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主

と
し
て
十
法
界
が
現
代
倫
理
に
与
え
る
示
唆

に

つ
い
て
|

|

内

容

目

次

て
仏
教
者
の
二
大
伝
統
と
、
そ
の
中
間
体
系
化
と
し
て
の
摩
詞
止
観

二
、
摩
詞
止
観
の
中
心
軸
と
し
て
の
十
法
界

三
、
十
法
界
の
基
本
理
念
に
つ
い
て

四
、
十
法
界
の
理
念
構
造
に
つ
い
て

五
、
十
法
界
に
お
け
る
人
倫
の
複
合
弁
証
法
的
展
開
、
人
類
の
未
来
を
開
く
道
と
そ
の
目
標

(
摩
詞
止
観
の
テ
キ
ス
ト
は
、

関
口
真
大
校
註
「
摩
詞
止
観
」
(
岩
波
文
庫
〉
上
下
二

巻
に
よ
っ
た
。
文
中
で
は
「
文
庫
」
と
略
記
。
参
考
文
献
、
出
典
は
、

そ
の
都
度
本
文

中
に
明
記
し
た
。
語
義
の
解
釈
は
、
主
と
し
て
中
村
元
監
修

「
新

・
仏
教
辞
典
」
に
よ
り
、

一
般
的
の
も
の
は
、
岩
波
の
「
広
辞
苑
」
の
解
説
を
参
照
し、

つ
と
め
て
大
学
の

一
般

学
生
に
も
理
解
し
得
る
こ
と
を
期
し
て
お
い
た
。

望
月

「仏
教
大
辞
典
」
、
竜

な
お
、

谷
大
学
「
仏
教
大
辞
業
」
、
田
中
智
学

「
本
化
聖
典
大
辞
林
」、

日
宗
十
万
人
団
結
報
恩

会
編

「
法
華
辞
典
」
の
お
世
話
に
な
っ

た
こ
と
を
併
セ
記
し、

先
徳
の
学
恩
に
感
謝
の

意
を
表
す
る
。
〉

J-LI 

考ヨ

経

本

丸

一、

仏
教
者
の
二
大
伝
統
と、

そ
の
中
間
体
系
化
と
し
て
の
摩
詞
止
観

十
法
界
の
さ
さ
や
か
な
研
究
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
提
起
す
る
こ
と
は
、
1 

仏
教
者
が
古
来
か
ら
育
て
て
き
た
二
つ
の
優
れ
た
伝
統
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、

じ

よ

う

り

よ

ぜ

ん

じ

よ

う

「静
慮
」
(
禅
ま
た
は
定
、
あ
る
い
は
禅
定
と
も
つ
か
わ
れ
る
)
に
も
と
づ
い
て
「
ひ

と
」
の
心
を
練
成
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
て
き
た
こ
と
と
、

そ
の
二
つ
は
、
「
に
ん
げ
ん

|
|
人
間
」
の
本
性
に
つ

い
て
常
に
解
明
を
深
め
て
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
っ

の
伝
統
は
、
西
洋
の
文
化
伝
統
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
正

に
対
照
的
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
、
神
か
ら
発
し
て
神
学
を
体
系
づ
け
、
神
へ
の
一
途
の
信
仰
を
説
い

た
宗
教
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
仏
教
は
、
人
聞
か
ら
出
発
し
て
人
間
学

を
組
織
立
て
、
ま
ず
一
個
の
存
在
と
し
て
の
「
ひ
と
」
の
自
覚
を
確
立
し、

か
っ
、
そ

の
心
の
明
澄
を
ま
ず
は
か
つ
て
、
し
か
る
後
に
社
会
的
存
在
と
し
て
の
「
人
間
」
の
真

あ
ん
じ
ん

実
に
迫
り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
世
界
万
象
の
解
明
に
進
み
、
か
く
し
て

「安
心
」
に
至



る
こ
と
を
教
え
た
宗
教
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
後
継
者
達

が
「
ひ
と
」
と

「人
間
」
に
加
え
た
解
明
の
跡
は
き
わ
め
て
深
い
。

こ
の
一

文
で
い
う

ひ
と

わ
れ
で
も
あ
り
ま
た
他
人
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の

「
ご
で
あ
り
、
ま

「ひ
と
」
と
は
、

た
繰
り
返
え
し
と
代
替
の
で
き
な
い

一
個
の
存
在
で
も
あ
る
も
の
を
意
味

し
、
次
に

「人
間
」
(
本
来
は
仏
教
語
)
と
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
み
生
き
得
て
い
る
人
び
と

を
指
す
。
そ
し
て
、
こ
の
両
極
に
わ
た
っ
て
探
究
す
る
観
念
的
な
ら
び
に
実
証
的
両
面

の
学
聞
を
広
く
含
め
て
い
る
も
の
が
、
仏
教
の
人
間
学
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
こ

の

一

文
を
貫
く
見
解
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
的
人
間
学
は
勿
論
で
あ
る
が
、
現
代
科
学
の
諸
領
域
に

お
け
る
人
間
学
、

特
に
フ
ロ
イ
ト
学
派
の
心
理
分
析
(司
印
有

F
S
E
-
3
0
を
精
神
分

析
と
訳
す
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
)
等
の
原
型
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
学
の
領
域
に
属

す
る
も
の
は
悉
く
と
言

っ
て
よ
い
く
ら
い
に
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
後
継
者
が
残
し
た
遺
産
の

中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し、

そ
う
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
が
選
ん
だ
方
法
と
対
象
が
現
代
科
学
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ

た
と

い
う
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
ブ
ッ
ダ
が
対
象
に
し
た
と
こ
ろ
は
、
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
生

命
活
動
の
全
体
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
の
過
程
で
必
然
的
に
現
わ
れ
る
生
命
の
質
的
変
化

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
生
命
の
向
上
、

類
落
、
堕
落

等
の
各
面
を
含
め
て
、
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
展
開
す
る
人
間
事
象
の
万
般
が
、
ブ
ッ

ダ
の
対
象
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
静
慮
の
中
で
八
正
道
、

四
諦
、
十
二

因
縁
等
の
思
惟
の
諸
形
式
を
用
い
て
解
明
す
る
の
が
そ
の
方
法
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ

て
こ
こ

に
西
洋
の
宗
教
、
哲
学
、

学
問
一
般
に
は
な
か
っ
た
し、

今
で
も
な
お
な
い
よ

う
な
仏
教
者
独
特
の
伝
統
が
育
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
学
問
の
主
体
者
で

あ
る
「
ひ
と
」
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
先
に

「静
臆
」
に
よ
っ
て
中
正
な
思
惟
を
行
う
能

力
を
自
ら
修
練
し、

そ
の
後
に
、
ま
た
は
そ
れ
と
併
行
し
て
、
学
問
の
対
象
に
ア
プ
ロ

ー
チ
し
て
い
く
と
い
う
態
度
が
つ
く
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
名
僧
と
か
善

知
識
と
か
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
皆
こ
の
静
慮
を
と
お
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
数
値
で
は

表
わ
し
得
な
い
、
ま
た
反
復
で
き
な
い
一
回
性
の
む
ず
か
し
い
生
命
事
象
に
対
し
て
も
、

そ
の
正
し
い
把
握
を
な
し
得
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ

こ
に
こ
そ
人
生
の

一
大
事
が
あ
る

と
考
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
者
の
伝
統
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
に
は
、

そ
れ
と
は
対
照
的
な
現
代
科
学
の
方
法
と
対
象
に
も
う
一

度
一
瞥
を
加
え
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
ヤ
ス
パ

l
ス
も
言
う
よ
う
に
、
現
代
の

「各
科
学
は
、
方
法
と
対
象
の
枠

以
外
に
は
出
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
世
界
へ
の

一
展
望
で
は
あ
る
が
、
ど
れ
も
世

界
を
捕
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
現
実
の

一
断
面
を
当
て
て
は
い
る
が
、
現
実
で
は
な
く
、

- 2ー

お
そ
ら
く
現
実
の
一
面
に
す
ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
の
現
実
に
当
た
っ
て
は
い
な
い
」

(
〈
。

B
d
g宮・ロロ
m
E丘
町

色

色
mw
円
の
叩
凹
の
}
同
町
宮
0
・
ωm-Z口事〉
。
し
た
が

っ
て
、

科
学
は
生
命
そ
の
も
の
の
全
体
的
活
動
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
も
そ
の
方

法
と
対
象
は
、
常
に
、
数
価
で
と
ら
え
得
る
範
囲
か
ら
出
ら
れ
ず
、
客
観
的
な
物
象
に

限
定
さ
れ
、
反
復
し
得
る
事
象
に
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
が

と
ら
え
た
事
実
は
、
善
悪
を
超
越
し
、
価
値
を
越
え
て
、
絶
対
的
の
も
の

の
如
く
に
万

象
に
の
し
か
か
ろ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
現
代
的
冷
酷
と
非
人
間
性
が
か
も
し
出
さ
れ

る。

こ
の
よ
う
な
科
学
の
犯
し
易
い
非
人
間
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

一
人
び
と
り
の
内

面
か
ら
湧
き
出
る
英
知
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
英
知
が
生
み
出
す
能
力

が
知
見
で
あ
り
、
「
如
実
に
三
界
の
相
を
知
見
す
る
」
(
久
保
田
正
文
増
補
法
華
経
大
講

座
」
(
第
七
巻
、

二
八
二
頁
)
こ
と
が
、

現
代
を
救
済
す
る
唯

一の

道
と
な
っ
て
こ
よ

ぅ。

こ
の
知
見
の
、
涌
養
は
、

一
人
び
と
り
の
静
慮
を
と
お
し、

長
い
人
生
に
わ
た
り
、



誠
実
に
経
験
を
積
む
中
で
、
自
ら
学
び
取
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
若
し
こ
れ
を
忘
れ

れ
ば
、
人
類
は
中
生
代
の
胞
虫
類
の
轍
を
踏
む
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ッ
ダ
の
生
活
は
、
こ

の
よ
う
な
静
慮
に
よ
る
自
己
修
練
と
、
そ
の
過
程
で
聞
き
得

た
知
見
と
に
も
と
苧
つ

い
て
、
六
師
外
道
の
論
理
の
遊
戯
や
世
俗
に
堕
し
た
諸
説
を
ア
オ

フ
へ

l
ベ
ン
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
実
の
人
間
生
活
と
人
聞
の
学
問
と
を
建
て
直
す

た
め
に
捧
げ
た
一
生
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
達
は

さ
ん
が

よ
き
教
団
(
僧
伽
〉
を
結
び
、
こ

の
仏
教
伝
統
を
育
て
て
い
っ

こ
の
方
法
を
継
承
し、

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
ア
シ
ョ
ヵ
、
ミ
リ
ン
、
夕
、
カ
ニ
シ
カ
等
の
歴
史
的
諸
王
の
外
謹
の

下
で
次
第
に
教
理
と
教
団
の
発
展
が
行
わ
れ
、
大
乗
思
想
へ
の
道
が
聞
か
れ
て
い
く
。

こ
れ
等
の
成
果
が
や
が
て
中
国
に
渡
っ
て
か
ら
、
大
陸
ゃ
、
さ
ら
に
は
日
本
の
、
仏
教

教
理
の
発
展
と
そ
の
実
践
修
行
の
進
展
を
は
か
る
上
の
挺
の
役
目
を
つ
と
め
る
人
間
学

と
静
慮
の
方
法
と
が
体
系
化
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
時
点
で
一
つ
の
金
字
塔
を
打
ち
立
て

た
の
が
、
中
国
の
智
者
大
師
智
顕
(
五
三
八

t
五
九
七
年
)
で
あ

っ
た
。
こ
の
人
に
よ

っ
て
、
こ

の
二
つ
の
優
れ
た
仏
教
的
伝
統
が
深
め
ら
れ
、
か
っ
、
体
系
化
さ
れ
る
。
そ

の
代
表
的
業
績
が
、
大
師
晩
年
の
講
義
で
あ
り
、
こ
れ
を
弟
子
湛
頂
が
筆
録
し
て
大
成

し
た
「
摩
詞
止
観
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
一
念
三
千
の

一
大
思
想
体
系

は
仏
教
人
間
学
の
一
つ
の
完
成
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
静
慮
の
修
練
の
到
達
す
ベ

き
究
極
の
境
地
を
示
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

摩
詞
止
観
は
、
ブ
ッ
ダ
が
開
発
さ
れ
た
人
間
解
明
の
尊
い
二
つ
の
源
泉
に
つ
い
て
、

そ
の
後
継
者
達
が
と
ら
え
て
き
た
と
こ
ろ
を
適
確
に
再
編
成
し
た
上
、

さ
ら
に
そ
の
流

れ
を
正
し
く
後
世
に
導
く
立
派
な
水
路
を
つ
く
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
不
世
出
の
か

つ
歴
史
的
の
業
績
と
な
っ
た
。

ニ、

摩
詞
止
観
に
お
け
る
十
法
界
の
位
置
と
意
義

摩
詞
止
観
の
内
容
を
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、
智
者
大
師
が
、
ブ
ッ
ダ
の
人
間
観

な
い
し
社
会
観
を
十
法
界
と
し
て
ま
と
め
た
上
、
さ
ら
に
こ
れ
を
軸
と
し
て
一
念
三
千

の
法
門
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
、
仏
教
者
の
最
も
重
要
な
二
大
伝
統
で
あ

る
と
こ
ろ
の
禅
的
思
惟
の
練
成
方
法
と
、
人
間
事
象
の
万
般
と
の
二
つ
を
説
き
き
た
り
、

説
き
去
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
こ
の
書
名
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
そ
の
も
の
が
そ
の
内
容

を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
冠
頭
に
つ
け
ら
れ
た
摩
詞
と
は
究
語

ヨ
与
仰

の

音
を
写
し
た
も
の
で
、
通
常
は
大

・
多

・
勝
等
の
意
味
を
持
つ
が
、

一
般
的
に
は
大
の

意
味
に
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
止
観
の
止
は
、
心
を
練
っ
て

一
切
の
外
境
や
乱

3一

想
に
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

E
B
丘町
ω
の
訳
で
あ
り
、
観
は

己
℃
鉱
山
益
H
H
M
M同

の
訳
で
、
正
し
い
知
恵
を
お
こ
し
て
対
象
を
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
(
中
村

元
、
「
新

・
仏
教
辞
典
」
の
解
説
に
よ
る
)
。
智
者
大
師
自
ら
も
「
ま
ど
か
に
無
明
を
伏

す
る
を
止
と
名
づ
け
、

(
相
)
似
の
中
道
の
慧
を
観
と
名
づ
く
。
」

(
文
庫
、
上
巻
、
六

七
頁
)
と
述
べ

、

「
す
で
に
無
明
即
ち
明
な
り
と
知
れ
ば
、

ま
た
流
動
せ
ず
、

ま
た
、

故
に
名
づ
け
て
止
と
な
す
。
朗
然
と
し
て
大
い
に
浄
し
、
こ
れ
を
呼
ん
で
観
と
な
す
。
」

〈
向
上
三
二
頁
)
と
も
述
べ
て
い
る
。

止
観
に
お
い
て
は
、
静
慮
な
い
し
は
禅
的
思
惟
の
練
成
に
よ
っ
て
、
ま
ず
学
問
研
究

の
中
正
な
対
度
を
つ
く
る
こ
と
を
学
究
の
第

一
条
件
と
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ

の
教
え
と
そ
の
実
践
者
の
大
特
徴
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
学
者
達
に
は
乏
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
近
代
の
西
洋
の
諸
学
は
、
中
世
の
ド
グ
マ
的
時
代
へ
の
反
動
と
し
て
起
こ
っ
た

激
し
い
知
的
渇
望
や
、
イ
ギ
リ
ス
に
発
し
た
功
利
思
想
や
、
そ
れ
か
ら
尾
を
引
く
ア
メ



リ
カ
の
世
俗
的
実
用
主
義
等
に
、
そ
の
発
生
の
根
源
を
持
っ
て
お
り
、
止
観
で
説
か
れ

る
と
こ
ろ
は
も
と
よ
り
、

一
般
東
洋
系
の
諸
学
が
、
も
の
の
真
実
を
誤
ら
な
い
こ
と
を

第
一
義
に
お
き
、
ま
た
、
大
自
然
と
の
冥
合
の
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
発
し

て
い
る
の
と
は
大
い
に
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
代
西
欧
か
ら
発
生
し
、
発
達
し
、

メ
リ
カ
に
お
い
て
高
潮
に
達
し
た
現
代
の
科
学
時
代
と
、
そ
れ
を
夢
中
で
追
跡
し
て
き

た
現
代
日
本
の
科
学
時
代
と
は
正
に
こ
の
盲
目
の
知
的
渇
望
と
功
利
と
の
害
悪
に
引
き

込
ま
れ
て
い
る
。
知
的
渇
望
は
新
し
い
も
の
の
発
見
発
明
を
見
て
狂
喜
す
る
が
、
そ
の

も
の
が
人
生
に
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
を
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
功
利

の
行
動
は
目
前
の
し
か
も
世
俗
的
欲
望
を
達
成
は
す
る
が
、
今
日
の
真
実
を
お
お
い
、

明
日
へ
の
正
し
い
道
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
知
的
渇
望
と
功
利
と
い
う
夫
婦
に
ょ
っ

て
育
て
ら
れ
て
き
た
末
子
で
わ
が
ま
ま
者
の
現
代
科
学
は
、
家
の
伝
統
や
子
孫
の
行
く

先
も
考
え
よ
う
と
し
な
い
で
、
惜
し
げ
も
な
く
庭
の
樹
を
切
り
、
さ
び
の
つ
い
た
庭
を

掘
り
返
え
し
、
あ
げ
く
の
は
て
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
一
夜
の
う
ち
に
伝
来
の
わ
が
家
を

踏
み
つ
ぶ
し
、
こ
れ
を
ご
み
と
一
緒
に
海
に
ほ
う
り
込
ん
で
、
そ
の
上
に
多
少
の
土
を

か
け
て
夢
の
島
と
や
ら
を
つ
く
り
、
そ
の
あ
と
地
や
埋
立
地
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
発

見
発
明
に
よ
る
新
し
い
も
の
を
盛
り
込
ん
だ
「
現
代
文
明
」
と
称
す
る
わ
が
家
や
工
場

を
建
て
る
よ
う
な
こ
と
を
あ
え
て
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
家
が
は
た
し
て
人
生
に

と
っ
て
何
か
有
意
義
な
も
の
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
い
う
家
を
建
て
る
過
程

や
結
果
が
何
か
大
き
い
マ
イ
ナ
ス
を
つ
く
り
は
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
う
い

