と
引
裂
れ
た
心
の
あ
り
ょ
う
を
書
い
て
い
る
。
だ
が
、

F七
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一
方
で
は
「
我
乙
〉
ろ
一
つ
」
(
「
随
感
録
」
)
と
も
語
り
「
三
界
唯
一
心

の
経
文
を
書
き
つ
け
て
い
る
。

日
々
に
う
つ
り
行
く
こ
h

ろ
の
哀
れ
い
つ
の
時
に
か
誠
の
さ
と
り
を
得
て
古
川
保
の
水
の
月
を
う
か
べ
る
ご
と
な
ら
ん
と
す
ら
ん
(
「
塵

心
外
相
州
別
法

心
仏
及
衆
生

是
三
無
差
別
」
(
華
厳
経
)

之
中
日
記
」)

世
間
の
塵
中
に
あ
っ
て
移
ろ
い
ゆ
く
心
の
哀
感
を
つ
ね
に
凝
視
し
、
そ
の
「
乙
h

ろ
の
哀
れ
」
を
「
誠
の
さ
と
り
」
へ

と
転
じ
て
ゆ
く

日
の
く
る

こ
と
を
祈
念
し
て
い
た
一
葉
の
精
神
の
軌
跡
が
、
こ
れ
ら
の
乙
と
ば
の
背
後
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

泉
鏡
花
の
作
品
に
も
、
幽
幻
の
出
界
に
漂
う
仏
教
的
粘
仙
仰
を
神
秘
的
に
透
視
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「
僕
は
明
か
K
世
に

二
つ
の
大
な
る
超
自
然
力
の
あ
る
乙
と
を
信
ず
る
。
乙
れ
を
強
ひ
て
一
纏
め
に
命
名
す
る
と
、

一
を
観
音
力
、
他

を
鬼
神
力
と
で
も
呼
ば
う
か
、
共
に
人
聞
は
乙
れ
に
対
し
て
到
底
不
可
抗
力
の
も
の
で
あ
る
」
(
「
お
ば
け
ず
き
の

い
は
れ
少
々
と
処
女

作」)。乙
の
一
文
に
み
ら
れ
る
観
音
力
と
鬼
神
力
と
は
、
夢
幻
空
想
の
審
美
的
な
自
然
お
よ
び
精
神
空
聞
に
遍
在
す
る
人
間
超
然
の
力
で
あ

り
、
乙
乙
に
鏡
花
文
学
の
深
屈
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。
鬼
神
力
は
「
世
に
所
制
妖
怪
変
化
の
類
は
、
す
べ
て
乙
れ
鬼
神
力
の
具
体
的
現
前

に
外
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
快
奥
在
お
乙
す
魔
界
に
う
ど
め
く
畏
怖
の
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
聞
に
危
難
や
死
を
も
た
ら
す

〈

り

き

存
在
と
し
て
働
い
て
い
る
。
乙
れ
に
対
し
て
観
音
力
に
つ
い
て
は
「
観
世
音
に
無
量
無
辺
の
福
徳
ま
し
ま
し
て
、
其
功
力
測
る
べ
か
ら
ず

と
信
ず
る
」
と
の
べ

、
成
障
か
ら
人
聞
を
守
る
宗
教
的
な
神
秘
カ
と
み
な
し
て
い
る
。
乙
の
観
音
力
と
は
、
法
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品

に
一不
さ
れ
た
教
説
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
、

「
念
彼
観
音
力
」
(
彼
の
観
音
の
力
を
念
ず
る
)
と
称
え
る
な
ら
ば
、
火
に
も
焼
け
ず
漂
流
し

て
も
水
没
せ
ず
、
風
難

・
万
杖
難

・
鬼
神
経
剥
難

・
伽
鎖
難

・
怨
賊
難
な
ど
の
危
難
か
ら
も
脱
れ
、
立
限
療
の
三
毒
か
ら
も
離
れ
、
福
徳



智
慧
あ
る
男
児
や
端
正
で
愛
敬
さ
れ
る
女
児
を
産
む
な
ど
の
無
限
広
大
な
功
徳
を
も
っ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
観
世
音
菩
薩
は
、
乙

の

へ
ん
げ

世
界
K
三
十
三
身
を
現
わ
し
て
苦
難
を
助
け
福
徳
を
授
け
る
自
在
の
変
化
を
特
色
と
し
て
い
る
。
鏡
花
は
、
こ
う
し
た
点
を
哲
学
的
、
宗