う
家
で
必
要
以
上
の
ぜ
い
た
く
を
し
、
前
の
生
活
よ
り
も
何
十
倍
も
の
消
費
を
し
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
、
は
た
し
て
人
生
の
実
質
的
向
上
を
実
現
し
得
た
と
言
い
得
る
で
あ

ろ
う
か
、
等
々
は
少
し
も
考
え
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
正
に
近
代
の
西
欧
に
発
し
た

科
学
精
神
は
、
近
代
の
西
欧
を
風
麻酔
し
た
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
の
物
語
」
(
〈

o-Eσ
ロ忌

405

u
oZ
O門司白戸回目
。

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
盲
目
的
な
知
的
渇
望
か
ら
発
し
、

中
世
的
ド
グ
マ
の
奴
隷
か
ら
の
解
放
を
欲
し
な
が
ら
、
知
識
の
餓
鬼
に
化
し、

再
び
知

的
奴
隷
の
こ
こ

ろ
に
変
ろ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
有
力
な
知
識
の

ア

発
見
は
、
意
味
も
価
値
も
問
わ
れ
ず
に
も
て
は
や
さ
れ
る
。
ま
た
精
神
や
生
命
に
触
れ

る
学
聞
は
、
そ
れ
が
客
観
的
に
つ
か
め
ず
、
再
現
し
得
な
い
が
故
に
学
問
と
し
て
は
疑

わ
れ
、
学
問
の
領
域
か
ら
追
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
最
も
象
徴
的
な
こ
と
は

「日
本
学
術
会
議
法
」
と
い
う
法
律
で
あ
る
。
こ
こ

で

「
学
術
」
と
は
名
称
だ
け
で
あ

っ
て
、
こ
の
法
律
の
条
文
の
ど
こ
を
見
て
も
、
学
術
と
い
う
用
語
は
出
て
こ
な
い
で
、

た
だ
科
学
と
い
う
こ
と
ば
の
み
が
出
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

学
術
は
科
学
と
同
意
語
の
よ
う
で
あ
り
、
科
学
以
外
は
学
術
で
は
な
い
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
大
変
な
誤
り
だ
。
現
代
の
科
学
は
、
数
値
で
っ
か
み
、

-4-

客
観
的
に
と
ら
え
、
し
か
も
再
現
し
得
る
現
象
以
外
に
は
手
を
出
そ
う
と
し
な
い
し
、

ま
た
、
今
の
と
こ
ろ
出
し
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

一
回
性
の
生
命
の
意
味
に
つ
い
て

は
無
知
で
あ
る
。
ま
た、

科
学
の
分
析
実
験
の
結
果
出
て
き
た
事
実
は
善
悪
を
超
越
し
、

価
値
を
問
お
う
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
没
価
値
的
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
わ
れ

わ
れ
の
生
命
内
容
は
数
値
で
は
計
り
き
れ
ず
、
客
観
的
に
も
捉
え
得
ず
、
反
復
再
現
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
も
生
命
の
存
続
と
成
長
は
多
く
価
値
に
負
っ
て
お
り
、
そ

の
価
値
、
特
に
精
神
的
価
値
は
数
値
で
表
示
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
て
、

知
見
に
も
と
づ
く
明
察
に
よ
っ
て
評
価
す
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

洞
察
に
よ
っ
て
生
命
の
真
実
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
努
力
の
上
に
、
学
術
の
最
高
任
務

を
と
り
も
ど
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
点
を
正
し
く
突
き
、
現
代
に
な
お
教
訓
を

垂
れ
て
い
る
の
が
摩
詞
止
観
で
あ
り
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
お
け
る
偏
り
を
防
ぎ
、

邪
見
を
打
破
す
る
拠
り
処
と
し
て
の
一
念
三
千
の
法
門
が
説
か
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な



く
十
法
界
は
そ
の
中
軸
と
な
っ
て
い
る
。

一
念
三
千
の
内
容
は
極
め
て
深
く
か
っ
広
い
。
こ
の
法
門
を
説
く
摩
詞
止
観
は
、

般
の
仏
教
者
、
特
に
法
華
経
研
究
者
等
の
基
礎
学
と
し
て
、
仏
教
者
万
人
の
必
読
の
書

物
と
な

っ
た
。
こ
の
研
究
と
註
釈
に
つ

い
て
は
先
学
の
業
績
が
数
多
く
あ
る
。

こ
こ

で

t土

一
念
三
千
が
、
摩
詞
止
観
で
説
く
と
こ
ろ
の
静
慮
の
正
し
い
方
法
を
一
示
す
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
静
慮
の
到
達
す
る
極
致
で
も
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
だ
け
に
と
ど

め
、
そ
の
骨
格
構
造
を
つ
く

っ
て
い
る
十
法
界
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
、
改
め
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
智
者
大
師
に
よ
っ
て
こ
の
十
法
界
が
体
系
化
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
見
る
の

に
、
既
に
ブ
ッ
ダ
の
先
行
思
想
家
や
同
時
代
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
中
に
、
地
獄

・
畜
生
と

人
間

・
天
上
の
二
系
列
に
わ
た
る
四
つ
の
観
念
が
出
て
く
る
(
中
村
元
、「印
度
思
想
史
」

四
十
七
頁
)
。

こ
の
四
つ
の
も
の
を
観
察
す
る
と
、

前
半
の
系
列
は
後
世
に
い
わ
れ
る

「
一
二
途
」
の
、
後
半
の
系
列
は
「
三
普
」
の
原
型
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

前
半
と
後
半
の

そ
れ
ぞ
れ
に
は
内
面
の
関
連
が
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
前
後
の
聞
に
は
次
元
の
相
違
を
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
別
の
観
点
か
ら
見
て
、
こ
の
四
つ
の
観
念
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
既
に
、
人
間
の
現
実
の
存
在
状
況
に
つ
い
て
の
哲

学
的
な
い
し
社
会
学
的
な
解
明
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
が
洞
察
さ
れ
る
。
こ
れ
等
の
伝

し
よ
う
も
ん
ぴ
や
〈
し
ぶ
つ
え
ん
が
〈

統
を
受
け
た
ブ
ッ
ダ
は
、
さ
ら
に
一
次
元
高
い
と
こ
ろ
に
声
聞

・
貯
支
仏
(
縁
覚
)

菩
薩
の
三
つ
の
観
念
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
こ
の
三
つ
の
観
念
の
系
列
に
な
ぞ
ら
え
て

か
、
あ
る
い
は
、
各
次
元
内
に
お
け
る
弁
証
法
的
な
発
展
現
象
に
思
い
当
た
っ
た
た
め

か
、
地
獄

・
畜
生
の
次
元
に
餓
鬼
を
加
え
、
人
間

・
天
上
の
次
元
に
阿
修
羅
(
修
羅
〉

を
先
行
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
三
段
階
を
お
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
仏
界
を
最

高
次
元
と
し
て
置
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
か
く
し
て
華
厳
経
の
十
地
品
の
中
に
至

っ
て
こ
の
十
の
全
部
が
顔
を
揃
え
、
十
法
界
に
近
い
体
系
的
な
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る

し
、
特
に
法
華
経
で
は
到
る
処
で
こ
の
十
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
さ
ら

に
竜
樹
(
一
七

O
J二
六

O
年
)
の
大
智
度
論
に
至
っ
て
声
聞
道

・
府
支
仏
道

・
菩
薩

道

・
仏
道
が
四
道
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
地
獄
道

・
畜
生
道

・
餓
鬼
道

・
人
道

・

天
道
が
五
道
と
称
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
阿
修
羅
道
を
加
え
て
六
道
が
あ
げ
ら
れ
て
く

る
。
そ
し
て
、
こ
の
六
道
に
前
の
四
道
を
加
え
れ
ば
十
道
と
な
り
、
こ
こ
に
智
者
大
師

の
十
法
界
の
母
体
や
、
六
凡
な
い
し
六
道
に
対
す
る
四
聖
と
い
う
分
け
か
た
の
先
駆
が

出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
な
お
こ
れ
等
の
論
部
や
経
部
に
は
十
法
界
な
い
し

は
十
界
と
い
う
よ
う
な
名
も
体
系
も
現
わ
れ
て
は
こ
な
い

(
佐
々
木
憲
徳
、

「
天
台
教

学
」
一
六
九
頁
)
。
こ
れ
が
智
者
大
師
の
摩
詞
止
観
に
お
い
て
、
始
め
て
十
法
界
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
体
系
的
に
説
か
れ
て
く
る
。

こ
の
十
法
界
の
説
か
ら
、
さ
ら
に
「
十
界
互
具
」
の
説
が
立
て
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
5ー

各
法
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
他
の
九
界
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
に
百
界
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
万
象
の
当
体
た
る
十

し
よ
う

ほ
ん
ま

つ
〈
，
ょ
う

界
と
か
百
界
と
か
は
、

「相

・
性

・
体
、

力

・
作

・
因
、
縁

・
果

・
報
、
本
末
究
寛
」

に

よ

に

ょ

せ

等
の
十
の
実
相

(
十
如
、
ま
た
は
、
十
如
是
」
〉
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
た
現
わ
れ

方
を
す
る
。
こ
こ
に
千
界
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
千
界
は
、
三
種
の
世

聞
に
お
い
て
三
千
種
の
人
生
模
様
と
な
っ
て
展
開
す
る
。
三
種
の
世
間
と
は
三
つ
の
人

間
環
境
を
意
味
し
、

一
つ
が
社
会
環
境
を
意
味
す
る
「
衆
生
世
間
」
で
、
二
つ
白
が
自

然
環
境
を
意
味
す
る
「
国
土
世
間
」
、
三
つ
目
が
習
俗
や
文
化
的
環
境
を
意
味
す
る

「
五

陰
世
間
」
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
世
間
に
お
い
て
三
千
と
い
う
無
数
に
近
い
人
間
模
様

の
展
開
は

一
念
の
心
の
中
に
感
ぜ
ら
れ
、
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

一
念

の
心
の
中
か
ら
つ
く
ら
れ
る
所
産
で
も
あ
る
と
い
う
ご
念
三
千
の
法
門
」
に
達
す
る



こ
の
と
こ
ろ
に
触
れ
た
摩
詞
止
観
の
原
文
は
、
次
節
に
引
用
し
て
お
い
た
。

摩
詞
止
観
が
禅
的
思
惟
の
修
練
を
説
く
目
的
は
、
こ
の

一
念
三
千
の
妙
理
を
体
得
さ

せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
念
の
中
に
三
千
が
具
わ
る
故
に
、

念
の
あ
り
方
に
静
慮
を
加
え
、

一
念
の
逸
脱
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
若
し

一
念
が
固
定
す
る
な
ら
ば
、
も
の
の
真
実
が
お
お
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
い
う

事
態
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
人
聞
の
生
を
全
う
さ
せ
る
要
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

一
念
三
千
の
体
系
は
十
法
界
を
骨
格
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
十
法
界
は
摩
詞
止
観
の
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。

十
法
界
の
根
本
理
念
に
つ
い
て

十
法
界
は
、
根
本
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
止
観

の
中
で
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
第
五
巻
の
次
の
一
句
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

お
ん
に
ゅ
う
か
い

「
十
法
界
は
、
通
じ
て
陰
入
界
と
称
す
る
も
、

そ
の
実
は
同
じ
か
ら
ず
。
」
「
文
庫
、

上
巻
、
二
八

O
頁
)

と
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
法
界
と
は
、

一
般
に
陰
入
界
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の

十
種
の
陰
入
界
に
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
が
あ
る
、
と
ま
ず
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

「
陰
入
界
」
と
い
う
概
念
が
十
法
界
を
貫
く
理
念
の
芯
を
支
払
え
る
大
事
な

概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
陰
入
界
の
概
念
に
つ
い
て
摩
詞
止
観
そ
れ

自
体
が
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
の
は
次
の
一

節
で
あ
る
。

お
ん

に
ゅ
う

五
陰

・
十
二
入

・
十
八
界
を
い
う
な
り
。

「第
一
に
陰
入
界
の
境
を
観
ず
と
は
、

お

ん

お

ん
が
い

い
ん

陰
と
は
、
善
法
を
陰
蓋
す
、
こ
れ
因
に
つ
い
て
名
を
得
た
る
な
り
。

し

ぞ

〈

じ

ゅ

う

し

よ

う

じ
じ
ゅ
う
と
う

積

緊

に

し
て
、
生
死
重
沓
す
、

れ
果

ペコ

て
名
を
得
Tこ
る
な
りま
。た

入E陰
とうと
t工 t土
渉 、

入
な
り
、

し
ゅ
も

ん

か

い

ま
た
輸
門
と
名
づ
く
。
界
と
は
、
界
の
別
な
る
に
名
づ
け
、

し
よ
う

ま
た
性
わ
か

る
る
に
名
づ
く
。
」
(
文
庫
、
上
巻
、
二
七
六
頁
)

と
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
陰
と
は
、
世
俗
に
お
い
て
は
、
も
の
の
真
実
を
お
お
い
か

く
す
作
用
、
ま
た
は
、
宿
習
や
宿
弊
が
重
な
っ
た
り
固
着
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

し
か
し
反
対
に
諮
問
因
善
果
の
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
正
し
い
陰
も
生
ず
る
の
で
あ

る。

た
と
え
ば
、
こ
の
引
用
文
か
ら
数
頁
後
に
、

「
仏
に
は
諸
の
大
と
陰
と
界
と
入
と

な
し
と
は
、
ま
え
の
九
界
の
陰
界
な
き
な
り
。
い
ま
有
り
と
い
う
は
、
浬
蝶
の
常
住
の

陰
界
入
あ
る
な
り
。
」
(
文
庫
、
上
巻
、
二
八
一
頁
)
が
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
。
次
に

「入」

と
「
界
」
の
意
味
は
、
現
代
日
本
語
の
観
念
で
解
釈
し
て
も
大
き
い
誤
り
は
な

ぃ
。
こ
の
五
陰
、
十
二
入
、
十
八
界
の
三
つ
が
相
互
に
作
用
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
各

種
の
社
会
像
を
「
陰
入
界
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
概
念
が

6 -

「
五
陰
」
で
あ
る
。

五
陰
は
、
後
世
に
は
五
認
と
つ
か
わ
れ
、
世
俗
の
意
味
で
は
、
人
び
と
の
心
に
さ
ま

ざ
ま
な
仮
象

(ω
n
y
E
ロ
)
を
構
成
さ
せ
る
五
つ
の
要
因
の
こ
と
で
あ
る。

す
な
わ
ち
、

し
き

じ
ゅ

そ
う

ぎ
よ
う

し

き

色

・
受

・
想

・
行

・
識
の
五
つ
の
要
因
で
、
こ
の
五
つ
が
相
互
に
相
関
連
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
真
実
が
隠
さ
れ
た
り
、
宿
弊
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
悪
結
果
が
生
ず
る

と
す
る
。
こ
れ
を
静
慮
に
も
と
づ
〈
正
し
い
思
惟
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
悪
果
を
起

ぎ
よ
う

こ
さ
ず
、
反
っ
て
一
般
衆
生
を
救
う
浄
行
を
行
じ
得
る
人
が
理
想
の
人
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
理
想
の
人
を
菩
薩
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
性
情
が
仕
上
が
り
か
つ
定
着
し
た
人

を
仏
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
静
慮
な
い
し
禅
的
思
惟
を
経
な
い
色

・
受

す
な
わ
ち

「業
」
を
つ
ま
ざ
る
を
得

-
想

・
行

・
識
は
「
あ
や
ま
ち
の
お
こ
な
い
」
、

な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
色
」
と
は
物
質
な
い
し
肉
体
を
意
味
し
、
第
二
の
「
受
」
と
は

わ
れ
わ
れ
が
外
界
を
受
け
入
れ
る
感
覚
や
知
覚
を
、
第
三
の
「
想
」
は
わ
れ
わ
れ
の
内



心
に
起
こ
る
観
念
の
構
成
を
、
第
四
の
「
行
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
行
動
の
も
と
と
な
る

意
志
や
記
憶
等
の
心
の
作
用
を
、
第
五
の

「識
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
心
が
結
論
的
に
出

し
き

す
了
別
ま
た
は
判
断
等
を
意
味
す
る
。
こ
の
五
つ
の
中
で
、
色
は
形
を
持
つ
具
体
的
客

観
的
に
認
識
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
の
四
つ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
理

・
心
識

・

意
識
等
の
心
の
現
象
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
つ
の
心
の
領

域
に
お
い
て
誤
り
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
決
定
的
に
悪
く
な
る
わ
け
で
あ

そ
こ
を
止
観
が
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
悪
業
を
避
け
る
た
め
に
は
、
常
に
、

る。を
法
界
に
か
け
る
こ
と

(
止
)
と
、
念
を
法
界
と
一
に
す
る
こ
と
(
観
)
」
(
文
庫
、
上

巻
、
十
二
頁
)
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
結
論
に
導
く
た
め
設
定
さ
れ
た
一

種
の

仮
設
が
十
種
の
陰
入
界
、
言
い
換
え
れ
ば
十
法
界
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
十
法
界
の

根
本
理
念
を
解
明
で
き
た
と
思
う
が
、
な
お
付
帯
的
に
次
の
点
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

付
帯
的
な
も
の
と
し
て
第
一
に
あ
げ
る
も
の
は
十
二
入
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
ず
、
限る

〈

・
耳

・
鼻

・
舌

・
身

・
意
と
い
う
六
つ
の
感
覚
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
六

こ
ん根

」
が
関
係
し
て
く
る
。

こ
の
六
根
が
、
外
か
ら
入

っ
て
く
る
刺
戟
を
受
け
る
と
、
ま

ず
意
識
が
お
こ
る
と
と
も
に
そ
の
対
象
が
浮
き
出
て
く
る
。

こ
の
意
識
対
象
は
、
色

・

tp
・
呑

・
味

・
触

・
法
〈
こ
の
法
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
意
味
す
る
)
と
い
う
六

つ
の
思
慮
の
対
象
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
内
心
に
は
、
六
つ
の
心
境
、
す
な
わ
ち
「
六

境
」
が
生
じ
る。

こ
の
六
根
と
六
境
を
合
せ
た
十
二
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
な
い
し
認

識
を
取
り
入
れ
る
十
二
の
入
口
で
あ
る
。
止
観
の

こ
と
ば
を
用
い
れ
ば
、
こ

の
十
二
の

「輸
門
」
を
と
お
し
て
知
覚
や
認
識
が

「渉
入
」
し
て
く
る
こ
と
が
、
こ
の
「
十
二
入
」

な
の
で
あ
る
。

次
に
十
八
界
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
さ
き
の
十
二
入
こ
よ
っ
て
、
十
二
の
心
境

や
感
懐
が
お
こ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
心
境
や
感
懐
に
よ
っ
て
現
実
の
状
況
の
中
に

何
か
の
境
地
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
境
地
は
、
人
び
と
の
心
に
結
ぼ
れ
る

一
つ
の
小
世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
こ
こ

で
は
界
と
名
づ
け
る
。
そ
こ
で
、
十
二
入
に

よ
っ
て
十
二
界
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
十
二
入
の
半
分
を
つ
く
る

六
板
は
、
た
だ
単
に
外
部
か
ら
の
刺
戟
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
度
重
な
る
刺
戟

に
対
し
て
は
、
次
第
に
熟
練
し
た
判
断
能
力
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
生
じ

「念

る
の
が
、
眼
識

・
耳
識

・
鼻
識

・
舌
識

・
身
識

・
意
識
と
い
う
「
六
識
」
で
あ
る
。
日

常
生
活
に
例
を
と
れ
ば
、
自
き
き
と
か
、
音
を
聞
き
分
け
る
優
れ
た
音
感
と
か
、
聞
き

酒
の
能
力
と
い
う
よ
う
な
、
身
に
つ
い
た
判
断
能
力
と
か
特
技
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

そ
の
人
の
持
つ
小
世
界
で
、
こ
こ

に
六
界
が
起
こ
る。

こ
の
六
界
と
、
ま
え
の
十
二
界

を
合
せ
た
も
の
が
十
八
界
で
あ
る
。
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以
上
を
ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
つ
く
っ
て
い
る
人
間
(
社
会
〉
の
万

般
は
、
五
陰

・
十
二
入

・
十
八
界
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
要
因
が
複
雑
多
様
に
か

ら
み
合

っ
て
発
生
す
る
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
止
観
で
は

「
陰
入
界
」
と
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

「陰
入
界
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
外
両
面
の
、
な
い
し

し
た
が
っ
て
、

は
、
物
心
両
面
の
多
様
な
諸
条
件
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ

た
上
で
展
開
さ
れ
て
い

る
千

差
万
別
の
人
間
存
在
の
状
況
一
般
を
言
う
」
と
定
義
的
な
解
説
を
行
っ

て
お
く
。

こ
の
よ
う
な
千
差
万
別
の
人
間
存
在
の
状
況
一
般
を
通
観
す
る
と
き
、
如
何
な
る
事

象
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
も
ま
た
何
か
の
共
通
点
を
持
つ
も
の
の

類
型
が
識
別
さ
れ
て
く
る
。
プ
ッ
ダ
は
、
こ
の
人
間
存
在
の
状
況

一
般
の
中
に
あ
る
類

型
を
十
類
型
に
分
け
て
表
現
さ
れ
た
。

こ
れ
を
、
諸
経
の
結
集
者
達
や
竜
樹
等
が
次
第

に
系
統
的
に
整
理
し
、
智
者
大
師
に
至
っ
て
、
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
、
修
羅

・
人
間

・

天
上
、
声
聞

・
縁
覚

・
菩
薩
、
仏
と
い
う
十
の
法
界
序
列
と
四
つ
の
次
元
別
と
に
系
統



づ
け
た
。
こ
こ
に
、
こ

の
「
十
」
と
い
う
数
と
「
法
界
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

既
に
し
ば
し
ば
引
用
し
た
一
止
観
第
五
巻
の
中
で
、

「
法
界
」
と
「
十」

と
の
意
味
に

つ
い
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
法
界
と
は

三
義
あ
り
。

の
う
え

し

よ

え

十
の
数
は
こ
れ
能
依
な
り
。
法
界
は
こ
れ
所
依
な
り
。

能
所
合
せ
て
称
す
る
が
故
に
十
法
界
と
い
う
。
ま
た
こ
の
十
法
界
は
各
各
の
因
、
各

こ
ん
ら
ん

各
の
果
、
相
混
濫
せ
ず
、
放
に
十
法
界
と
い
う
。
ま
た
こ
の
十
法
は
、

一
一
の
当
体

み
な
こ
れ
法
界
な
り
、
故
に
十
法
界
と
い
う
。
」
(
文
庫
、
上
巻
、
二
八

O
頁
)

こ
の
一
句
に
よ
っ
て
、

「
十
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
相
を
生
み
出
す
動
因
の
出
所

を
象
徴
し
、

「法
界
」
と
は
、

そ
の
動
因
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
現
実
の
社
会
状

況
を
意
味
し
、
こ
の
動
因
の
「
能
」
と
、
そ
れ
を
こ
お
む
る
「
所
」
と
の
能
所
の
合
せ

ら
れ
た
と
こ
ろ
が
十
法
界
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
十
」
は
実
数
で
は

な
く
て
、
多
様
に
発
現
す
る
動
因
の
象
徴
で
あ
る
。
故
に
、
こ

こ
か
ら
「
十
界
互
百
六
」

し
た
が
っ
て
、

に
よ
っ
て
百
界
が
展
開
し
、
さ
ら
に

「
一
念
三
千
」
の
法
門
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
止
観
は
次
の
如
く
述
べ
る
。

「
そ
れ
一
心
に
十
法
界
を
具
す
。

一
法
界
に
ま
た
十
法
界
を
具
し
て
、

百
法
界
な

一
界
に
三
十
種
の
世
間
を
具
し
、
百
法
界
は
す
な
わ
ち
三
千
種
の
世
聞
を
具
し
、

や

け

に

こ
の
三
千
は
一
念
の
心
に
あ
り
。
も
し
心
な
く
ば
己
み
な
ん
。
介
爾
も
心
あ
れ
ば
す

りな
わ
ち
三
千
を
具
す
。
」
(
註
、
介
爾
、
ま
た
は
芥
爾
の
心
|
|
わ
ず
か
ば
か
り
の
心

の
働
き
の
意
〉
(
文
庫
、
上
巻
、
二
八
六
頁
)

さ
て
、
こ
こ

に
引
用
し
た
一
句
に
よ
っ
て
益
々
明
ら
か
な
よ
う
に
、
智
者
大
師
の
思
想

の
最
高
峰
と
も
見
る
べ
き
一
念
三
千
は
、
こ
の
十
法
界
か
ら
演
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
実
と
な
る
。
そ
し
て
、
十
法
界
の
根
源
は
ブ
ッ
ダ
の
人
間
観
な
い
し
社
会
観
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
止
観
が
説
く
究
極
の
目
的
が
、
ま
ず
一
個
の
「
ひ
と
」
の
内
面
に
禅
的

思
惟
の
能
力
を
開
発
さ
せ
、
つ
づ
い
て
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
「
人
間
」
に
は
一
念

三
千
の
妙
理
を
悟
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
軸
と
な
っ
た
ブ
ッ
ダ
の
人

間
観
な
い
し
社
会
観
を
十
法
界
と
い
う
体
系
に
始
め
て
組
織
し
、
し
か
も
今
日
に
至
る

ま
で
に
そ
れ
以
上
に
出
る
者
が
出
な
い
と
い
う
よ
う
な
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、

さ
ら
に
改
め
て
再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
ま
た
こ
れ

を
現
代
の
諸
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
面
と
照
合
し
て
、
そ
の
尽
き
な
い
価
値
を
再
認
識
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。

十
法
界
は
、
摩
詞
止
観
の
骨
格
部
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
。
フ
ッ
ダ
の
悟
り
の
最
も

根
本
で
あ
る
人
間
観
な
い
し
社
会
観
の
最
初
の
体
系
化
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
後
に
お

い
て
こ
れ
を
し
の
ぐ
体
系
化
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
、
今
日
に
お
い
て
も
な
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お
依
然
と
し
て
一
大
金
字
塔
で
あ
る
。
若
し
十
法
界
の
体
系
化
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と

一
念
三
千
の
法
門
も
成
立
し
得
ず
、
不
世
出
の
名
講
義
で
あ
る
摩
詞
止
観
の

す
れ
ば
、

講
案
も
成
り
立
た
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
法
華
経
思
想
の
普
及
も
違
っ
た
形

を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
何
故
か
、
十
法
界
の
研
究
は
忘
れ
ら
れ
て
き
た
。

あ
た
か
も
、
分
り
き
っ
た
通
俗
説
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
学
者
は
そ
の
表
面

を
素
通
り
し
て
き
た
。
永
遠
の
真
理
は
案
外
に
足
も
と
に
置
き
去
ら
れ
て
い
る
。

十
法
界
の
理
念
構
成
に
つ
い
て

十
法
界
の
内
部
の
思
想
構
造
に
つ
い
て
、
摩
詞
止
観
そ
れ
自
体
は
ど
の
よ
う
に
述
べ

て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
直
接
に
触
れ
て
い
る
箇
所
は
、
前
項
で
、
十
法
界

の
根
本
理
念
の
あ
り
所
を
示
す
句
と
し
て
あ
げ
た
「
十
法
界
は
、
通
じ
て
陰
入
界
と
称

す
る
も
、
そ
の
実
は
同
じ
か
ら
ず
」
の
す
ぐ
後
を
う
け
て
出
て
く
る
次
の
一
節
で
あ
る
。



さ

ん

ず

う

る

「
三
途
は
こ
れ
有
漏
の
悪
の
陰
界
入
、

三
善
は
こ
れ
有
漏
の
普
の
陰
界
入
、

む

ろ

や

〈

う

ろ

は
こ
れ
無
漏
の
陰
界
入
、
菩
薩
は
こ
れ
亦
有
漏
亦
無
漏
の
陰
界
入
、
仏
は
こ
れ
非
有 乗

漏
非
加
熱
漏
の
陰
界
入
な
り
。

釈
論
に

い
わ
く
、

れ
な
り
μ

と
。
す
な
わ
ち
非
有
漏
非
無
漏
の
法
な
り
。
無
量
義
経
に

い
わ
く
、

H

法
の
無
上
な
る
も
の
は
、
浬
蝶
こ

に
は
諸
の
大
と
陰
と
界
と
入
と
な
し
μ

と
は
、
ま
え
の
九
の
陰
界
入
な
き
な
り
。
い

じ
よ
う
じ
ゅ
う

ま
有
り
と
い
う
は
、
浬
撲
の
常
住
の
陰
界
入
あ
る
な
り
。
大
経
に

い
わ
く
、
H

無

し

き

じ

よ

う

じ

ゅ

そ

う

ぎ

よ

う

し

き

常
の
色
を
減
ず
る
に
よ
っ
て
常
の
色
を
獲
得
す
、
受

・
想

・
行

・
識
も
ま
た
か
く
の

じ

よ

う

ら

〈

じ

ゅ

う

と

う

し

ゃ

〈

じ

ゅ

う

ご
と
し
μ

と
。
常
楽
の
重
沓
す
る
は
す
な
わ
ち
積
緊
の
義
な
り
。
十
種
の
陰
界
同

じ
か
ら
ざ
る
を
も
っ
て
の
故
に
、
故
に
五
陰
世
間
と
名
づ
く
る
な
り
。
」
(
文
庫
、
上

巻
、
二
八

O
J
一
頁
)

さ
て
こ
の
僅
か
数
行
の
中
に
問
題
点
が
沢
山
に
出
て
く
る
が
、
問
題
に
す
る
ま
で
も
な

く
明
か
な
と
こ
ろ
は
、
仏
界
を
除
く
九
界
が
三
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
三
途
、
三
善
、
二
乗
と
菩
薩
の

一
群
と
の
三
つ
で
あ
る
。
ま
た
別
に
、
三

途
、
三
善
、
二
乗
、
菩
薩
と
四
つ
に
わ
け
る
見
方
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
二
乗
と
菩
薩

は
い
ず
れ
も
世
俗
を
超
克
し
て
い
る
点
で
同
一
次
元
に
属
す
る
か
ら
、
次
第
に
こ
の一一一

つ
を
含
め
て
三
乗
と
呼
ぶ
呼
び
方
が

一
般
化
し
て
く
る
。
既
に
摩
詞
止
観
の
第
七
巻
の

ぴ
や
〈
し
ぶ
つ

中
で
、
声
聞
、
昨
支
仏
(
縁
覚
)
、

菩
薩
を
三
乗
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
数
か

所
に
出
て
く
る
。
ま
た
第
八
巻
に
は

「即
空

・
真
諦

・
無
言
説
の
道
は
、
ま
た
違
に
あ

ら
ず
順
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
に
達
す
れ
ば
す
な
わ
ち
六
道
の
有
漏
の
業
を
成
じ
、
こ
れ
に

順
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
三
乗
の
無
漏
の
業
を
成
ず
」

(
文
庫
、
下
巻
、
二
二
三
頁
)
と
あ

り
、
明
ら
か
に
六
道
、
す
な
わ
ち
三
途
と
三
善
に
対
す
る
三
乗
の
概
念
が
成
立
し
て
い

る
。
そ
こ
で
九
界
の
体
系
は
、
三
途
を
脱
却
し
て
三
善
に
至
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
克
服

し
て
三
乗
へ
と
向
上
の
道
を
示
す
体
系
で
あ
る
と
言
え
る
3

そ
し
て
三
途
、
三
善
、
三

乗
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
た
三
つ
ず
つ
の
人
間
類
型
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
九

界
は
複
式
の
三
段
構
造
、
換
言
す
れ
ば
弁
証
法
的
な
外
形
を
持
ち
、
そ
の

一
切
が
ア
オ

ブ
へ
l
ベ
ン
さ
れ
て
、
仏
界
に
到
達
す
る
。
十
法
界
の
構
造
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
内

仏

部
の
発
展
過
程
の
投
映
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
内
部
の
発
展
を
う
な
が
す
要
因
に
つ
い
て
、
摩
詞
止
観
で

は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
こ

の
引
用
文
の
中
に
現
わ
れ
た
次

の
五
つ
の
要
因
で
あ
る
。
①
「
有
漏
の
悪
」
の
陰
介
入
に
よ

っ
て
三
途
の
苦
の
世
界
が
、

②
「
有
漏
の
善
」
の
陰
界
入
に
よ
っ
て
世
俗
の
三
善
の
世
界
が
、
③
「
無
漏
の
陰
界
入

」
に
よ
っ
て
二
乗
の
世
界
が
、
@

「
亦
有
漏
亦
無
漏
の
陰
界
入
」
に
よ
っ
て
菩
薩
が
、

⑤
「
非
有
漏
非
無
漏
の
陰
界
入
」
に
よ
っ
て
仏
の
境
涯
が
生
ず
る
と
説
か
れ
て
く
る
。

こ
こ

で
問
題
と
な
る
の
は
有
漏
と
無
漏
、
亦
有
漏
亦
無
漏
、
非
有
漏
非
無
漏
等
の
語
義

と
、
陰
界
入
と
は
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。
前
の
引
用
文
に
お
い
て
は
陰
入
界
と
出
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て
き
た
の
に
、
こ
こ
で
は
陰
界
入
と
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み

R

-

、。

ナ
J

W
し
V陰

入
界
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
あ
が
、
こ
れ
と
、
こ
こ

で
い
う
陰
界
入
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
望
月
仏
教
大
辞
典
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
二
者
は
同
義
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
摩
詞
止
観
で
は
明
瞭
に
使
い
分
け

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
陰
界
」
と
か
「
陰
入
」
と
い
う
用
法
も
出
て
き
て
、
各
巻
の
到

る
処
で
使
い
わ
け
ら
れ
、
こ
こ
で
も
ま
た
明
ら
か
に
使
い
わ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
結

論
的
に
言
え
ば
、
「
陰
界
」
は
名
詞
的
概
念
で
、
「
陰
入
」
は
動
詞
的
概
念
で
あ
る
。

「
陰
入
界
」
と
「
陰
界
入
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
前
節
の
引
用
文
に
よ
っ
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
、
特
に
地
獄
界
か
ら
天
上
界
ま
で
の
六
界
で
は
、

お

ん

し

曾

じ

ゅ

そ

う

智

ょ

う

し

き

ど

う

ん

陰」

(色

・
受

・
想

・
行

・
識
|

|
五
趨
)
の
作
用
に
よ
っ
て

人
間
の
真
実
性
が
お
お

「
五



い
か
く
さ
れ
た
り
、
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
が
積
み
重
な
っ
て
、
間
違
っ
た
人
間
像
や
社

会
像
が
心
の
中
で
固
定
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
像
な
い
し
社
会

お
ん
か
い

像
を
「
陰
界
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
心
の
中
に
生
ず

お
ん
に
ゅ
う

る
こ
と
、
な
い
し
、
心
の
中
に
入

っ
て
く
る
こ
と
を
「
陰
入
」
と
呼
ん
で
い
る
。
故
に
、

「
界
内
外
の
陰
入
は
み
な
心
に
由
っ
て
起
こ
る
」
(
文
庫
、
上
巻
、
二
七
八
頁
)
と
か
、

し

よ

う

に

ゅ

う

し

ゅ

も

ん

「
入
と
は
渉
入
な
り
、
ま
た
輸
門
と
名
づ
く
」
(
文
庫
、
上
巻
、
二
七
六
頁
)

と
い
う

説
明
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
機
序
は
、
十
界
の
中
の
九
界
に
お
い
て
、
特

に
三
乗
を
除
い
た
他
の
六
界
(
六
道
)
に
お
い
て
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
界
で
は

「
ま
え
の
九
界
」
が
起
こ
ら
な
い
ば
か
り
か
、

一
八

O
度
転
換
し
て
「
無
常
の
色
を
滅

す
る
に
よ

っ
て
常
の
色
を
獲
得
し
、
他
の
四
つ
の
受

・
想

・
行

・
識
も
ま
た
か
く
の
如

し
L 

(
以
上
三
か
所
の
括
弧
内
に
つ
い
て
は
、

九
頁
上
段
の
引
用
文
参
照
〉
と
な
れ

ば
、
こ
こ
に
仏
界
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
仏
界
を
除
く
他
の
九
つ

お

ん

が

い

し

よ

う

じ

じ

ゅ

う

と

う

の
法
界
に
お
け
る
陰
入
界
と
は
、

「
善
法
を
陰
葦
し、

生
死
重
沓
す
る
」
と
い
う
現
象

の
下
で
出
来
て
く
る
悪
い
社
会
像
、
ま
た
は
な
お
悪
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
社
会
像
、
あ

る
い
は
ま
だ
な
お
善
き
も
の
と
し
て
は
未
完
成
に
あ
る
社
会
像
を
指
す
名
詞
的
概
念
で

あ
る
。
な
お
、
こ
れ
を
言
語
構
造
か
ら
見
て
も
、

「界
」
が
こ
こ
で
は
基
本
語
で
、

つ
名
詞
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
に
冠
せ
ら
れ
た
「
陰
入
」
は
動
詞
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
界
」
の
形
容
詞
的
規
定
詞
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
明
瞭
に
名
詞
的
概