教
的
に
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
鬼
神
力
の
鋭
か
ら
脱
れ
る
変
幻
自
在
の
観
音
力
の
「
功
力
」
の
広
大
さ
が
自
然
お
よ
び
人
間

世
界
に
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
透
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
鏡
花
は
、
乙
の
鬼
神
力
と
制
行
力
は
川
北
次
」
-ん
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

一
都
一
木
に
も
同
時
に
融
合
し
な
が
ら
宿
っ

て
い
る
と
み
な

し
、

「
我
が
心
に
照
応
す
る
所
墳
に
よ
っ
て
変
幻
極
り
な
い
」
も
の
と
し
て
不
現
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。

二
つ
の
力
が
表
裏
関
連
の
う

ち
で
混
在
融
合
し
た
心
の
変
幻
で
あ
り
、制
汗
カ
に
よ
っ
て
畏
怖
か
ら
脱
れ
る
と
い
う
観
点
は
、
「
乙
の
放
に
念
々
頭
々
彼
の
観
音
力
を
念

ず
る
時
ん
ば
、
例
へ
ば
如
何
な
る
形
に
於
て
山
地
神
力
の
現
前
す
る
乙
と
が
あ
る
と
も
、
そ
れ
に
向
っ
て
遂
に
何
等
の
畏
れ
も
抱
く
乙
と
が

な
い
。
さ
れ
ば
自
分
に
取
っ
て
は
最
も
畏
る
べ
き
鬼
神
力
も
、
ま
た
或
る
時
は
最
も
親
し
む

べ
き
友
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
(
前

掲
者
)
と
の
べ
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

鏡
花
の

『
両
野
監
』

(明
治
お
)
は
、
旅
僧
の
語
っ
た
怪
異
訓
で
あ
る
が
、
深
山
と
い
う
路
料
に
怯
む
涼
し
い
山
姫
的
な
魔
性
の
女
は

鬼
神
力
と
観
音
力
と
の
現
前
し
た
姿
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
乙
の
魔
性
の
女
は
、
か
つ
て
は
手
を
ふ
れ
る
だ
け
で
病
人
を
全
快
さ
せ
薬

師
如
来
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
さ
え
い
わ
れ
る
神
秘
的
な
放
済
を
行
な
っ
た
観
音
力
の
持
主
で
あ
り
、
洪
水
に
よ
る
一
村
滅
亡
と
い
う
危
機

を
経
験
し
た
の
ち
は
深
山
の
孤
門
家
に
白
痴
の
夫
と
絞
み
、
自
分
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
に
息
を
吹
か
け
谷
川
の
水
を
浴
び
せ
て
神
通
自
在

に
猿
や
華
や
抑
制
な
ど
の
畜
生
に
変
身
さ
せ
る
鬼
神
力
の
所
有
者
と
し
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
魔
性
の
女
は
、
現
世
と
他
界
と
を
つ
な

ぐ
魔
界
に
い
て
、
煩
悩
の
妄
執
に
と
り
つ
か
れ
る
人
聞
を
畜
生
地
獄
に
お
と
す
の
で
あ
る
。
一
方
、
畜
生
と
な
っ
た
男
た
ち
は
女
と
離
れ

が
た
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
煩
悩
の
妄
念
を
魔
性
の
女
に
か
け
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
牛
か
、
馬
か
、
猿
か
、
基
か
、

ブし

(

山
川

)



。
(
附
)

偏
幅
か
、
何
K
せ
い
飛
ん
だ
か
跳
ね
た
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
谷
川
か
ら
上
が
っ
て
来
さ
し
っ
た
と
き
、
手
足
も
顔
も
人
じ
ゃ
か
ら
、
お
ら

あ
魂
消
た
く
ら
い
。
お
ま
え
様
そ
れ
で
も
感
心
に
志
が
堅
固
じ
ゃ
か
ら

助
か
っ
た
よ
う
な
も
の
よ
」
。
旅
僧
が
妄
念
を
お

乙
し
な
が
ら
助

か
っ
た
の
は
、

「
嬢
様
別
し
て
の
お
情
」
と
い
う
鬼
神
力
の
背
後
に
ひ
そ
む
観
音
力
の
如
意
自
在
の
現
わ
れ
が
、

「
志
が
堅
固
」
で
あ
っ

た
旅
僧
に
感
応
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
中
に
登
場
す
る
富
山
の
薬
売
り
が
功
利
的
で
本
能
的
欲
望
の
ま
ま
に
女
性
に
近
づ
く
乙