念
と
言
い
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
陰
界
入
」
と
は
、

「
入
」
が
基
本
語
で
、

か
つ
動

詞
概
念
で
あ
り
、
こ
の
動
詞
概
念
の
主
語
的
意
味
を
持
つ
「
陰
界
」
が
接
頭
語
と
し
て

付
い
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
宿
弊
や
矛
盾
が
積
み
重
な
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ

る
と
こ
ろ
の
、
悪
い
、
あ
る
い
は
、
ま
だ
悪
か
ら
抜
け
き
ら
な
い
、
あ
る
い
は
ま
た
、

ま
だ
な
お
善
き
も
の
と
し
て
は
未
完
成
の
社
会
像
が
心
の
中
に
し
の
び
込
ん
で
く
る
」

こ
と
を
現
わ
す
動
詞
的
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
三
途
は
こ
れ
有
漏
の
悪
の
陰
界
入
」

と
い
う
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
三
途
と
い
う
三
つ
の
悪
の
道
は
、
H

有
漏
の
悪
μ

が
入
り
込
ん
で
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
。
以
下
同
様
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
有
漏
」
と
「
無
漏
」
の
概
念
で
あ
る
。
「
漏
」
と
は
、
党

語

m
g
g〈
釦
の
訳
、
原
意
は
「
流
れ
る
」
の
意
で
、
人
聞
が
こ
の
世
の
中
で
煩
悩
の
た

め
に
無
意
識
、
無
思
慮
、
無
分
別
に
流
し
出
し
て
い
る
過
失
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
あ
や
ま
ち
を
流
し
出
す
煩
悩
の
根
源
を
、
摩
詞
止
観
で
は
「
一
念
の
欲
覚
、
は
じ
め

し
ゃ
し

て
起
こ
る
に
は
は
な
は
だ
微
な
る
も
、
即
ち
遮
止
せ
、
ざ
れ
ば
つ
い

に
漸
く
増
長
す
」

(
文
庫
、
下
巻
、

一
六
八
頁
)
と
述
べ
、

一
念
の
欲
覚
と
か
煩
悩
と
か
は
、
放
置
す
れ

ば
際
限
も
な
く
増
長
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
有
漏
と
は
際
限
の
な
い
煩
悩
と

結
び
つ
い
て
、
次
か
ら
次
へ
と
あ
や
ま
ち
を
重
ね
て
い
く
心
的
傾
向
を
指
し
て
い
る
。

「
無
漏
」
と
は
、
そ
う
い
う
心
的
傾
向
が
、
静
慮
の
修
練
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
状
態

を
言
っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
①
有
漏
の
悪
か
ら
三
途
な
い
し
三
悪
道
の
世
界
が
、

②
有
漏
の
善
か
ら
は
位
俗
的
な
三
善
の
世
界
が
、
③
無
漏
か
ら
は
個
人
的
に
有
漏
を
脱

力、

し
た
二
乗
の
世
界
が
、
④
亦
有
漏
亦
無
漏
か
ら
は
有
漏
無
漏
の
両
極
を
ふ
ま
え
て
浄
行

を
行
ず
る
菩
薩
の
世
界
が
、
⑤
有
漏
無
漏
を
揚
棄
し
た
非
有
漏
非
無
漏
か
ら
は
、
知
見

と
慈
悲
に
よ
っ
て
人
格
を
完
成
す
る
仏
の
世
界
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
が
、

十
法
界
の
内
部
を
支
え
る
理
念
構
成
の
輪
郭
で
あ
る
。

五

十
法
界
に
お
け
る

「
人
倫

の
複
合
弁
証
法
的
展
開
」

摩
詞
止
観
に
現
わ
れ
た
十
法
界
を
通
観
し
て
、
ま
ず
第
一
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、
こ

こ
に
人
倫
の
問
題
が
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
等
の
問
題
は
次

の
四
つ
の
焦
点
に
絞
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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第
一
は
、
仏
界
を
除
い
た
九
界
の
中
心
部
に
、
外
を
社
会
的
存
在
と
し
て
、
内
に

一

個
の
存
在
と
し
て
の
ひ
と
の
概
念
を
含
め
て
「
人
間
界
」
の
概
念
が
立
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る。

十
法
界
は
、
こ
の
人
間
界
を
中
心
と
し
て
、
人
間
の
向
上
の
方
向
に
四

つ
の
法
界
が
配
置
さ
れ
、
堕
落
な
い
し
頚
落
の
方
向
に
同
じ
く
四
つ
が
位
置
せ
ら
れ
、

そ
の
全
体
の
上
に
人
間
の
完
成
と
し
て
の
仏
界
が
太
陽
の
よ
う
に
輝
き
、

一
大
人
間
図

絵
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
人
間
図
絵
を
支
え
て
い
る
の
が
、
こ
の

「
人
間
」
と
い
う
独
得
な
こ
と
ば
の
持
つ
概
念
で
あ
る
。
今
で
は
完
全
な
日
本
語
と
な

っ
た
「
人
間
」
と
い
う
こ
と
ば
の
持
つ
人
倫
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
和
辻
哲
郎

が
そ
の
著
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
(同
書
五

O
頁
)
に
お
い
て
取
り
上
げ
た

が
、
何
故
か
彼
は
こ
の
こ
と
ば
が
十
法
界
の
中
心
構
造
を
つ
く
っ

て
い
る
重
大
な
概
念

で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
な
か

っ
た
。
仏
教
的
造
詣
が
深
か

っ
た
和
辻
教
授
が
な
ぜ
こ
こ

に
言
及
し
な
か
っ
た
か
と
思
う
と
不
思
議
に
た
え
な
い
。

「
人
間
」
と
い
う
こ
と
ば
は

完
全
に
仏
教
語
で
、
党
語

5
2
5習
を
羅
什

(
三
四
二
一
/
四
J
四
一
二
/
三
)
が
人

間
と
漢
訳
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
以
来
約
一
五
五

O
年
、
ま
た
智
者
大
師
(
五

三
八
J
五
九
七
)
が
摩
詞
止
観
の
講
義
に
お
い
て
こ
の
語
の
意
義
を
深
め
て
か
ら
約

一

四
O
O年
、
さ
ら
に
ま
た
、
法
華
経
や
そ
の
他
の
経
論
が
日
本
に
渡
来
し
始
め
て
か
ら

約
一
三
五

O
年
、
こ
の
時
間
の
経
過
の
中
で
、
社
会
的
存
在
を
現
わ
す
「
人
間
」
が
一

個
の
存
在
と
し
て
の
「
ひ
と
」
の
意
味
を
も
兼
ね
る
よ
う
に
な

っ
た
。
十
法
界
の
中
の

人
間
の
概
念
は
、
正
に
そ
う
い
う
観
念
の
形
成
に
道
を
聞
い
て
い
る
。

し
か
し
、
法
華

経
や
そ
の
他
の
諸
経
の
中
に
出
て
く
る
人
間
の
用
法
は
社
会
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い

「
ひ
と
」
を
現
わ
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
現
代
中
国
語
に
お
い
て
も
「
人
間
」
は

「
ひ
と
」
の
意
味
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
思
う
と
、
智
者
大
師
が
、
十
法
界
の
中
で

て
、「

ひ
と
」
の
意
味
を
含
め
た
「
人
間
」
の
概
念
に
作
り
上
げ
た
こ
と
と
、
日
本
の
明
治

ま
で
の
人
び
と
が
、
わ
れ
わ
れ
一
個
の
「
ひ
と
」
は
同
時
に
ゾ
l
オ
ン
ポ
リ
テ
イ
コ

ン

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
識
で
人
間
と
い
う
こ
と
ば
用
い
て
き
た
こ
と
と
は
、
世
界
の

倫
理
思
想
史
上
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
概
念
は
、
智
者
大
師
の
中

一
般
化
し
た
日
本
で
は
、
明
治
以
後
に
な
っ
て
マ

ン

国
で
は
一
般
化
し
な
か
っ
た
し
、

や
メ

ン
シ

ュ
の
持
つ
の
概
念
と
混
同
し
て
、
切
角
の
優
れ
た
独
得
の
意
義
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
人
様
と
か
世
間
様
と
い
う
よ
う
な
人
倫
尊
重
の
こ
と
ば
も

失
わ
れ
、
ま
た
反
面
に
、
人
間
関
係
と
か
人
間
社
会
と
い
う
よ
う
な
同
義
語
を
重
ね
て

使
う
お
み
お
つ
け
的
の
重
複
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
十
法
界
の
中
心
に

位
置
す
る
「
人
間
」
が
、

三
個
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
存
在
と
し
て
生
き

得
て
い
る
生
物
」
と
い
う
傑
出
し
た
概
念
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
二
は
、
し
た
が
っ
て
、
十
法
界
に
は
、
他
の
宗
教
と
異
な
っ
て
、
如
何
な
る
神
も

出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
や
天
よ
り
も
以
上
に
重
要
と
さ
れ
て
い

る
こ

と
は
、
人
聞
が
質
的
な
変
革
を
経
て
次
第
に
向
上
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
向

上
の
道
が
極
め
て
系
統
的
に
、
何
ん
の
手
れ
ん
手
く
だ
や
、
迷
信
や
奇
蹟
を
ま
じ
え
ず
、

今
日
流
行
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
科
学
的
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
過
程

一
個
の
わ
れ
に
沈
潜
し
て
、
も
っ

に
声
聞

・
縁
覚

・
菩
薩
の
三
乗
が
お
か
れ
て
い
る
。

ば
ら
他
の
声
や
宇
宙
の
さ
さ
や
き
に
耳
を
傾
け
る
声
聞
は
、
あ
る
段
階
に
達
し
た
と
き
、

決
然
立

っ
て
自
ら
真
理
を
探
究
す
る
機
縁
を
求
め
つ
つ
活
動
す
る
縁
覚
(
独
覚
)
の
境

地
に
進
み
、
こ
こ

に
お
け
る
努
力
を
積
む
う
ち
に
諮
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
社
会
的
存

在
で
あ
り
、
こ
の
存
在
を
た
だ
し
、
正
し
く
保
つ
慈
悲
の
行
を
行
う
こ
と
が
人
類
究
極

の
使
命
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
が
生
じ
、
こ
の
自
覚
に
も
と
さ
つ
い
て
実
践
に
生
き
る
菩

薩
に
到
達
す
る
。

こ
の
質
的
な
三
変
革
の
中
に
生
命
の
最
高
の
弁
証
法
的
発
展
を
見
る



の
で
あ
る
。

第
三
は
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
十
法
界
に
は
、
人
倫
の
自
覚
に
至
ら
ぬ
者
、
悪
い
人

倫
に
堕
ち
た
者
、
反
人
倫
的
行
為
を
犯
す
者
等
の
場
合
も
指
摘
さ
れ
て
く
る
。

こ
こ
に

は
、
慈

・
悲
、
仁
、
ア
ガ
ペ
ー
、
カ
リ
タ
ス
、
フ
ィ
リ
ア
、

エロ

l
ス
と
い
う
よ
う
な
、

人
倫
を
結
ぶ
愛
に
関
す
る
概
念
は
お
ろ
か
、
そ
う
い
う
一
切
の
傾
向
す
ら
出
て
い
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
逆
に
、
恐
れ
、
不
安
、
絶
望
等
の
心
理
面
の
悪
ゃ
、
脅
迫
、
迫
害
、

貧
欲
、
無
道
等
の
行
動
面
の
悪
も
、
額
落
、
猪
疑
、
虚
無
等
の
思
想
面
の
悪
ま
で
が
は

び
こ

っ
て

い
る
。
こ
れ
等
の
も
の
が
止
観
で
言
う

「
有
漏
の
悪
」
で
あ
り
、
そ
の
発
生

要
因
が
「
一
念
の
欲
覚
の
増
長
」
で
あ
る
。
止
観
は
、
こ

こ
に
ま
た
三
つ
の
段
階
を
挙

し

じ

ゅ

う

ど

ぎ
や
〈

げ
て
く
る
。
最
初
に
、

「貧
引
・

無
道
、
乃
至
、
四
重

・
五
逆
」
を
地
獄
の
相
と
し
、

け
ん
じ
ゃ

く

お

し

ざ

ん

も

次
に
、
「
慢
惜
守
護
し
、
他
家
を
僅
む
」
を
餓
鬼
の
相
と
し、

三
番
目
に
、
「
断
祉
を
知

ら
ず
し
て
魯
属
紙
突
し
、

礼
儀
な
く
し
て
人
種
を
亡
失
す
」
(
以
上
の
三
箇
所
の
引
用

場
所
、
文
庫
、
下
巻
、

一
六
八
頁
)
る
の
を
畜
生
の
相
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
現
代
的

に
翻
訳
す
れ
ば
、
地
獄
と
は
、
人
倫
に
つ
い
て
の
無
自
覚
の
故
に
、

一
切
の
社
会
関
係

を
知
ら
ず
、
し
か
も
ご
念
の
欲
覚
」
に
追
わ
れ
て
、
混
乱
し
、
絶
望
し
、
慎
悩
す
る

者
と
言
う
べ
く
、
次
の
餓
鬼
と
は
、
他
人
の
所
有
を
犯
し
て
も
生
き
の
び
よ
う
と
す
る

者
を
指
し
、
第
三
の
畜
生
と
は
、
人
倫
道
徳
を
無
視
し
た
中
で
強
行
さ
れ
る
人
間
関
係

の
発
生
な
い
し
出
現
の
社
会
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
さ
ら
に
フ

ロ
イ
ト
流

(ω円高
居
ロ
ロ
仏

3
・

2
仏
同
∞
g
l
Hφω
む
)
に
言
え
ば
、

リ
ピ
ド
ー
が
全
く
吐

け
口
を
失
っ
た
と
き
の
苦
悩
と
狂
乱
の
境
地
が
地
獄
で
あ
り
、
た
だ
一
個
の
生
存
の
為

に
食
や
職
を
漁
り
歩
く
者
の
象
徴
が
餓
鬼
で
あ
り
、
こ
う
い
う
野
性
動
物
的
な
個
の
存

在
で
あ
っ
て
も
、
性
欲
の
為
め
に
は
強
引
に
力
を
も
っ
て
動
物
的
性
交
(
相
手
の
同
意

を
得
な
い
関
係
を
強
行
す
る
一
例
)
に
も
走
る
の
が
畜
生
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
現
代

の
心
理
分
析
学
(
註
、
精
神
分
析
と
い
う
訳
語
は
間
違
っ
て
い
る
。
精
神
の
分
析
は
不

可
能
で
あ
る
。
)
が
あ
げ
て
い
る
闘
争
欲
、

食
欲
、

が
密
接
に
関
係
し
て
く
る
。
こ
の
三
基
本
欲
が
人
倫
を
無
視
し
て
、
あ
る
い
は
人
倫
か

性
欲
と
い
う
人
の
三
つ
の
基
本
欲

ら
額
落

(4
2岡
山
口

g
)し
て
発
現
さ
れ
た
と
き
に
、
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
の
三
境
地
が

出
現
す
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し、

人
類
が
、
次
第
に
言
語
を
発
達
さ
せ
て

い
く
過
程
で
、
新
し
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
や
内
情
を
育
て
て
い
く
。
こ
れ

に
よ
っ
て
「
三
途
」
が
揚
棄
さ
れ
、
三
善
が
登
場
し
て
く
る
。

「
善
」
を
も
っ
て
揚
棄
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
修
羅

・
人
間

・
天
上
の
三
法
界
が
出
現
す
る
が
、
こ
の
三
善
道
は
さ
ら
に
ま

第
四
は
、

前
述
の
よ
う
な
三
つ
の
悪
の
道
を
、

た
ア
オ
フ
へ

l
ベ
ン
さ
れ
て
、
前
記
の
第
二
に
述
べ
た
よ
う
な
つ
ぎ
の
高
い
次
元
に
向

上
す
べ
き
道
が
一不
さ
れ
、
ま
た
そ
の
方
法
が
説
か
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
に
三
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善
道
が
再
び
揚
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
レ
の
か
。

善
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
も
の
な
の

か
。
世
俗
の
善
ほ
ど
不
安
定
で
あ
り
、
相
対
的
で
あ
る
も
の
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
言
う

よ
う
に
、
無
条
件
で
善
と
言
い
得
る
も
の
は
、
た
だ
一
つ
善
き
意
志
(
「
道
徳
形
市
上

学
の
基
礎
づ
け
」
)
の
み
で
あ
っ
て
、

時
々
刻
々
に
状
勢
と
価
値
観
の
変
る
中
に
あ
っ

て
は
善
の
評
価
は
常
に
定
ま
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
若
い
生
命
の
中
に
突
然
と
し
て
目

覚
め
て
く
る
知
性
が
、
何
等
の
静
慮
の
過
程
を
経
る
こ
と
も
な
し
に
、
目
前
の
事
象
に

触
発
す
る
よ
う
な
こ
と
に
れ
ば
、
総
て
の
古
い
も
の
に
向
っ
て
、
再
び
激
し
い
闘
争
を

開
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
が
修
羅
で
あ
る
。
地
獄
が
盲
目
的
、
衝
動
的
リ
ピ
ド
l

の
暴
発
か
ら
く
る
闘
争

・
混
乱

・
あ
が
き
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
修
羅
は
目

覚
め
た
ば
か
り
の
知
性
を
盲
信
し
、
自
ら
の
判
断
に
自
ら
陶
酔
し
て
、
狂
気
の
如
く
闘

争
す
る
境
地
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
自
己
陶
酔
か
ら
発
す
る
闘
争
は
、
な
か
な
か
理
性

的
に
は
解
決
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
現
実
の
厳
し
い
事
実
は
こ
の
よ
う
な
独
善
的
闘



争
を
許
さ
な
い
し、

第
一
に
闘
争
者
自
身
を
餓
死
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
修
羅

の
闘
争
心
は
揚
棄
さ
れ
て
、
と
に
か
く
現
実
に
妥
協
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
不
安
と
迷

い
と
疑
惑
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
境
地
で
迷
い
つ
つ
生
き
る
の
が
人
間
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
と
は
、
現
実
の
要
請
に
よ
っ
て
社
会
的
存
在
を
遂
げ
て
は
い
る
が
、

未
だ
な
お
真
実
の
社
会
的
存
在
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
境
地
を
言
う
。
こ
の
模
索
は
、