と
に
よ
っ
て
資
生
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
乙
の
旅
僧
が
畜
生
地
獄
に
お
ち
な
い
で
助
か
っ
た
の
は
山
家
の
女
の
優
し
さ
、
親
切

に
八
人
事
な
が
ら
嬉
し
く
て
、
思
は
ず
一波
を
流
す
〉
悩
愛
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
魔
性
の
女
に
潜
む
福
徳
の
力
を
純
粋
な
一
念
で

う
け
入
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
乙
う
し
た
女
性
の
姿
は
、
亡
き
尽
へ
の
純
粋
な
悩
保
と
偲
な
る
も
の
を
求
め
る
愛
執
の
念
を
投
映
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

「明
治
十
七
年
六
月
、
父
に
と
も
な
は
れ
て
、
石
川
郡
松
任
、
成
の
摩
耶
夫
人
に
詣
づ
。
陣
の
流
れ
合
歓
の
花
咲
き
、
池
に
杜
若
紫
な

り
。
な
き
母
を
思
ひ
慕
ふ
念
い
よ
/
¥
深
し
」
と
い
う
自
筆
年
譜
は
、
亡
母
へ
の
思
裂
が
摩
耶
夫
人
信
仰
と
二
重
映
し
に
な
っ

て
ゆ
く
原

点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
鏡
花
が
母
を
失
く
し
た
の
は
九
歳
の
時
で
あ
り
、
父
に
伴
わ
れ
て
摩
耶
夫
人
像
を
拝
し
た
の
は
十
一
歳
の
折
で

あ
っ
た
。
阿
国
を
亡
く
し
た
不
条
理
と
そ
れ
ゆ
え
の
思
慕
が
、
摩
耶
夫
人
に
秘
め
ら
れ
た
母
な
る
も
の
へ
の
渇
仰
を
抜
き
が
た
い
も
の

に
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

摩
耶
夫
人
と
は
、
釈
尊
の
問
で
あ
る
。
彼
女
は
産
後
の
疲
労
か
ら
七
日
自
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
釈
尊
は
の
ち
に
「
世
に
母
あ
る
は
幸

い
な
り
。
父
あ
る
も
ま
た
幸
い
な
り
」
(
法
句
経
)
と
諮
っ
て
お
り
、
悟
り
を
開
い
て
か
ら
亡
母
に
仏
の
教
え
を
伝
え
る
た
め
に
天
に
赴

い
た
と
仏
伝
は
記
し
て
い
る
。
乙
乙
に
は
、
生
み
の
旬
の
顔
を
知
ら
ぬ
釈
尊
が
、
母
の
あ
る
乙
と
を
忘
れ
が
た
く
思
念
し
、
他
界
に
お
け

る
母
子
の
信
仰
的
再
生
を
め
ざ
し
た
事
実
が
諮
ら
れ
て

い
る
。
鏡
花
の
母
も
次
女
出
産
後
に
産
一
得
熱
に
よ

っ
て

二
十
八
歳
で
死
去
し
て
い



る
。
鏡
花
に
よ
る
亡
母
渇
仰
が
、
乙
う
し
た
摩
耶
夫
人
へ

の
釈
尊
の
思

い
に
共
感
し
て
の
も
の

で
あ
っ

た
か
否
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

母
な
る
も
の
を
他
界
に
求
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
な
る
舟
と
の
出
会
い
を
思
念
し
て
や
ま
な
い
心
は
、
亡
母
思
慕
と
摩
耶
夫
人
信

仰
と
の
一
体
性
を
深
層
心
理
と
し
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

「わ
れ
は
嘗
て
怒
る
時
、
か
』
る
乙
と
に
出
会
い
ぬ
。
母
上
か
、
摩
耶
な

り
し
か
、
わ
れ
覚
え
て
居
ら
ず
、
夢
な
り
し
か
、
知
ら
ず
、
前
の
世
の
乙
と
在
り
け
む
」
(
『荷
心
庵
』
)。

鏡
花
文
学
に
お
け
る
性
と
聖
と
の
交
錯
し
た
女
性
像
の
形
象
は
、
〈
母
な
る
も
の
〉
を
求
め
つ
つ
亡
母
と
摩
耶
夫
人
と
の
他
界
で
の
出

会
い
を
造
型
し
た
表
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十平
田
露
伴
は、

『
仙
書
参
同
契
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
諮
っ

て
い

る。

「
宗
教
若
く
は
宗
教
類
型
の
も
の
の
成
立
の
秘
奥
微
密
の
と
乙
ろ
を
探
れ
ば
、
其
様
相
の
差
異
は
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
有
限
の
人
間
の

生
命
の
中
に
於
て
無
限
の
自
然
の
生
命
を
体
得
し
た
大
讃
歎
が
其
根
基
と
な
り
源
泉
と
な
っ
て
ゐ
る

こ
と
を
見
出
す
乙
と
を
得
る
で
あ
ら

.つ」。露
伴
が
、
仏
教

・
儒
教
・
道
教

・
キ
リ
ス

ト
教
な
ど
の
宗
教
や
思
想
に
深
い
造
詣
を
持
っ

て
い
た
乙
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ζ

れ

ら
の
連
環
と
「
縁
の
思
想
」
(
山
本
他
吉

『激
石

・
啄
木

・
露
伴
』)
を
基
底
に
、

論
理
性
と

幻
想
性
の
融
通
し
あ
っ
た
露
伴
文
学
が
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
露
伴
は
、
若
い
頃
に
仏
番
を
読
む
乙
と
に
志
を
立
て
、
最
初
に
手
に
入
れ
た
般
新
心
経
を
読
み

『般
若
心
経
第
二
義
注
』

(明

治
お
〉
を
書
い
て
い
る
。
乙
の
仏
典
注
釈
に
つ
い
て
塩
谷
賛
は

『幸
田
露
伴
』
上
に
お
い
て
、
露
伴
が
経
文
は
言
語
文
字
に
よ
っ

て
注
釈

(
問
)



(
川
〉

す
べ
き
で
な
く
無
言
の
言
に
よ
っ
て
伝
え
わ
ず
か
に
理
解
し
え
た
乙
と
を
文
に
記
す
と
い
う
所
よ
り
第
二
義
の
訴
を
用
い
た
と
の
べ
て
い

る
。
ま
た
、
乙
の
全
文
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
長
与
善
郎
は
「
露
伴
文
学
の
基
調
と
行
き
方
と
を
最
初
か
ら
表
明
し
た
文
学
」
と
賞
讃
し

た
と
も
い
う
。
「
謹
み
て
大
聖
教
主
を
頭
に
い
た
Y
き
、
倣
慢
の
罪
を
俄
悔
し
一
切
悪
念
を
放
下
し
去
ら
む
と
覚
悟
な
し
、
真
実
の
道
心

を
励
ま
し
、

一
ツ
は
親
戚
朋
友
の
た
め
、

一
ツ
は
障
惑
深
き
我
身
の
修
行
の
た
め
、
又
及
ば
ぬ
乙
と
な
が
ら
遠
く
は
正
法
弘
通
の
た
め
に

世
間
利
義
の
た
め
に
、
今
夜
此
宝
経
を
注
釈
せ
む
と
お
も
ふ
に
」
と
い
う
書
き
だ
し
で
は
じ
ま
る
と
の
注
釈
は
、
言
語
文
字
で
は
な
く
行

為
を
も
っ
て
解
き
、
未
解
の
者
を
感
悟
す
る
乙
と
を
「
諸
経
注
釈
の
最
勝
法
」
と
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
道
を
行

ふ
も
の
を
見
る
と
き
は
悪
人
も
敬
恭
の
心
を
起
し
て
慨
悔
な
し
、
芯
同
道
に
進
み
入
る
な
り
。
放
に
解
の
尤
も
良
き
は
無
言
の
言
を
も
っ

て

人
に
解
し
得
せ
し
む
る
な
り
」
。

こ
の
作
品
は
、
般
若
心
経
の
注
釈
に
と
っ
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
が
、

空
の
悟
道
精
神
を
基
骨
と
し
た

露
伴
文
学
の
土
台
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
の
ち
に
「
色
と
空
と
」
の
一
文
で
「
実
相
と
妄
念
と
与
に
幻
な
り
」
、
「
仏
是
魔
、