人
類
が
覚
え
た
知
性
の
追
及
の
中
で
ま
ず
行
わ
れ
る
。
知
性
は
理
性
と
い
う
高
度
の
知

性
に
発
達
し
て
現
実
を
さ
ま
ざ
ま
に
観
察
し
、
利
用
し
、
遂
に
は
自
然
を
分
析
し
、
蒋

編
成
し
て
、
巨
大
な
財
貨
を
創
り
出
す
技
術
を
開
発
し
、
物
質
的
に
豊
か
な
世
界
を
実

現
す
る
。
こ
れ
等
の
世
俗
的
、
現
実
的
業
績
を
果
た
し
た
者
が
天
上
界
に
属
す
る
人
び

と
で
あ
る
。
こ
の
天
上
界
に
は
三
界
(
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
)
の
二
十
八
天
と
い
う

よ
う
な
、
世
俗
の
世
界
の
様
々
な
理
想
境
が
想
定
さ
れ
て
く
る
が
、
し
か
し
十
法
界
で

は
こ
れ
を
ま
た
ア
オ
フ
へ

l
ベ
ン
す
る
。
現
代
で
も
、
こ
の
豊
か
な
社
会
の
こ
の
ま
ま

の
発
展
は
、
や
が
て
地
球
の
破
滅
を
懸
念
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
は
再
び
、
ブ
ッ

ダ
の
時
代
や
そ
の
他
の
歴
史
的
時
代
の
行
づ
ま
り
や
破
滅
に
見
た
如
く
、
歴
史
的
行
づ

ま
り
に
当
面
し
、

ロ
ー
マ
の
没
落
の
み
な
ら
ず
、

マ
ン
モ
ス
時
代
や
腿
虫
類
時
代
の
終

滅
と
同
じ
運
命
を
た
ど
ら
な
い
と
も
限
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
ま
た
大
次
元
に
お
け

る
ア
オ
フ
へ
l
ベ
ン
を
必
要
と
し
て
い
る
。
十
法
界
で
は
、
世
俗
の
世
界
で
の
、
換
言

す
れ
ば
、
現
世
的
知
性
(
有
漏
の
善
)
の
下
で
運
営
さ
れ
る
世
界
で
の
幸
福
と
繁
栄
は

仮
象

(
ω
n
Z
E)
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
揚
棄
し
て
、
真
の
浄
福
を
考

ぇ
、
探
求
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
実
践
す
る
と
い
う
三
つ
の
道
、
す
な
わ
ち
三
乗
を
説
い

て
く
る
。
三
乗
は
、
三
悪
道
を
否
定
し
た
三
善
道
を
再
び
否
定
す
る
と
い
う
、
否
定
を

否
定
す
る
上
に
立
つ
最
後
の
大
肯
定
と
し
て
登
場
す
る
。
こ

こ
に
、
三
悪
道
、
三
善
道
、

三
乗
と
い
う
三
つ
の
大
次
元
聞
の
弁
証
法
的
発
展
が
説
か
れ
て
く
る
。

最
後
に
、
こ
の
三
乗
の
次
元
内
に
お
け
る
弁
証
法
的
関
係
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
ま
ず
三
乗
は
、
有
漏
の
善
を
、
す
な
わ
ち
世
俗
的
人
倫
を
超
脱
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
出
家
で
あ
る
。
出
家
と
は
、
カ
ン

ト
的
な
思
考
法
を
借
り

て
言
う
な
ら
ば
、
単
な
る
合
法
性
や
常
識
的
な
人
道
主
義
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
絶
体

的
な
当
為
の
根
拠
と
な
る
真
理
を
、
聖
者
の
声
に
、
大
自
然
の
さ
さ
や
き
に
聞
こ
う
と

す
る
第
二
の
学
習
者
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
世
俗
の
世
界
に
生
き
る
た
め
に
受

け
た
教
育
に
よ
る
第
一
回
の
学
習
を
打
ち
捨
て
て
、
真
実
の
教
え
を
求
め
る
第
二
回
目

の
自
学
自
修
を
開
始
す
る
た
め
に
、
現
実
の
世
の
中
を
離
脱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
声
聞
は
再
び
人
倫
を
雑
れ
て
、
自
己
に
沈
潜
す
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
人
倫
を
離
脱
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
世
俗
の
仮
象
の
人
倫
で
あ
っ
て
、
こ
れ

を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
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で
し
か
も
永
遠
の
人
倫
に
到
着
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
関
門
を
経
て
、

自
ら
機
縁
を
聞
い
て
学
ぶ
縁
覚
の
境
地
に
達
し
、
こ
こ
に
お
い
て
得
た
覚
り
に
よ
っ
て
、

再
び
縁
覚
を
揚
棄
し
て
菩
隆
の
境
涯
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
止
観
の
中
で
も
「
二
乗
は
善
な
り
と
い
え
ど
も
、
た
だ
よ
く
み
、
す
か
ら

善
人
の
相
に
あ
ら
ず
」

「
文
庫
、
上
巻
、

あ
〈
ら
い
や
か
ん

ま
た
大
智
論
で
は
「
む
し
ろ
悪
蝋
野
干
の
心
を
起
こ
す
と
も
、
声
問
、
昨
支
仏
(
縁
覚
)

を
度
す
る
の
み
、

一
O
一二
頁
)
と
言
わ
れ
、

の
意
を
生
ぜ
さ
れ
」
と
出
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
「
二
乗
は
作
仏
せ
ず
」
と
も
言

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
二
乗
に
停
滞
す
る
者
に
対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
二
乗
は
作
仏
に
至
る
大
事
な
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
菩
薩
や
仏
の
境
地

が
何
等
の
前
提
な
し
に
起
る
は
ず
は
な
い
。
二
乗
の
境
地
を
経
な
い
で
菩
薩
に
到
達
す

る
よ
う
な
飛
躍
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
小
乗
に
停
滞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
の
真

の
発
達
を
妨
げ
る
事
例
も
起
こ
っ
た
が
、
し
か
し
、
小
乗
的
な
厳
し
い
基
礎
修
行
を
と



も
な
わ
な
い
大
乗
気
取
り
が
、
仏
教
の
今
日
の
堕
落
を
招
来
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。

十
法
界
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
三
途
、
三昔ヰ
ぺ

三
乗
と
い
う
三
つ
の
大

次
元
の
聞
に
お
け
る
弁
証
法
的
発
展
関
係
と
、
さ
ら
に
、
三
途
に
お
い
て
は
地
獄

・
餓

鬼

・
畜
生
の、

三
善
に
お
い
て
は
修
羅

・
人
間

・
天
上
の
、

三
乗
に
お
い
て
は
声
聞

・

縁
覚

・
菩
躍
の
間
に
あ
る
弁
証
法
的
展
開
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て、

十
法
界
は
、
人
倫
関
係
の
中
に
存
在
す
る
複
合
弁
証
法
的
関
係
を
示
し
て
い
る
と
言
い

得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
私
が
こ
こ
に
着
眼
し
た
理
由
を
述
べ
て
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
第

一

の
理
由
は
十
界
に
現
わ
れ
た
「
人
間
」
の
概
念
に
よ
っ
て、

3
5
-
K
E
a
-
C
の
概
念
の
現
代
に
お
け
る
崩
壊
を
立
て
直
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

へ
l
ゲ
ル
が
立
て
た
人
倫

た
こ
と
、

第
二
の
理
由
は
、
十
法
界
で
説
く
よ
う
な
複
雑
で
多
様
な
人
聞
の
存
在
状
況
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一
般
を
解
明
し
な
け
れ
ば
、
教
育
の
目
標
と
政
治
の
方
針
と
い
う
今
日
の

二
つ
の
重
大

問
題
を
到
底
考
え
得
な
い
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(昭
和
四
十
七
年
十
月
二
十
一
日
)



ウ
ィ
リ
ア
ム
ブ
レ
コ二

ク
と
彼
の
二
つ
の
作
品
に
就
い
て

ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ブ
レ
ェ
ク
(
一

七
五
七
J
一
八
二
七
)
は
、
ま
ず
、
画
家
で
あ
り
、

ミ
ス
テ
イ
ツ
タ

そ
し
て
詩
人
で
あ
り
、
哲
学
者
で
あ
り
、
神
秘
主
義
者
で
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
小
商

人
の
息
子
と
し
て
生
れ
、
幼
時
か
ら
父
観
達
の
話
の
中
に
出
て
く
る
、
イ
マ
ヌ
ユ
ル

・

ス
エ

i
デ
ン
ボ
ル
グ
(
一
六
八
八
J
一
七
七
二
)
や
ジ
ェ

l
コ
ブ

・
ボ
ヒ

l
ム
(
一
五

七
五
J
一
六
二
四
)
の
神
に
関
す
る
神
秘
的
な
話
を
夢
中
に
な
っ
て
聴
い
て
い

る
と
い

ふ
う

う
風
が
あ
っ
た
。
ス
エ

|
デ
ン
の
哲
学
者
で
あ
り
、
神
学
者
で
あ
っ
た
エ
マ
ヌ
エ
ル

・

ス
エ

l
デ
ン
ボ
ル
グ
に
依
れ
ば
、
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
、
こ
の
世
の
唯
一
の
神
で

あ
り
、
聖
書
の
中
の
言
葉
は
、
す
べ
て
精
神
的
な
、
又
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
、
神
が
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
啓
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

つ

ら

あ

た

ブ
レ
ェ
ク
の
生
涯
を
貫
ぬ
い
て
、
彼
に
絶
え
ず
霊
感
を
与
え
た
も
の
、
即
ち
、
神
の
存
在

へ
の
め
ざ
め
、
認
識
と
い
う
様
な
も
の
は
、
父
達
の
こ
う
い
う
話
を
聴
い
て
居
た
噴
か

ら
、
幼
少
の
時
代
に
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。
ブ
レ
ェ
ク
の
時
代
、
既
に

失
わ
れ
て
い
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
の
、
神
秘
的
な
悦
惚
境
を
混
じ
え
た
叙
情
詩
特
有

の
優
雅
さ
、
美
し
さ
を
、
彼
は
、
自
分
の
詩
の
中
に
表
現
し
て
い
る
。

学
校
教
育
と
言
え
ば
、
絵
の
先
生
か
ら
受
け
た
絵
画
手
法
上
の
も
の
と
か
、
彫
刻
の

近

藤

美

子

久

先
生
の
所
に
弟
子
入
り
し
て
い
た
頃
に
得
た
も
の
し
か
な
く
、
大
部
分
は
い
わ
ゆ
る
創

作
的
天
才
と
し
て
の
孤
独
な
道
を
歩
み
、
自
学
自
習
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
即
ち
、
物
の
形
、
色
彩
、
動
き
を
自
分
の
内
心
か

ら
湧
き
出
る
創
作
芸
術
家
の
自
で
捕
え
、
会
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
う
い

う
外
面
的
な
も
の
を
乗
り
越
え
て
、
そ
の
内
な
る
も
の
を
読
み
と
ろ
う
、
会
得
し
よ
う

ジ
ソ
ポ
ル

と
試
み
て
い
る
。
そ
れ
故
、
五
官
か
ら
く
る
具
象
の
世
界
を
象
徴
に
充
ち
た
一
つ
の
織

物
と
見
倣
し
た
で
あ
ろ
う
し、

そ
の
具
象
の
世
界
を
、
隠
輸
の
宝
庫
と
考
え
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
体
、
出
来
事
の
中
に
、
そ
れ
を
超
越
し
て
、
抽
象
的
な
、

超
自
然
的
な
意
味
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
様
に
思
わ
れ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
の
哲
学
を
い
み
じ
く
も
表
現
し
て
い
る
言
葉
の
一
つ
を
借
り
て
言
っ

て
み

れ
ば
、

ー「

ひ 掌2-2-2
と山E茎4粒Z
時-SLろのの
の 野 砂
中 のの
に 花中

tこ tこ

全
世
界
を
観
じ
、

神
の
姿
を
み
る
。

無
限
を
把
握
し、

永
遠
を
感
ず
る
。
」
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多
く
の
神
秘
主
義
の
詩
人
が
そ
う
で
あ
る
様
に
、
彼
も
亦
、
事
象
に
対
す
る
己
れ
の

直
観
を
表
現
す
べ
き
言
葉
が
み
つ
か
ら
ず
、
大
抵
、
彼
の
詩
は
荘
厳
で
格
調
高
い

ひ
と

り
言
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
後
期
の
作
品
が
殊
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
時

の
批
評
家
は
、
彼
の
作
品
に
対
し
て
、
狂
気
の
作
と
断
じ
て
し
ま

っ
て
い
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
彼
の
絵
の
作
品
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
狂
気
の
作
品
と
見
倣
し
て
し
ま

う
方
が
、
て
っ
と
り
早
く
、
楽
な
批
判
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
狂
気
の
作
と

看
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
難
解
な
作
品
で
あ
っ

た
と
も
言
え
よ
う
。
彼
の
思
想

は
い
つ
も
天
高
く
舞
い
上
っ
て
い
る
感
じ
が
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
フ
レ
ェ
ク

「
私
は
主
人
と
め
っ
た
に
語
り
合
う
な
ど
と
い
う
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。

パ
ヲ
〆
イ
ス

主
人
は
い
つ
も
天
国
に
居
る
も
の
で
す
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
位
で
、
常
に
ブ
レ
ェ
ク

の
仕
事
を
手
伝
っ
て

い
た
内
助
の
功
の
あ
っ
た
夫
人
で
す
ら
、
到
底
、

つ
い
て
行
け
な

夫
人
で
す
ら
、

い
と
思
わ
せ
る
様
な
精
神
界
に
い
つ
も
い
た
様
に
思
わ
れ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
が
天
と
地
で
み
る
も
の
は
、
普
通
の
人
の
哲
学
が
、
到
底
夢
に
み
る
事
も

及
ば
な
い
様
な
世
界
に
あ
り
、
当
時
の
批
評
家
も
含
め
て
、
ほ
ん
の
僅
か
の
人
の
み
が
、

窺
い
知
る
に
足
る
様
な
レ
ベ
ル
に
迄
飛
し
ょ
う
し
て
し
ま

っ
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
若
し
ブ
レ
ェ
ク
が
そ
の
天
と
地
で
見
た
も
の
を
語

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
話

は
、
モ
l
ゼ
が
神
と
の
約
束
の
地
を
望
ん
だ
様
に
、
ピ
ス
ガ
の
山
か
ら
望
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
遠
い
遠
い
世
界
の
事
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
普
通
の
人
に
は
、
彼
が
何

を
語
っ
て
い
る
の
か
判
ら
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。

ブ
レ
ェ
ク
は
、
自
己
の
世
界
を
表
現
す
る
の
に
、
二
つ
の
方
法
、
つ
ま
り
詩
人
と
し

て
、
画
家
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
表
現
に
区
別
を
つ
け
て
い
な
い
。
画

作
と
詩
作
と
い
う
こ
つ
の
媒
介
物
を
通
し
て
、
永
遠
な
る
も
の
を
表
現
す
る
事
に
関
心

を
も
っ
て

い
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
と
に
か
く
、
ブ
レ
ェ
ク
と
い
う
人
は
、
画
家

の
様
に
詩
を
書
き
、
詩
人
の
様
に
絵
を
描
い
た
人
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
と
思
う
。

ブ
レ
ェ
ク
は
生
前
、
人
か
ら
余
り
認
め
ら
れ
ず
、
死
後
も
、
そ
の
数
十
年
間
は
め
だ

た
ず
一
生
を
終
っ
た
と
い
う
点
で
、
世
の
多
く
の
こ
の
種
の
偉
大
な
人
々
と
同
じ
運
命

一
世
紀
も
経
つ
と
、
然
し
同
時
代
の
人
物
中
、
最
も

を
辿
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

勝
れ
た
、

ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
を
残
し
た
人
と
し
て
現
わ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。
彼
と
同

時
代
の
ウ
オ
l
ズ
ウ
オ
ス
(
一

七
七
O

J
一
八
五
O
)
や
ラ
ム

(
一
七
七
五
J
一八一
一一

四〉

や
ソ
l
ゼ
イ
一
七
七
四
一
八
四
三
な
ど
、
み
な
ブ
レ
ェ
ク
を
狂
人
と
考
え
て
い
た

F
O
 

と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
事
実
、
ブ
レ
ェ
ク
は
、
彼
に
対
し
て
、
た
ま
さ
か
友
情
や

理
解
を
示
そ
う
と
し
た
人
々
を
も
、
故
意
に
驚
か
し
て
み
た
り
、
そ
の
人
達
を
し
て
、

何
と
な
く
わ
け
が
判
ら
な
い
と
い
う
気
持
に
さ
せ
た
り
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
様
で
あ
る
。

プ
レ
ェ
ク
自
身
受
け
て
よ
い
と
い
う
当
然
の
「
認
識
」
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
事
に
対
し

ふ

き

げ

ん

て
、
ひ
ど
く
不
気
嫌
に
な
っ
て
い
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
で
い
て
、
あ
る

に
ん
台
』

、

穫
の
人
気
と
り
と
い
う
も
の
を
極
力
回
避
し
て
い
た
事
も
彼
の
人
柄
か
ら
考
え
ら
れ
る

事
で
あ
る
。

彼
の
晩
年
あ
る
若
い
芸
術
家
の
グ
ル
ー
プ
が
ブ
レ
ェ
ク
の
作
品
を
素
晴
ら
し
い
と
み

な
し
、
ブ
レ
ェ
ク
の
下
に
は
せ
参
じ
、
彼
を
中
心
に
し
た
芸
術
家
の
作
品
が
花
咲
く
か

に
み
え
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
プ
レ
ェ
ク
の
死
後
、
そ
の
影
響
力
が
失
わ
れ
る
と
、
跡

か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
と
云
う
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
若
い
芸
術
家
の
仲
間
は
、

ブ
レ
ェ

ク
の
作
品
(
絵
画
、
主
と
し
て
銅
版
画
、
木
版
画
)
の
中
に
何
か
し
ら
彼
ら
を



刺
戟
し、

打
つ
も
の
を
発
見
し
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
そ
れ
は
、
真
似
を
し

て
偉
大
な
も
の
に
発
展
す
る
と
い
う
様
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ブ
レ
ェ
ク
か

ら
受
け
る
個
人
的
、
直
接
的
な
影
響
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
は
、
つ
ま
り
、
ブ
レ

エ
ク
の
死
後
は
、
彼
を
凌
ぎ
、
越
え
て
行
く
芸
術
家
は
、
そ
の
仲
間
か
ら
は
現
わ
れ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
の
絵
に
は
多
く
の
要
素
、
特
質
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ブ
レ
ェ
ク

の
描
い
て
い
た
瞬
間
の
気
分
に
依
っ
て
も
違
う
し
、
又
仕
事
を
し
て
い
た
環
境
に
依
つ

た
ま
た
ま
彼
が
抱
い
て
い
た
興
味
の
対
象
に
依
っ
て
も
違
つ

て
も
違
っ
て
い
た
。
又
、

て
い
た
し
、
或
る
問
題
を
追
求
し
て
い
た
人
生
の
時
期
に
依
っ
て
も
違
っ
た
も
の
を
含

ん
で
い
る
。
こ
の
事
は
、
ブ
レ
ェ
ク
の
詩
に
就
い
て
も
、
同
じ
事
が
言
え
る
と
思
う
。

大
切
な
事
は
、
ブ
レ
ェ
ク
が
生
涯
停
滞
す
る
事
な
く
、
常
に
新
ら
し
く
、
進
歩
発
展
し

て
行
っ
た
と
云
う
事
実
で
あ
る
。
老
年
に
な
っ
て
も
勝
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
老
境
に
入
っ
た
時
代
の
作
品
は
三
十
年
前
の
若
い
時
の
も
の
よ
り
も
、
時
に
は
勝

れ
た
も
の
を
残
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
の
年
と
共
に
伸
び
て
行
く
力
、
能
力
は
驚

あ
た
い

嘆
に
価
す
る
。
制
作
に
臨
ん
で
、
常
に
自
分
の
信
ず
る
所
を
恐
れ
ず
表
現
し
て
い
た
事
、

に
ん
夕
、

、

人
気
と
り
や
、
欲
得
で
い
い
か
げ
ん
の
妥
協
を
す
る
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
、
そ

し
て
、
我
々
は
そ
の
事
に
う
た
れ
る
。

あ
る
種
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
事
が
絶
対
に
な
い
と
云
う
芸
術
家
は
存
在
し
ま
す

ま
い
。
確
に
、
ブ
レ
ェ
ク
に
も
一
種
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
ブ
レ
ェ
ク
の
作
品
を

好
ま
な
い
人
は
、
そ
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
き
ら
う
事
で
あ
ろ
う
。
然
し
別
の
見
地
か
ら

彼
の
作
品
に
接
す
る
時
、
ブ
レ
ェ
ク
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
、
彼
自
身
の
独
創
性
と
か
、

し
ん
お
う

疲
れ
を
知
ら
ぬ
創
造
の

一
つ
の
媒
介
物
、
彼
の
心
奥
の
表
現
の
媒
介
物
と
な
っ
て
い
る

の
だ
と
云
う
事
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
彼
の
心
を
伝
え
る
為
の
一
つ
の
象
徴
、
手
段
と
考

え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ブ
レ
ェ
ク
の
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
の
微
妙
さ
、
精
妙
さ

に
驚
か
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
絵
を
詩
の
様
に
、
詩
を
絵
の
様
に
表
現
し
た
ブ
レ
ェ
ク

の
作
品
を
よ
く
よ
く
味
あ
う
と
、
彼
の
幼
稚
に
見
え
る
シ

ン
リ
ポ
リ
ズ
ム
の
向
う
に
、

非
常
に
高
度
な
、
緊
張
し
た
知
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
は
自
分
の
文
学
的
な
観
念
を
絵
に
表
現
し
た
と
言
っ

て
も
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
故
、
彼
は
風
景
画
ゃ
、
山
門
像
画
を
め
っ
た
に
描
く
事
は
な
か
っ
た
。
又
、
Tこ

と
え
描
い
た
と
し
て
も
そ
れ
ら
は
失
敗
に
終
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
自
然
を
写
実
的
に
う

っ
す
と
い
う
事
は
、
ブ
レ
ェ
ク
に
と
っ
て
は
時
間
の
無
駄
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
あ
る
詩
人
達
の
顔
や
頭
を
描
く
と
し
て
も
、
そ
れ
を
写
実
的
に
描
く
と

い
う
事
は
し
な
か
っ

た
。
そ
う
で
な
く
て
ブ
レ
ェ
ク
の
心
に
表
現
さ
れ
る
詩
人
の
心
像

を
キ
ャ
ン
パ
ス
に
-記
録
す
る
と
い
う
態
度
で
摘
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
人
を
、
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そ
の
人
物
に
似
せ
て
摘
く
と
い
う
よ
り
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
の
が
、

ブ
レ
ェ
ク
の
絵
に
対
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ェ
ク
に
と
っ
て
、
文
学
的
な
、
又
、

知
的
な
意
味
を
も
た
な
い
も
の
を
揃
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
作
品
は
不
成
功
に
約

っ
た

に
違
い
な
い
。
ブ
レ
ェ
ク
に
と
っ
て
そ
の
対
象
が
文
学
的
な
、
知
的
な
意
味
を
も
っ

た

も
の
の
み
が
、
成
功
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

少
年
時
代
か
ら
彼
は
二
つ
の
も
の
へ
の
讃
美
愛
好
を
示
し
て
い
た
。
そ
の

一
つ
は
ゴ

シ
ッ
ク
風
の
も
の
へ
の
讃
美
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
作
品
の
解
倍

学
的
に
誇
張
さ
れ
た
も
の
へ
の
讃
美
愛
好
で
あ
り
、
こ

の
傾
向
は
生
涯
変
わ
る
事
が
な

か
っ
た
。
こ
の
二
者
か
ら
の
影
響
力
は
相
当
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
シ

ン

ボ
リ
ズ
ム
の
形
を
と
り
、
彼
の
作
品
の
媒
介
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
お
り
、
又
あ
る
意

味
で
は
、
彼
の
個
性
に
限
界
を
与
え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
世
の
批
評

家
は
是
を
以
っ
て
彼
の
作
品
の
弱
点
と
も
み
な
し
た
。
又
批
評
家
の
あ
る
者
は
ブ
レ
エ



ク
の
時
代
を
超
越
し
た
独
創
性
を
看
破
し
得
ず
、
そ
の
独
創
性
を
狂
気
と
み
な
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
為
生
前
も
死
後
も
相
当
永
い
問
、
ブ
レ
ェ
ク
の
作
品
は
一
顧
に
も

価
せ
ざ
る
が
如
く
葬
り
去
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
は
、
殆
ん
ど
そ
の
生
涯
を
ロ

ン
ド
ン
の
裏
街
、
う
す
汚
な
い
、
暗
い
裏
街

で
過
ご
し、

職
人
の
様
に
働
き
、
職
人
程
度
の
収
入
で
暮
し
て
き
た
人
で
あ
る
。
名
声

も
う
す
く
、
唯
ひ
た
す
ら
芸
術
の
為
に
刻
苦
精
励
、
働
き
ず
め
に
働
き
、
い
つ
も
貧
し

く
、
孤
独
で
、
し
か
も
心
の
中
は
歓
喜
に
充
ち
て
、
七
十
年
の
生
涯
を
人
に
知
ら
れ
る

事
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
神
、
創
造
主
へ
の
讃
歌
を
楽
し
げ
に

口
ず
さ
ん
で
昇
天
し
た
。

当
時
の
世
人
は
ブ

レ
ェ
ク
を
十
八
世
紀
の
画
家
、
詩
人
と
し
て
は
、
消
極
的
に
し
か

関
係
づ
け
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
芸
術
家
と
し
て
、
い
ず
こ
に
も
所
属
せ
ず
、
全

く
孤
立
し
て
、
時
間
と
空
間
を
超
越
し
て
、
世
人
の
批
評
の
規
準
を
無
視
し
て
、
遥
か

離
れ
た
所
で
、
孤
独
の
ま
ま
に
こ
の
世
を
去
っ
て
行
っ
た
人
で
あ
っ

た
。
ブ
レ
ェ
ク
は

当
時
の
上
品
で
気
ど
っ
た
芸
術
文
壇
の
世
界
の
中
に
、
燃
え
さ
か
る
火
の
玉
が
爆
発
し

た
様
な
姿
で
現
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ェ
ク
の
中
に
は
天
才
と
も
称

す
べ
き
一
つ
の
神
秘
が
あ
り
、
こ
れ
を
説
明
し
き
れ
る
も
の
は
当
時
存
在
せ
、
ず
、
今
後

何
世
紀
か
経
て
、
こ

の
世
が
も
っ
と
進
ん
だ
時
、
あ
る
い
は
説
明
し
得
る
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
し、

又
、
永
遠
に
と
き
あ
か
す
事
が
出
来
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

刊・ブ

レ
ェ
ク
の
作
品
の
中
に
ソ
ン
グ
ス

・
オ
ヴ

・
イ
ノ

セ
ン
ス
と
ソ

ン
グ
ス

・
オ
ヴ

・

ザ
ラ

ム

ザ

・
タ
イ
ガ

1

エ
キ
ベ
リ
エ
ン
ス
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
そ
の
各
々
の
中
か
ら
「
小
羊
」
と
「
虎
」
が
そ

チ
ム
ニ

1
・
ス
イ
l
パ
l

の
対
照
と
し
て
引
用
さ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
前
者
の
中
の
「
煙
突
掃
除
人
」
と
後
者

の
中
の
「
ロ
ン
ド
ン
」
を
紹
介
す
る
。
熊
代
荘
歩
氏
の
訳
語
を
お
借
り
す
る
と
、
前
者

は
「
天
真
の
歌
」
、

後
者
は
「
知
憂
の
歌
」
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

天
真
も

知
憂
も
地
上
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
の
表
裏
の
様
な
も
の
で
あ
る
点
で
同
価
値
の

一
つ
の
物
象
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
両

チ
ム
ユ

1
・
ス
イ

1
パ
B

面
を
看
る
の
が
、
ブ
レ
ェ
ク
の
特
徴
で
あ
る
と
思
う
。
な
お
「
煙
突
掃
除
人」

の
詩
は

も
の
で
あ
る
と
す
る
氏
の
説
に
同
感
で
あ
る
。

ブ
レ
ェ
ク
の
「
天
真
」
に
も
「
知
憂
」

に
も
あ
る
が
、

ロ
ン
ド
ン
に
対
応
す
る
も
の
と

し
て
、
「天
真
」
か
ら
の
「
煙
突
掃
除
人
」
を
と
っ
た
。

然
し、

」
の
場
合
は
対
応
す

る
も
の
と
言
う
よ
り
、

「
ロ
ン
ド
ン
」
の
詩
の

一
部
の
参
照
と
し
て
、

こ
れ
を
考
え
て

頂
く
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
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「
ロ
ン
ド
ン
」
の
詩
に
は
少
し
説
明
が
要
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず

E
釦
ぴ
同
ロ
=
と
言
う
の

チ

ヤ

:

タ

1

ド

は
、
呪
の
言
葉
と
考
え
て
下
さ
い
。
又
、
特
に
「
勅
許
を
得
た
」
と
詩
の
第
一
行
と
第

二
行
に
繰
返
し
現
わ
れ
て
い
る
事
は
威
厳
を
よ
そ
お
っ
た
大
都
市

ロ
ン
ド
ン

と
、
そ
こ

に
住
む
下
層
の
し
い
た
げ
ら
れ
た
人
々
の
生
活
と
を
皮
肉
に
対
照
づ
け
る
為
に
、
詩
人

が
強
制
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ロ
ン
ド
ン
市
は
特
に
王
室
の
勅
許
を
頂
い

た
独
立
し
た
威
厳
あ
る
別
格
の
都
市
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
テ
ム
ズ
川
が
流
れ
、

そ
の
川
添
い
に
立
派
な
寺
院
や
王
宮
や
公
共
の
建
物
が
立
ち
並
ん
で
威
厳
を
添
え
て
い

ま
す
。
詩
人
は
そ
の
都
市
の
裏
街
を
歩
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
歩
く
人
聞
の
顔
に
、
あ

ら
ゆ
る
顔
に
、
栄
養
の
行
き
届
か
な
い
、
青
白
い
体
力
の
衰
え
た
人
間
の
姿
、
貧
困
に

チ
ャ
ー
タ
ー
ド

・
ス
ト

"1・P

打
ち
ひ
し
が
れ
た
悲
し
み
の
表
情
を
読
み
と
り
ま
す
。
そ
れ
は
勅
許
を
頂
い
た
街
、
勅

チ
ャ
ー
タ
ー
ド

許
を
頂
い
た
テ
ム
ズ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
姿
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
、
あ
ら
ゆ
る
叫
び
芦
に
、
恐
怖
に
充
ち
た
子
供
の
叫
び
声
に
、
あ

ら
ゆ
る
声
、
呪
に
、
人
間
の
心
が
造
っ
た
手
か
せ
足
か
せ
で
か
ん
じ
が
ら
め
に
さ
せ
ら

れ
た
人
聞
の
姿
を
見
る
思
い
が
す
る
と
詩
人
は
言
う
の
で
す
。
少
年
、
身
体
が
小
さ
い

が
故
に
、
煙
突
の
中
に
入
り
煤
だ
ら
け
の
空
気
を
呼
吸
し、

あ
げ
く
は
、
若
く
し
て
病

に
倒
れ
る
煙
突
掃
除
人
と
な
っ
た
少
年
達
の
労
働
の
在
り
方
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

チ
ム
町
一
-
1

・

ス
イ
1
パ
l

た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
、
あ
か
る
み
に
出
て
、
そ
の
い
た
い
け
な
少
年
煙
突
掃
除
人
の

叫
び
声
が
教
会
を
驚
博
さ
せ
、
あ
わ
て
さ
せ
た
こ
と
、
叉
ふ
し
あ
わ
せ
な
兵
士
の
溜
息

-19 -



.

フ

ヲ

ツ

タ

ユ

ソ

〆

・

チ
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チ

す

す

が
宮
殿
の
塀
に
血
と
な
っ
て
流
れ
る
。
黒
い
教
会
と
は
煤
煙
で
煤
け
た
教
会
で
あ

り
、
同
時
に
社
会
正
義
感
に
マ
ヒ
し
、
堕
落
し
た
教
会
を
も
意
味
す
る
事
で
し
ょ
う
。

世
論
は
然
し
、
教
会
内
で
ぬ
く
ぬ
く
と
し
て
い
る
牧
師
や
僧
侶
を
、
あ
ら
た
め
て
驚
博

さ
せ
る
事
に
も
な
っ
て
き
て
い
ま
す
し、

又
一
方
大
英
帝
国
の
栄
光
の
捨
石
と
な
っ
た

下
層
の
兵
士
達
、
傷
病
兵
と
な
っ
て
帰
還
し
た
兵
士
達
の
生
活
へ
の
絶
望
の
溜
息
は
栄

光
の
犠
牲
者
た
る
兵
士
達
が
血
を
流
し
て
戦
っ
た
、
宮
肢
の
塀
に
血
と
な
っ
て
流
れ
る

ほ
ど
に
戦
っ
て
守
っ
て
き
た
、
然
し、

そ
の
大
英
帝
国
の
勝
利
も
繁
栄
も
こ
れ
ら
兵
士

達
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
事
な
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
威
風
堂
々
た
る
大
ロ
ン
ド
ン
の
真
夜
中
の
裏
街
で
、
夜
な
夜
な
若
い
売
笑
婦
の

呪
い
も
き
か
れ
ま
す
。
誰
の
子
か
も
わ
か
ら
ぬ
、
赤
ん
坊
の
叫
び
声
と
涙
、
自
分
の
生

ん
だ
私
生
児
に
、
何
故
こ
の
世
に
生
れ
て
き
た
の
か
と
呪
い
の
声
を
あ
び
せ
る
、
生
活

苦
に
疲
れ
果
て
た
売
笑
婦
、
結
婚
は
墓
場
へ
と
通
ず
る
そ
の
結
婚
と
い
う
枢
を
呪
い
と

共
に
葬
む
る
売
笑
婦
の
悲
し
み
と
呪
い
、
そ
れ
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
悲
痛
な
叫
び
を
、
詩

人
は
夜
な
夜
な
き
く
思
い
が
す
る
と
い
う
事
な
の
で
し
ょ
う
。
ブ
レ
ェ
ク
の
鋭
い
目
は

輝
か
し
い
威
風
堂
々
た
る
も
の
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
え
ぐ
り
出
し

て
い
る
の
で
す
。
す
さ
ま
じ
い
詩
で
す
。

チ
ム
ユ

l
・
ス
イ

1
パ

1

「
煙
突
掃
除
人
」
の
詩
の
方
は
、

説
明
を
要
す
る
ほ
ど
の
事
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

ザ

・

ラ

ム

ザ

・
タ
イ
ガ
l

こ
の
詩
は
「
小
羊
」
と
「
虎
」
の
詩
が
天
真
と
知
憂
の
よ
い
対
照
と
な
っ
て

そ
し
て
、

い
る
様
に
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
」
に
対
照
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
ロ
ン
ド

ン」

の
詩
の
中
に
少
年
煙
突
掃
除
人
の
叫
び
声
が
腐
敗
堕
落
し
た
教
会
を
驚
か
す
条
が

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
関
係
づ
け
て
、
こ
の
詩
を
載
せ
て
み
た
わ
け
で
す
。
少
年
煙

突
掃
除
人
と
い
う
様
な
少
年
、
子
供
の
労
働
が
当
時
の
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い

た
事
は
、
彼
と
同
時
代
の
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
ラ
ム
も
そ
の

「
エ
リ
ヤ
の
随
筆
」
の
中
で
書

い
て
い
ま
す
。

る
た

「
ロ
ン
ド
ン
」
の
詩
で
は
ブ

レ
ェ

ク
は
恰
か
も
、
社
会
問
題
と
し
て
是
を
取
り
上
げ

然
し、

こ
れ
と
切
り
離
し
て
、
「
天
真
の
歌
」
の
方

て
い
る
様
な
印
象
を
与
え
ま
す
。

の
「
煙
突
掃
除
人
」
だ
け
を
読
ん
だ
ら
、
こ
れ
が
背
後
に
、
こ

ん
な
大
き
な
社
会
問
題

を
含
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
何
と
な
く
ひ
ょ
う
き
ん
に
詩
作
し
て
い
る
様
な

印
象
を
与
え
ま
す
。

こ
う
し
た
面
が
ブ
レ
ェ
ク
の

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
て
下
さ

っ
て
も
よ
ろ
し
い
わ
け
で
す
。
ブ
レ
ェ
ク
が
こ
う
い
う
少
年
達
に
限
り
な
い
愛
と
同
情

を
注
い
で
い
る
事
も
お
わ
か
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
か
か
る
愛
と
同
情
な
く
し
て

は
、
こ
う
い
う
詩
を
書
く
事
も
な
か
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。
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の
小
説
の
舞
台
と
な
り
背
景
と
な
っ
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い
る

の
は
、
彼
が
生
れ
育
っ
た

ω
。E
Y
巧
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8
M
(今
日
の

り
2
2
g
v
Ew〉

で
あ
る
。
彼
は
生
涯
こ
の
地
か
ら
外
へ

は
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
沈
潜
し
つ
づ
け
て
、
こ
の
地
方
の
自
然
と
そ
こ