魔
是
仏
、
煩
悩
と
菩
提
と
執
者
と
解
脱
と
、
門
有
り
て
内
外
あ
り
、
主
あ
り
て
上
下
あ
る
の
み
」
と
い
う
相
即
の
思
想
と
し
て
表
明
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

『
風
流
仏
』
と

『
風
流
魔
』
か
ら

『
飽
魔
伝
』

へ
と
つ
づ
く
作
品
は
、
迷
悟
・
仏
魔

・
人
我
・
時
処
を
い
ず
れ
も
仮
幻
の

う
ち
に
み
て
と
ろ
う
と
し
た
「
空
色
倶
に
空
、
有
無
倶
に
無
」
と
い
う
空
無
の
思
想
の
投
映
と
考
え
る
ζ

と
も
で
き
よ
う
。

あ
な

露
伴
は
ま
た
法
華
経
に
も
関
心
を
よ
せ
、

「
寿
畳
讃
」
に
は
法
華
経
如
来
寿
畳
口
m
の
経
文
に
つ
い
て
八
前
咲
き
ぬ
碧
雲
陸
る
岩
の
資
〉

か
ら
〈
し
ら
栴
に
明
星
照
る
や
雪
の
後
〉
ま
で
二
十
句
を
詠
ん
で
い
る
。

ζ

の
法
華
経
へ
の
理
解
は
、
評
論
「
因
其
心
恋
慕
乃
出
為
説
法
」

に
お
い
て
、
乙
の
表
題
の
法
華
経
の
旬
を
通
し
て
「
恋
愛
あ
っ
て
の
開
界
」
を
主
張
し
た
り
、
『
風
流
仏
』
が
「
発
端
如
是
我
聞
」
「
第
一

如
是
相
」
よ
り
如
是
休
・
如
是
性

・
如
是
閃

・
如
是
作
・
如
是
縁

・
如
是
槻

・
如
是
力

・
如
是
巣

・
如
是
木
未
究
寛
等
と
「
団
円
諸
法
実

相」

の
順
序
で
書
き
綴
り
、
法
華
経
方
便
品
の
十
如
是
と
そ
の
根
本
思
想
で
あ
る
諸
法
案
相
で
結
ん
で
い
る
乙
と
や
法
華
経
化
城
崎
品
の



文
字
を
引
い
た
「
如
是
カ
」
下
の
「
化
城
除口
聞
の
諌
も
附
掛
か
ぬ
執
者
」
と
い
っ
た
表
現
に
も
み
ら
れ
る
。
乙
れ
は
、

「
空
色
仮
現
す
る
百

千
枇
界
」
(
「
色
と
空
と
」
)
姿
を
、
法
華
経
方
便
口聞の
一示
す
十
界
五
共

・
一
念
三
干
の
思
想
を
背
景
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
恩
わ

れ
、
そ
れ
を
仏
魔
の
仮
現
す
る
諸
法
実
相
の
美
妙
世
界
と
し
て
附
示
し
よ
う
と
し
た
ζ

と
を
も
の
語
っ
て
い
る
。

と
ζ

ろ
で
、

『
風
流
仏
』

(
明
治
犯
)
は
、

「
一
向
専
念
の
時
割
引
を
嵯
峨
の
釈
迦
に
立
し
男
」

で
あ
る
仏
師
珠
蓮
が
修
業
に
励
み
、
お
辰

と
い
う
女
性
を
恋
慕
し
て
「
忘
ら
れ
ぬ
が
根
木
の
仙
」
を
抱
き
な
が
ら
「
不
乱
不
動
の
新
進
被
羅
街
」
に
心
を
打
ち
こ
ん
で
遂
に
一
体
の

風
流
仏
を
造
立
す
る
乙
と
を
主
題
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
旅
と
い
う
風
流
に
突
貫
し
そ
の
中
で
風
流
の
精
髄
を
探
求
し
た
露
伴

の
着
想
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
恋
と
い
う
現
加
の
煩
悩
に
よ
る
迷
妄
と
格
闘
し
な
が
ら
風
流
仏
の
造
立
に
突
貫
し
、
や
が
て
「
自

が
帰
依
仏
」
に
よ
っ
て
救
い
と
ら
れ
て
ゆ
く
摩
訓
不
思
議
の
利
採
を
得
る
と
い
う
風
流
の
志
の
貫
徹
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

す
曾

仏
師
珠
蓮
に
よ
る
修
業
の
旅
は
、

「
お
の
が
業
の
足
ら
ざ
る
を
恨
」
み
深
く
道
を
志
ざ
す
乙
と
に
あ
り
、
力
を
尽
く
し
て

「
我
が
好
の

心
に
満
足
さ
す
」
と
い
う
仏
師
と
し
て

の
志
と
世
俗
的
名
誉
を
秘
め
た
風
流
へ
の
向
己
満
足
を
動
機
と
し
て
い
た
。
し
か
し
珠
蓮
は
、
お

辰
を
恋
慕
し
そ
の
恋
の
強
さ
ゆ
え
に
「
迷
迷
迷
」
を
深
め
、
恋
の
妄
執
や
恩
愛
を
断
ち
き
ろ
う
と
し
て

「
迷
わ
ぬ
初
に
立
帰
る
」
乙
と
を

念
じ
つ
つ
ひ
た
す
ら
彫
像
に
う
ち
乙
ん
で
ゆ
く
。
恋
が
妄
執
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
魔
の
現
わ
れ
で
あ
り
仏
性
を
か
く
し
て
し
ま
う
魔
作

の
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、
恋
が
そ
う
し
た
魔
作
の
働
き
の
執
活
を
媒
介
と
し
て

「金
剛
不
壊
」
の
聖
な
る
純
粋
恋
愛
と
な
る
乙
と
に
よ
っ

て
有
限
の
人
間
の
生
命
を
無
限
の
自
然
の
生
命
に
転
換
で
き
る
こ
と
を
露
伴
は
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
恋
恋
恋
、
恋
は
金
剛
不

壊
な
る
が
聖
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
誠
の
恋
の
一
念
が
聖
な
る
も
の
と
同
化
し
、帰
依
仏
と
感
応
道
交
し
た
の
で
あ
る
。
珠
蓮
が
、
「唯

ま
ぼ
ろ
し

恋
し
さ
が
余
り
て
の
業」

と
し
て
仏
体
を
造
る
限
り
、
そ
れ
は
恋
慕
す
る
お
辰
の
「
幻
影
」
を
写
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
仏
体
を
彫

る
た
め
に
精
進
を
か
さ
ね
恋
が
金
剛
不
墳
と
な
る
乙
と
に
よ
っ

て
聖
な
る
風
流
仏
は
な
り
、
そ
の
中
に
一
念
の
命
が
宿
っ
て
ゆ
く
。
そ

f、
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(
拘
)

の
姿
は
「
骨
も
休
め
ず
、
筋
を
も
緩
め
ず
、
湧
く
や
額
に
玉
の
汗
、
去
り
も
敢
へ
ざ
る
不
退
転
、
耳
に
世
界
の
音
も
無
く
餓
も
蹴
パ
ザ
願

・

，aじ
ゃ
〈
し
ん
み
よ
う
だ
い
ゅ
う

み

よ

う

む

げ

む

し

ょ
ゐ

ず、

自
然
と
不
惜
身
命
の
大
勇
猛
に
は
無
闇
慨
無
所
授
、
切
屑
払
ふ
熱
き
息
、
吹
き
掛
け
吹
込
む
一
念
の
誠
を
注
ぐ
限
の
光
り
、
凄
ま
じ
き

け

そ

う

げ

ん

え

い
〈

う

げ

げ

だ

っ

じ

ん

に

ふ

む

δ
い

じ

よ

う

じ

ゅ

い

っ

さ

、

主

う

ど

ん

た

ん

れ

い

ニ

コ

さ

う

み

め

う

'
P
3り
う
ド
コ

ま
で
凝
り
詰
む
れ
ば
、
愛
に
仮
相
の
花
衣
、
幻
麟
空
華
解
脱
し
て
、
深
入
無
際
成
就

一
切
務
厳
端
麗
有
難
き
実
相
美
妙
の
酌
流
ル
ル
」
と
鮒

写
さ
れ
て
い
る
。
珠
蓮
の
仏
像
造
立
に
か
け
る
不
退
転
で
身
命
を
惜
し
ま
ぬ
勇
猛
な
「
一
念
の
誠
」

乙
そ
、
仮
幻
か
ら
解
脱
し
実
相
美
妙

の
無
限
の
命
を
し
る
す
風
流
仏
を
成
就
し
と
げ
た
源
泉
で
あ
っ
た
。
た
ん
な
る
恋
の
妄
執
で
は
な
く
、
金
剛
不
壊
の
恋
で
あ
る
乙
と
に
よ