に
い
き
づ
く
人
々
の
素
朴
な
人
情
と
生
活
と
に
愛
情
を
傾
け
、
そ
し
て
南
英
の

こ
の

一

地
方
を
普
遍
的
世
界
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
方
に

一
歩
足
を
踏
み
入
れ

た
ら
、

一
木

一
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に

い
た
る
ま
で
、
ハ

l
デ
ィ
に
関
係
し
な
い
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ

る
の
も
宜
な
る
か
な
。

こ
の
地
方
の
田
園
の
風
物
を
、

一
木

一
革
、
と
る
に
た
ら
ぬ
小

さ
な
昆
虫
に
い
た
る
ま
で
、
彼
は
そ
の
類
ま
れ
な
筆
致
を
も
っ
て
、
作
品
に
密
着
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

開

meロ
国

g
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創
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い
て
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場
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劇
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構
成
の
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示
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後
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の
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れ
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文
字

通
り
、
森
林
地
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ハ

l
デ
ィ
が
書
い
た
十
四
巻
の
長
編
小
説
の
中
で
も
、
こ

の
作
は
特
に
生
彩
を
放
っ

て
い
な
い
と
し
て
見
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
て
、
彼
の
小
説
家
と
し
て
は
創
作
上
の
休
間

期
の
作
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
ほ
ど
で
、
い
わ
ば
彼
の
長
編
小
説
群
中
の
谷
間
的
存

在
と
看
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れ
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こ
と
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余
儀
な
く
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て
き
た
感
が
あ
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。
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が
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劇
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あ
が
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開関門同
O
ロ
曹と

開ロ印丹釦
n
目白

の
聞
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
人
間
と
の
対
抗
意
識
の

様
相
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
作
品
の
舞
台
を
、
人
里
雑
れ
た
辺
部
な
森
林
地
帯
に

移
し、

そ
こ
で
の
四
季
を
通
し
て
様
々
な
風
物

・
人
情
の
機
微
が
描
か
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
「
自
然
」
は
盲
目
的
崇
拝
物
と
し
て
の
姿
を
も
っ
て
描
か
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、

、H，y
o
H
N
O
E円ロ

O同

F
o
Z白巴〈ぬ

に
於
い
て
示
し
た
よ
う
な
、

自
然
が
人
間
の
運
命

を
破
局
へ
と
追
い
や
る
あ
の
怪
物
の
よ
う
な
威
圧
感
は
、
こ

こ
で
は
薄
ら
い
で
い
る
と

い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

舞
台
は

開

mzg
荒
野
の
あ
の
重
々

し
い
圧
迫
感
を
も
た
ら
す
憂
う
つ
な
風
貌
と
は

う
っ
て
変
っ
て
、
見
晴
か
す
緑
樹
海
、
わ
ず
か
に
見
え
る
の
は
、
窪
地
に
沈
ん
で
あ
た

か
も
森
林
か
ら
切
り
と
ら
れ
た
か
に
見
え
る
菜
園
や
果
樹
園
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
土

地
で
は
樹
林
の
影
響
が
人
間
の
生
活
に
及
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

開関門目。ロ

が

し
た
よ
う
に
険
悪
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
温
和
な
詩
的
情
調
を
も
っ

た
も
の
で
あ

っ
た
。不

吉
な
予
感
の
こ
も
っ
た
暗
い
悠
久
性
と
い
う
そ
の
本
性
か
ら
孤
高
森
厳
な
圧
迫
感

を
ひ
と
に
及
ぼ
し
つ
つ
、
御
し
難
い
反
逆
児
的
な
非
正
統
的
な
美
し
さ
の
座
と
し
て

の

ハ
4
)

開
』1
0ロ
に
代
表
さ
れ
る
擬
人
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
様
相
は
う
す
く
、

従
来
の
作

品
に
現
わ
れ
た
も
の
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

。ロ

o
E
m円
件
目
。
回
目

Z
-
F
mロ
己
同
町
田
ゆ

}MEmo
-
o
σ
g
p
g
m
F
m円何者

国
2
0・
2

0〈
巾
弓
項
目
戸
。
円
少
同

y
o
d
E
E
S
-
-
o己

E
Z
E
F
o
p
t司
E
n
y

-HWO 

-戸田口
閃印
・

自
由

W
E
-
-p
t司
}
戸
山
門
芹
戸
当
何回印何回印。

σ〈
5
5
2
昨
円
。
ロ

E
σ
σ

白同
HHOロ
m
任
。

円-
3
5〈
包
口

ot司
【同印
O
同州
w
n
F
q
印
E
5・
叶
}HO-g向
者
同
印
色
。
同

O円
g
m己
w
F
O

2
円
〈
ゆ
話
回
田

R
e
-
-
E
L
F
O
円
円
右

q
g
g
百円

R
E
Z
E
一
F
o
-
-各
自
民
。

F
o
i
m
o
g円
。
同
匹
。
印

E-ww
釦
ロ
仏
匹
。
ぞ
可
印

]04司
q
m昨
日
ロ

m-o円
四
件
。
門
同

g
s

(5
〉

F
O
H】円
O
B
Eロ
m
g
-
E
m
-

。
5
2
が
父
親
と
共
に
枝
々
の
交
差
す
る
緑
の
苔
道
を
踏
み
落
葉
を
踏
ん
で
進
む
時
、

周
囲
を
緑
の
苔
に
お
お
わ
れ
た
校
の
聞
の
溜
水
が
幹
を
っ
た
っ
て
緑
の
滝
を
な
す
検
や

梓
の
古
木
よ
り
も
更
に
年
を
経
た
古
木
に
は
、
肺
葉
の
大
き
な
茸
が
肺
の
よ
う
に
生
え
、

こ
こ

に
も
他
所
と
同
様
に
、
人
生
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
「
果
さ
れ
ざ
る
意
志
」
が
、

都
会
の
貧
民
窟
の
退
廃
し
た
群
衆
の
中
と
同
じ
よ
う
に
、
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
葉
は
奇
形
と
な
り
、
そ
の
丸
味
は
く
ず
れ
、
そ
の
芯
は
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。

苔
は
幹
の
精
気
を
食
い
つ
く
し
、
蔦
は
有
望
な
若
木
を
じ
り
じ
り
と
絞
め
殺
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

ハ
1
デ
ィ
の
作
口
間
に
あ
っ
て
は
、
自
然
は
む
し
ろ
陪
く
陰
う
つ
な
姿
を
呈
し
て
お
り
、

- 23-

彼
の
所
謂
盲
目
的
宇
宙
意
志
の
象
徴
の
感
を
い
だ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

開
肉
色
。
ロ

士涜

野
の
も
つ
あ
の
け
わ
し
い
姿
こ
そ
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
自
然
描
写
は
ハ

ー
デ
ィ
に
於
い
て
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、

一
種
の
象
徴
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て

い
る。自

然
の
取
扱
い
方
は
作
家
に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、

ハ
l
デ
ィ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
自
然
が
人
間
と
交
感
を
保
ち
、
調
和
し
、
影
響
し
あ
っ
て
、
悲
惨
な
運

命
へ
と
導
く
こ
と
か
ら
、
自
然
が
人
聞
を
翻
弄
す
る
と
い
う
描
き
方
を
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
ハ

l
デ
ィ
の
自
然
観
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
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mw
ロ
門
同
区
同
，
V
m
列
。
宮
門
口

O
同
吾
巾
Z
白

Z
4
m
・

R
-
e
n
-

、

ふ
j

チ
J

ハ

l
デ
ィ
は
こ
の
作
品
の
中
で
も
、
人
間
と
自
然
と
の
完
全
な
融
合
の
姿
を

示
し
た
け
れ
ど
、
両
者
は
精
神
的
交
感
を
保
っ
て
い
て
、
そ
の
混
沌
た
る
人
間
と
自
然

と
の
交
り
の
中
に
、
自
然
も
人
間
と
同
様
に
生
の
苦
し
み
に
哨
ぐ
も
の
で
あ
り
、
共
に

宇
宙
の
法
則
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
受
難
者
の
姿
を
呈
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
従
来
の
作
品
中
に
描
か
れ
た
自
然
と
は
い
さ
さ
か
様
相
を
異
に

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
欠
点
は
、
集
中
性
の
欠
如
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
作
品
を
読
過
し

て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、

一
体
主
人
公
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
は

。ロ

g
と
映
り
、
ま
た

富
山
門
司

と
思
わ
れ
、

か
と
い
つ
て

の
5
2
に
意
識
の
う
つ

ろ
う
こ
と
も
あ
り
、
興
味
の
焦
点
は
常
に
流
動
し
て
や
ま
ず
、
個
々
の
人
物
は
と
か
く

ぼ
や
け
が
ち
で
あ
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、
集
中
性
に
欠
け
て
い
る
と
か
、
主
主

が
散

漫
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
お
う
ま
え
に
、
こ
こ
で
主
と
し
て
物
語
の
進
展
の
中
に
織
り
な
さ
れ
る

人
物
の
相
互
関
係
に
少
々
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

森
の
娘
、
純
朴
そ
の
も
の
で
こ
の
森
に
長
く
住
み
つ
い
た
精
霊
の
如
き
存
在
の

や
は
り
同
様
に
純
情
素
朴
な
樵
夫

C-2
を
終
始
慕
い
つ
づ
け
て
い
る

宮

R
q
は
、

が
、
そ
の

のロ

g
に
は

の
5
8
(父
親
で
木
材
商
の
が
村
の
ど
の
娘
に
も
及
ば
ぬ
ほ

ど
に
教
育
を
受
け
さ
せ
洗
錬
し
た
の
だ
っ
た
が
〉
と
い
う
許
婚
者
が
あ
る
。
こ
の

。
5
8
は
、
森
林
地
の
人
々
の
地
味
で
質
朴
な
気
風
と
は
全
く
異
質
の
、
理
知
的
で
あ

り
な
が
ら
、
浮
気
で
無
責
任
で
小
才
に
た
け
た
医
者

ロ円

-
E
R同
忌
日

に
結
局
心
を
引

か
れ
て
ゆ
く
が
、

当
の

司
5
1
0
5
は
未
亡
人
で
地
主
の

呂
田

-
n
E
R
g
oロ仏
に
心

を
寄
せ
、
ま
た
木
挽
の
息
子
の
許
婚
者

ω
z
-
8
を
も
愛
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
複
雑
な
愛
欲
の
葛
藤
と
人
物
相
互
の
紛
糾
に
解
決
へ
の
糸
を
ひ
く
の
が

の
5
8
の

父
親

冨
円
・
冨
包
σロ
ミ

で
あ
る
。

は
じ
め
成
就
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た

の
E
B
と

の
-
Z∞
の
結
婚
は
、
父
親
の

変
心
と

の
5
8
自
身
の
優
柔
不
断
な
性
格
と
多
情
で
無
責
任
な

り円
・
百円
NU
5
5
と

冨
2
・
n
F
R
B
Oロ仏
の
出
現
で
成
立
し
な
い
。

。
E
B
は
都
会
で
受
け
た
教
養
と
こ

の
故
郷
の
森
林
の
原
始
へ
の
共
感
と
の
板
ば
さ
み
に
悩
む
け
れ
ど
、
父
親
の
希
望
|
変

心
l
高
い
教
養
と
気
品
を
身
に
つ
け
た
娘
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
所
へ
嫁
が
せ
る
の
が

最
良
と
い
う
|
と
勧
め
に
よ
っ
て
、
結
局

ロ
H

・百円
N
1
0
3
と
結
婚
す
る
が
、
彼
に
裏

切
ら
れ
、
や
が
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
う
ち

の己

2
も
病
を
得
て
死
ぬ
。

U
H・

- 24-

百円
N
1
0
2
と
駈
落
ち
し
た

冨
2
・
h
z
goロ仏
も
以
前
の
情
夫
の
手
で
殺
さ
れ
る
と

い
う
事
件
に
よ
っ
て
、
百
件
N
1何日

は

の
E
B
の
も
と
に
帰
り
再
出
発
す
る
。

対
立
が
行
動
を
生
み
、
行
動
が
事
件
を
呼
ん
で
、
や
が
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る

と
い
う
、
あ
の
物
語
の
一
つ
の
典
型
を
期
待
す
る
読
者
は
、
こ
こ
で
は
大
き
な
不
満
を

覚
え
、
吉
岡
問
)
山
氏

8
2
を
感
じ
る
に
ち
が
い
な
い
。
物
語
は
全
体
と
し
て
は
緊
迫
感
に

欠
け
、
迫
真
さ
に
欠
け
て
い
る
と
見
え
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
宮
門

-
E己げロ円相刷
、が

のロ

2
の
父
親
の
死
に
対
し
て
誓
っ
た
彼
の
良
心

上
の
理
由
に
よ
っ
て
、

C
Z∞
の
も
と
へ

や
ろ

娘
の

の
E
g
が
生
れ
る
と
同
時
に
、

う
と
決
意
し
、
誓
い
も
し
た
が
、
娘
の
立
派
に
成
長
し
た
姿
を
見
て
心
が
変
り
、
彼
女

を

百円
N
H
出巾円
印
に
嫁
が
せ
る
。
だ
が
ま
も
な
く

の
E
B
が
夫

E
R
Z
m
g
に
す
て
ら

れ
た
こ
と
を
知
る
と
、
以
前
の
普
い
が
後
悔
の
う
ず
き
と
な
っ
て
、
彼
女
を
再
び
純
朴

で
し
か
も
彼
女
に
誠
実
に
愛
情
を
さ
さ
げ
つ
く
し
て
い
る

。ロ

g
に
近
づ
け
よ
う
と
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幼
い
頃
の

の
E
n
o
の
婚
約
者
で
あ
り
、
常
に
彼
女
へ
の
愛
情
を
貫
き
と
お
す
騎
士

と
し
て
振
舞
い
、
森
林
地
の
秋
の
精

(〉

E
Z
Bロ
6
5
q
σ
5
5
2
)
と
見
え
る

。戸町田

も
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

よ
い
。

百円
N
同
)

F

O

円師

、も

冨
2
・
n
F
R目
。
口
弘

、も
、

そ
し
て
更
に

の
E
B
も

り円・

森
林
地
を
お
お
う

叶
y
o
C口町
Em--o仏

E
S
E
-。ロ
の
影
響
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。こ

の
間
題
に
つ
い
て
結
論
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
の
焦

点
は

4
5
0門出
ωロ仏

そ
の
も
の
で
あ
り

(
主
人
公
は

者。
。門己目ロ円四

と
見
る
べ
き
で
)
、

こ
の

450円
四
宮
口
内
田
と
冨

R
q
と
は
確
実
に
呼
応
し
、
冨
月
号
は
、

そ
の
描
写
の
量

を
越
え
て
、
主
役
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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慧
岐
に
お
け
る
亡
身
の
意
味
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
「
捨
身
」
は
、
「
焼
'
身
」
、
「
遺
身
」
、

「
亡
身
」
と
も
い
わ
れ
、

法
華
経
の

薬
王
菩
薩
本
事
口
問
や
金
光
明
経
の
捨
身
品
や
大
般
浬
興
経
の
聖
行
口
問
、
或
は
、
大
智
度

論
巻
第
十
一
等
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
捨
身
は
、
身
を
捨
て
て
仏
等
を

供
養
し
、
又
は
身
肉
等
を
衆
生
に
恵
施
す
る
烈
行
で
あ
り
、
布
施
の
一
種
で
は
あ
る
が
、

そ
の
方
法
が
、
身
命
を
惜
ま
な
い
烈
行
や
苦
行
で
あ
る
点
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え

ト
」
仇
久
ノ
。

さ
て
シ
ナ
仏
教
に
お
い
て
は
、
劉
宋
以
後
盛
ん
に
捨
身
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
諸
種

の
僧
伝
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
梁
の
高
僧
伝
第
十
二
亡
身
篇
に
は
、
僧
郡
以

下
十
一
人
の
亡
身
が
み
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
諸
経
典
に
説
く
捨
身
を
そ
の

ま
ま
実
践
に
う
つ
し
た
と
思
わ
れ
る
如
き
烈
行
や
苦
行
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
高

僧
伝
の
編
者
の
慧
般
は
同
亡
身
篇
の
最
後
に
、
僧
群
以
下
の
亡
身
の
得
失
に

つ
い
て
、

考
市
為
ν
談
有
v
得
有
失
。
得
在
v
忘
v
身
。
失
在
v
違
v
戒。

の
如
く
論
じ
て
い
る
。

則
ち
、
慧
岐
に
よ
れ
ば
、

「
失
は
戒
に
違
う
」
と
い
う
点
に
あ

り
、
得
は
「
忘
身
」
つ
ま
り
「
身
を
忘
れ
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
或

は
、
又
同
亡
身
篇
に
、

岡

本

晴

天

僧
群
心
為
二
鴨
一
而
絶
v
水
以
亡
v
身
。
僧
富
止
救
二
童
一
市
劃
v
腹
以
全
ν
命
。
法
進

割
v
肉
以
吸
v
人。

曇
称
自
掻
ニ
於
災
虎
↓
斯
皆
尚
ニ乎
兼
済
之
道
↓
忘
v
我
利
v
物
者
也
。

と
見
え
る
如
く
、
亡
身
を
行
じ
た
僧
群
や
僧
富
や
法
進
等
が
「
兼
済
の
道
尚
び
、
我
を

捨
身
の
「
士
山
v
身
」

- 27一

忘
れ
て
物
を
利
す
る
者
」
で
あ
る
と
い
い
、

点
に
高
い
価
値
を
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
慧
肢
は
、
身
を
捨
て
て
仏
を

」
こ
で
も
や
は
り
、

供
養
す
る
こ
と
自
体
よ
り
も
、
こ
れ
ら
僧
群
等
の
、
身
を
捨
て
る
時
の
態
度
、
或
は
心

理
的
な
面
で
あ
る
「
忘
身
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
に
、
法
華
経

等
の
大
乗
仏
典
で
は
、
捨
身
は
身
命
を
惜
ま
ず
に
捨
て
る
と
い
う
は
げ
し
い
宗
教
的
行

「
諸
の
施
の
中
に
於
て
最
上
な
り
」
と
い
わ
れ
、

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
「
忘
v
身
」
こ
と
と
は
決
し
て
同
一
の
こ
と
が

為
で
あ
り
、

最
も
尊
い
菩
薩
行
と
考

ら
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
慧
肢
の
亡
身
篇
の
以
上
の
よ
う
な
論
は
、
「忘
v
身
」
を

高
く
評
価
す
る
点
に
於
て
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
慧
般
に
お