っ
て
聖
な
る
も
の
と
し
て
の
功
徳
を
も
っ

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
魔
的
な
恋
を
断
ち
き
っ

た
聖
愛
観
念
を
示
し
た
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
そ
う
し
た
恋
の
恩
愛
や
迷
執
を
媒
介
と
し
そ
れ
を
内
包
し
た
誠
の
恋
の
一
念
に
よ
っ
て
、
風
流
仏
は
完
成
し
た
と
い
う
乙
と
で
あ

る
。
乙
の
ζ

と
は
、

「
恨
も
憎
も
火
上
の
氷
、
思
は
ず
珠
蓮
は
舵
取
落
し
て
、
恋
の
叶
は
ず
忠
の
切
れ
ぬ
を
流
石
男
の
男
泣
き
」
と
の
べ

て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
珠
蓮
は
、

一
面
で
は
恋
の
恩
愛
を
断
ち
え
ぬ
悲
し
み
を
抱
く
人
情
を
持
ち
つ
づ
け
る
が
、

他
面
で
は
恨
み
や
憎
し
み
か
ら
解
脱
す
る

乙
と
に
よ
っ
て
帰
依
仏
に
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
珠
蓮
の
如
く
そ
れ
を
火
上
の
氷
と
な
す
者

も
向
ま
へ
ほ
と
け
し
苧
う

に
は
素
よ
り
持
前
の
仏
性
を
出
し
玉
ひ
て
愛
護
の
御
誓
願
空
し
か
ら
ず
」
と
は
、
愛
情
か
ら
解
脱
し
た
も
の
に
注
ぐ
風
流
仏
の
広
大
な
利

益
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
流
作
と
し
て
の
恋
を
仏
性
に
よ
る
金
剛
不
域
の
恋
と
す
る
、
そ
の
一
念
に
よ
っ
て
「
当
休
即
仏
」

は
完
成
し
、
そ
の
帰
依
仏
の
利
益
と
救
済
に
包
ま
れ
る
乙
と
を
も
の
諮
っ
て
い
る
。
乙
の
故
に
「
恋
に
必
ず
、
必
ず
感
応
あ
り
て
、

一
心

の
誠
御
心
に
協
ひ
、
珠
蓮
は
白
が
帰
依
仏
の
来
迎
に
辱
な
く
も
間
ひ
と
ら
れ
て
」
ゆ
く
の
で
あ
る。

真
理
を
さ
が
す
な
ら
「
当
体
即
仏
の

自
分
を
尋
ね
た
が
良
い
」
(
『毒
朱
唇
』
)
の
で
あ
る
。

ζ

の
意
味
で
、

『
風
流
仏
』
は
、

仏
魔
仮
現
の
実
相
美
妙
の
内
な
る
出
界
を
描
い

た
も
の
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

金
剛
不
壊
と
い
う
意
味
は
、

露
伴
に
と
っ
て
は
芸
術
に
た
い
す
る
無
限
の
愛
着
と
不
朽
の
作
品
を
め
ざ
す
理
想
の
乙
と
で
あ
り
、
誠
の

1'4 



恋
慕
渇
仰
の
一
念
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
仏
性
を
出
し
玉
ひ
て
」
ゆ
く
と
い
う
永
遠
の
命
へ
の
洞
察
に
さ

さ
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
誠
の
恋
の
一
念
が
聖
な
る
「
当
体
即
仏
」
に
一
体
化
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
有
限
の
命
の
中
に
お
い
て
無

限
不
朽
の
命
を
恋
慕
し
讃
歎
す
る
露
伴
の
志
想
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

乙
の
乙
と
は
、

『
五
重
塔
』

(
明
治
M
)
に
も
錨
か
れ
て
い
る
。
谷
中
感
応
寺
の
塔
を
自
分
の
手
で
建
立
し
よ
う
と
い
う
夢
と
執
念
を

で
b
e

抱
い
た
の
っ
そ
り
十
兵
衛
、
そ
の
十
兵
衛
に
仕
事
を
懇
わ
れ
な
が
ら
欲
得
で
な
い
職
人
の
本
望
に
悩
み
つ
つ
「
塔
さ
へ
能
く
成
れ
ば
」
と

十
兵
衛
に
力
を
貸
す
源
太
。
乙
の

二
人
は
、
塔
建
立
の
願
望
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
愛
憎
や
恨
み
を
抱
き
苦
し
み
傷
つ
け
あ
う
が
、
や
が
て

「
の
っ
そ
り
十
兵
衛
が
辛
苦
経
営
む
な
し
か
ら
で
、
感
応
寺
生
雲
塔
い
よ
/
¥
物
の
見
事
に
出
来
上
」
る
。
し
か
し
、
そ
の
喜
び
も
束
の

し
よ
う
は
〈

こ

ず
A

て

ん

ま

さ

け

問
、
暴
風
雨
が
「
閣
に
採
ま
る
h

松
柏
の
梢
に
天
魔
の
号、び
も
の
す
ご
く
」
吹
き
荒
れ
る
。
暴
風
雨
の
意
志
は
、
浮
世
の
栄
華
に
誇
る

「
恩
物
」
「
偽
物
」
の
眠
り
を
乱
し
、
人
間
の
栄
誉
や
乙
ざ
か
し
い
自
負
心
と
い
っ
た
天
を
軽
ん
ず
る
人
聞
の
お
ど
り
を
打
砕
く
飛
天
夜

あ
だ

し
ん

は

叉
王
の
怒
号
と
し
て
五
重
塔
を
襲
う
。
そ
の
五
重
塔
が
暴
風
雨
に
倒
れ
な
か
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
十
兵
衛
が
「
空
に
悦
び
し
も
真
に
果

か

し

ぼ

し

あ
の

敢
無
き
少
時
の
夢
」
と
人
聞
の
愛
執
の
空
し
さ
を
思
い
、

「
彼
塔
倒
れ
た
ら
生
き
て
は
居
ぬ
覚
悟
」
を
持
つ
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

あ
れ

hm
陪
も
め

じ

っ

こ

わ

「
風
雨
を
脱
ん
で
彼
程
の
大
撲
の
中
に
泰
然
と
構
へ
て
居
た
と
い
ふ
が
、
其
一
念
で
も
破
壊
る
ま
い
」
。
や
が
て
落
成
式
の
す
ん
だ
日
、

朗
円
上
人
は
源
太
を
よ
ん
で
十
兵
衛
と
共
に
塔
に
上
り
次
の
よ
う
に
記
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

を
は

え

み

た

、ち

か

へ

江
都
の
住
人
十
兵
衛
之
を
造
り
川
越
源
太
之
を
成
す
。
年
月
日
と
ぞ
筆
太
に
記
し
了
ら
れ
、
満
面
に
笑
を
滋

へ
て
振
り
顧
り
玉
へ
ば
、

ひ

れ

ふ

お

が
み

こ
と
し
な

み

ひ

え

ん

そ

げ

つ

両
人
と
も
に
言
葉
な
く
た
Y
平
伏
し
て
拝
謝
け
る
が
、
そ
れ
よ
り
宝
塔
長
へ
に
天
に
後
え
て
、
西
よ
り
腕
刷
れ
ば
飛
槍
或
時
素
月
を
吐

ζ

う
ら
ん

こ
う

じ

つ

は

な
し

き
、
東
よ
り
望
め
ば
勾
欄
タ
に
紅
日
を
呑
ん
で
、
百
有
余
年
の
今
に
な
る
ま
で
、
諦
に
活
き
て
遣
れ
け
る

よ
ろ
こ

そ
れ
は
、
「
兄
弟
と
も
片
¥
歓
喜
び
楽
み
、
互
に
深
く
讃
歎
し
あ
う
」
乙
と
を
教
え
た
「
慈
悲
の
眼
」
を
も
っ
朗
円
上
人
の
願
い
が
実

五

〈

叩
叩

)



ムノ、

(
巾
引
)

現
し
た
乙
と
の
あ
か
し
で
あ
っ
た
。
恨
み
と
憎
し
み
、
争
い
や
お
ご
り
、
そ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
妄
執
と
格
闘
し
つ
つ
そ
れ
を
超
え
た
所

で
、
無
限
不
朽
の
宝
塔
は
輝
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
誠
の
一
念
に
よ
っ
て
無
限
の
〈
心
の
宝
塔
〉
を
建
立
し
て
ゆ
く
と
い
う
露
伴
の
祈

り
と
願
望
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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