け
る

こ
の
特
色
に
は
、
慧
岐
以
前
の
「
亡
身
」
に
対
す
る
思
想
的
背
景
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
シ
ナ
で
亡
身
が
実
践
さ
れ
て
く
る
劉
宋
以
前
に
於
て
、

「
亡
身
」
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
何
如
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を



考
え
て
み
た
い
。

「亡
身
」
に
関
し
て
は
、
東
晋
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
何
充
の
「
奏
沙
門
不
応
蜜
敬
」
に
、

今
、
沙
門
之
慎
戒
専
専
然
、
及
v
為
ニ
其
躍
-
一
而
巳
失
。
至
ニ
於
守
戒
之
篤
一
者
、
亡

身
否
v
苔。

と
い
い
、
こ
こ

に

「
亡
身
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
庚
汰
の
「
且
つ
五

戒
の
小
善
は
、
粗
人
倫
擬
似
す
。
而
も
更
に
世
主
に
於
て
其
の
礼
敬
を
略
せ
ん
や
」
と

い
う
五
戒
を
以

っ
て
人
倫
を
廃
す
る
を
非
と
す
る
論
難
に
答
え
た
も
の
で
あ
る。

こ
こ

で
何
充
の
い
う
「
亡
身
」
が
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
分
ら

な
い
が
、
戒
律
に
厳
に
し
て
、

か
つ
礼
の
本
質
を
体
し
て
い
る
沙
門
に
よ
っ
て
、

身
」
が
な
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
充
の
い
う
「
亡
身
」
は
、
仏
教
の

戒
の
立
場
か
ら
も
、
儒
教
の
礼
の
立
場
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
。
以
上
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
つ
つ

、
同
じ
く
、
何
充
の
「
重
表
」
を
み
る
と
、

六
戒
之
禁
実
助
-
主
化
↓
賎
ニ
昭
昭
之
名
行
(
貴
ニ
冥
冥
之
潜
操
(
行
徳
在
ニ
於
忘
身
一

抱
二
心
之
清
妙
↓

と
い
い
、
沙
門
の
戒
を
守
る
点
が
、
王
化
を
助
け
、
退
譲
の
徳
が
高
い
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
戒
と
礼
に
関
連
し
て
、
「
忘
v
身
」
が
い
わ
れ
て
い
る
。
何
充
の
こ

「
亡
身
」
も
「
忘
身
」
も
戒

れ
ら
二
つ
の
資
料
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、

と
礼
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
「
亡
身
」
と
「
忘
身
」

又

は
、
意
味
内
容
に
、
共
通
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
ら

ば
、
東
晋
の
頃
に
お
け
る
「
忘
身
」
の
意
味
が
判
ぜ
ら
れ
れ
ば
、
自
ら
「
亡
身
」
の
意

味
も
分
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
シ
ナ
思
想
や
僧
伝
等
に
も
と
づ
い
て
、「
忘
v
身
」

に
つ

い
て
考
え
て

み
る
。「

荘
子
」
内
篇
人
間
世
に
、

為
二
人
臣
子
一
者
、
固
有
v
所
v
不
ν
得
v
巳
、
行
v
事
之
情
一
而
忘
ニ
其
身
↓

と
あ
り
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
点
は
、
尽
く
す
べ
き
道
を
尽
く
し
て
、
わ
が

身
を
度
外
に
お
く
と
い
い
、

「
忘
身
」
が
、

道
家
の
価
値
的
概
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る。一

方
、
シ
ナ
仏
教
に
於
て
も
、
「
忘
身
」
の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
る
。
例
え
ば
、

牟
子
理
惑
に
、

列
土
忘
身
・••
• 

「亡

と
乃か
誓
以梁
忘高
弘僧
ヲミ 伝

旧巻
在第
和 m

塑S話
摩
騰
伝

- 28-

と
か
、
前
向
日密
摩
難
提
伝
に
、

慕
ν
法
情
深
、
忘
v
身
為
v
道。

と
い
い
、
同
じ
く
梁
伝
巻
四
の
笠
法
乗
伝
に
、

乗
、
後
西
到
ニ
徽
埋
(
立
v
寺
、
延
v
学
、
忘
v
身
為
ν
道
。

と
み
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら
沙
門
の
精
進
努
力
の
行
を
評
し
て
、
「忘
ν
身
」

と
い
い
、
高
い
価
値
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
出
三
蔵
記

集
序
巻
七
の
王
僧
掃
撰
の
慧
印
三
味
及
済
方
等
学
二
経
序
讃
第
十
六
に
、

損
v
己
利
ν
人
、
忘
v
我
済
v
物。

と
み
え
、

こ
こ
で
い
う
「
忘
我
」
は
前
述
の
「
忘
v
身
」
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

ま

た
、
梁
伝
巻
四
の
干
法
蘭
伝
に
、
孫
縛
の
道
賢
論
を
引
い
て
、

蘭
公
造
v
身
吉岡
ニ
尚
妙
泣
↓

と
い
い
、
こ
の
「
遺
身
」
も
「
忘
身
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。



さ
て
、
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
シ
ナ
仏
教
で
価
値
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ

た
「
忘
v
身
」
が
、

何
故
「
亡
身
」
と
結
び
つ
い
た
か
と
い
え
ば
、

そ
の
理
由
の
一
つ

t主、

「
説
文
通
訓
定
声
」
に
、
「亡
は
隈
借
し
て
忘
と
為
す
」
と
あ
る
如
く
、
「亡」

「
忘
」
に
通
じ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
考
え
る
と
、
シ
ナ
的
意
味
で
の
「
士
山
v

身
」
が
シ
ナ
仏
教
に
於
て
も
用
い

ら
れ
、
東
普
の
、
何
充
の
論
に
於
て
は
、
先
に
み
た
如
く
、
「
亡
身
」
が

「忘
ν
身
」
と

一
部
に
は
意
味
が
共
通
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
慧
肢
の
高
僧
伝
第
十
二
に
僧
群
以
下
の
捨
身
僧
十
一
人
を
集
め
て
、
特
に
そ
の

「忘
ν
身
」
点
を
評
価
し
て
、
編
名
を

「
亡
身
篇
」
と
し
た
理
由
が
よ
く
説
明
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
捨
身
の
「
亡
身
」
と
、
我
を
忘
れ
る
と
い
う
意
味
の
「
亡
身
」

は

一
般
に
は
全
く
異
な
る
概
念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
、
東
晋
の

頃
か
ら
、
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、

く
評
価
す
る
慧
肢
が
、

特
に
捨
身
に
関
し
て
、

「忘
身
」

を
高

「
捨
身
」
と
「
忘
身
」

の
両
方
の
意
味
を
表
現
出
来
る
言
葉
と

し
て
、
「
亡
身
」
を
篇
名
と
し
て
用
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
続
高
僧
伝
第
二
十
七
、
或
は
、
宋
高
僧
伝
第
二
十
七
の
篇
名

に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
遺
身
篇
」
が
み
え
て
い

す
な
わ
ち
、
両
伝
に
は
、

る
が
、
こ
の
「
遺
身
」
は
、
単
に
捨
身
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
前
述
し
た
如
く
、

わ
す

「
身
を
遣
れ
る
」
意
味
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
慧
肢
の
「
亡
身
」
に

つ
い
て
、
以

上
の
如
く
考
え
な
け
れ
ば
、
元

・
明
の
大
蔵
経
で
高
僧
伝
の
同
篇
名
を
「
忘
身
」
と
作

っ
て
い
る
理
由
も
説
明
出
出
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
慧
肢
の

「亡
身」

の
意
味
を
論
じ
た
が
、
シ
ナ
仏
教
に
於
け
る

「
忘
身
」

に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
考
察

し
た
い
。

註

カ1

(

1

)

 

(
2〉

(

3

)

 

〈

4
〉

(
5〉

(

6

)

 

(

7

)

 

(
8
)
 

(
9〉

(

凶

)

大
正
五

O
、
四
O
六
、
上。

前
向
。

弘
明
集
巻
第
十
二
、
大
正
五
二
、
八
O
、
上
、
中
。

前
向
、
大
正
五
二
、
七
九
、
下。

前
向
巻
第
一

、
大
正
五
二
、
一
、

中。

高
僧
伝
巻
第
一

、
大
正
五

O
、
=
三
二
、
下
。

前
向
、
大
正
問
、
三
二
入
、
中。

前
回
大
正
問
、
三
四
七
、
下
。

出
三
歳
記
集
、
大
正
五
五
、
五

O
、
中。

高
僧
伝
巻
第
四
、
大
正
五

O
、
三
五
O
、
上。
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Typewriting教育法の研究 その 2

一一 Typewriting教育の展開一一

1. Typewriting教育の発達

1. 1. Two-自ngerTypewriting 

1. 2. Touch Typewriting (AIl-自ngerMethod) 

1. 3. Typewriting教育法の問題点

1. 4. Keyboardの習得と練習の順序

1. 5. Skill Building 

2. Typewriting Textbookの変遷

2. L 第 1 期 (1880~1889) Sight Methodの時代

2. 2. 第 2期 (1890~1900) Touch Methodの導入

井 口 美登 利

2.3. 第 3l切 (1901~1929) Programmed Textbookの発展

2.4. 第 4期 (1930~ )専門化と多様化の傾向

3. あとがき

1. Typewriting教育の発達

1. 1. Two-finger Typewriting 

実用化された最初の Typewriterを ChristophoerL. Sholesに帰-するならば，その出現は

1868年，あたかも我が国の明治元年にあたるのである。そ してまた， “Typewriter" という用

語も，このとき初めて使われたので‘あった。

最初の正式な Typewriting教育，すなわち学校における正規の授業としての Typewriting

が発足 したのは， その後10年を経た年のことであり，所は New York市の PackardSchooI 

であったとされている。 これにはまた， 岡市の ScottBrowne SchooIとする異説もあるが，

年代は共通する。〉この年は，我が国の明治10年にあたるから，西郷隆盛が鹿児島で、兵を挙け‘た，

いわゆる西南の役のこ ろのことである。

ょうやく学校教育に採用 された Typewritingの教科が，どのような内容のものであったかは

明らかでないが，右手左手ともに 2本づっの指を使った幼稚なものであり ，教育法と しても，単

なる試行錯誤的な練習の反復を出ることはなかったで・あろう。

Typewriterの Keyboardが，ほぼ現在のものと同様な配列に改められたのは， 1872年のこと

であり，この時までに 4年を経過しているから，当然この新 Keyboardによる教育が行われたに

ちがし、なし、。 しかしながら，それまで CapitaIIetter しか打てなかった構造の Typwriterか
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ら， Small leterをも打つこと ができるような機械への開発が行われたのは1878年のことである。

その同 じ年 NewYork市の学校にはじめて採用された Typewritingが，当時としては画期的

であり最新型の Typewriter(すなわち RemingtonModel のをいち早く導入したかどうかは，

すこぶる疑わしいのであって，Capital letterのみの教材に拠ったものと思われる。

1. 2. Touch Typewriting (All-finger Method) 

Typwriterの普及と， 機械的情造の改良が進むにつれ， Typewritingの技術についても新 し

い試みが行われてきた。その中で，もっとも著 しい ものは，いわゆる TouchTypewritingで

あり ，その影響するところは大きく， Typewritingの教育法においても ，やがて 主流的な位置

を占めるようになるのである。

両手のすべての指(厳密に言えば左手の栂指を除く)を使い，そこに自をやる ことな しにKey

を打つという TouchTypewritingの可能であることを提唱したのは，Salt Lake City， Utah 

の FrankMcGurrinおよび Cincinnati，Ohioの Mrs.L. U. Longleyの技法を習得 したのも

1978年であったが，彼はその後久 しく多くの挑戦者を退けて，第一人者と しての腕前えを誇った

のである。

Touch Typewritingあるいは，すくなくともその All-fingerMethodに注目 した人たちの中

には，Port1and， Maineの W.E. Hickoxののような進歩的な教育者たちのほかに例えば Rem噂

ington Typewriter Companyの H.V. Rowellをはじめとする業界関係の人々があった こと

は不思議ではない。 Rowellは 1884年 Harrisburg，Pennsylvaniaで、聞かれた国際速記者協会

(International Association of Shorthand Writers)の第4回大会で，Mrs. Longl巴yの提唱し

た Touchtypewrting の利点を紹介したことは大きな反響を呼んだ。やがて Springfield，

Massachusettsの B.J. Gri伍nと Portland，Maineの BatesTorreyの二人がそれぞれの勤

務する学校で， Touch Methodによる Typewriting教育の実験を行い， この方法の優秀性を

立証 したので、ある。この結果に力を得た BatesTorreyは 1889年，最初の All-fingerによる

Typewritingの指導用教科書 “AMannual of Practical Typewriting"を出版したが，その

中で，この新しい技法を “Touch"Systemと呼んだのであった。 こうして TouchMethodに

よる教育が開始されたのは，学校教育に Typewritingが採用されてから，そしてまた Frank

McGurrinがはじめてこの方法を試みてから，いずれも11年の後に当っている。 Torreyの教科

書は，たちまち東部地方に普及し， それとともに TouchMethodの評価も定まった。

Touch Typewriting による教育を中西部に広めるのに貢献したのは，Remington社の Q.P.

Juddであった。同社の Omaha，Nebraska支庖長であった彼は，A. C. Van Santと F.W. 

Mosherを説得して，両名の関係する学校でこの Systemを採用させることに成功 したが，予想

以上の効果に満足した VanSantは，1900年全米商業科教師連盟 (NationalCommercial Tea-

chers Federation)において TouchTypewritingの利点を発表したことから再び注目を集め，

ほどなくこの Systemが全国を席捲するようになるのである。

1. 3. Typewriting教育法の問題点
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4本の指による SightTypewritingから， 8本の指 (SpaceBarを打つ右手の栂指を加えると

9本の指〉による TouchTypewritingと，その技法には飛躍的な前進があり ，また Typewriter

の Mechanismにも長足の改良が加えられた 20世紀の初頭にあっても，その教育法という点に

至ると，まだ大 した発展は見られなかった。学生は それぞれ教室に入り Typewriterにむかつ

て個別に練習する教師の仕事は学生の打った Paperを Checkするだけであった。組織的な

Group studyの Systemを導入 しようとする考えは， 1905年ごろから唱えられてはいたが，そ

れが陽の目を見たのは1916年のことであって，第一次世界大戦にあたり ，大量の熟練した Typist

の需要が生じた際で、あった。こうして時代の要求に従い，同ーの教材により大人数の学生を一斉

に指導する Typewriting教室が創められたので、ある。結果はしか しながら，芳しいものではな

かった。この教室の指導に当った者の大部分が古手の実務家 Typewriting や Shorthandの

経験者であっておよそ教育理念や教育法に対する関心は薄く教育 ・指導力に欠けることが多かっ

たというのがその原因の大半であったと言えよう 。そ して， その後小学校関係を主とする教員が

これに代るようになっても ，混乱は止むことがなかった。彼等には教育知識はあるものの，いわ

ば新しい技術である Typewritingの Technicについて，充分な能力に乏 しい場合が多かった

からである。

このように Typewriting教育には，その拡張期にあたり適当な人材を得る ことが困難な事情

にあったけれども， 1900年ごろを転機として，とにかくも組織的 Approachへの方向に道を取

ることとなったと言えよう。

そしてその内容は，先ず Keyboardの効率的な習得のための練習方法に向けられたが，その

学習にはいろいろな方法のあることが明らかとなり ，やがて TypewritingPostureを主とする

正しい習慣の養成が，こう した方法に共通あるいは優先することも知られてきた。

次いで，Typewritingの Speedと Accuracyを中心とする SkillBuildingの問題に関心が

集中するのも当然の成り行きであったろう し， 最後には ProductionPractic さらには Office

Clerical / Secretarial Workへの応用を主要な目的とする，いわゆる ProgrammedStudyの

systemへと発展することになるのである。

1. 4. Keyboardの習得と練習の順序

Typewritingの第一歩である Keyboardの習得は，特定の指に特定の Keyを結びつけると L、

う“記憶"の問題として捉えられたことから，心理的な学習と記憶の理論が当然のように応用さ

れた。1900年から1930年にかけて，多くの調査 ・実験 ・理論 ・方法が提示されてきた。その中で

一般的と なったのは TypewritingPostureと関連させながら，左手小指の aと右手小指の;を

Home Keyとして，その位置を全体的に記憶させようとする方法であった。1910年に始まった

この方法は，やがて HomeRow-左手小指の a.s. d. f.右手小指の j.k. 1. ;ーの記憶を強調する

という方法に発展して，今日に及んでいる。(現在では Home-RowKeyをふくめて，Home Key 

と呼ぶことの方が普通である。

1920年頃までには Keyboardに対する指の分担は標準化されるようになったが， Typewriter 

のMechanismの方からも，できるだけ人間の手の構造に合わせて，もっとも無理のない位置に，
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もっとも容易に操作できるように Keyを配置するという ，いわゆる “HumanEngineering" 

の発想に基づく努力が行われている。その場合に前提となるのが CorrctTypewriting Posture 

であり ，Good Typewriting Habitであることは言うまでもなく ，Home Key (ないしは Home

Row) Methodは，特定の指と特定の Keyとの単なる Mentalな記憶づけだけに止まらず，実

際に Typewriterを使用 して， Postureや Habitとの連関のもとに総合的，全体的な身体の位

置および運動の記憶あるいは学習を意図したものであって，さればこそ，効果的な方法と して定

着したものと言えよう。

その限りでは学校教育における普通科目の学習指導とはし、ささかその趣きを異に しており ，む

しろ音楽教育における器楽，特にその性質上鍵盤楽器の練習に近いものがあるであろう ，しかも

学校における Typewriting教育にあっては相当多数の人数を一斉に指導するという要求がこれ

に加わるのである。

右手の栂指で SpaceBarを打ち，左手の栂指は用いないこととなったのも ，Universal Key-

boardにおけるそれぞれの指の Frequencyの調査が進み，右手に対して左手の負担が著 しく大

きい ことが判明 したからであり多少なりとも左手にかかる重荷を減らすための方法と して採られ

たものであって，これもまた 1920年までにはつとに確認されたことなのである。(もっとも我が

国では， 1910年代に終りを告げたはずの，左手で SpaceBarを打つやり方や，同じく 1920年以

前の混乱期に一部で採用されていた指の分担を，そのままに踏襲 しているといったような恐るべ

き Typewriting教則本なるものをいまだに見かけることがあるのである。)

Home Rowの Keyを練習 した後，どのような順序でその他の Keyの練習に入るか，あるい

は Wordさらには Sentenceの練習をいかなる時期より 加えるかといった問題については，早

くも1920年における Mrs.Ida M. Cutlerのいわゆる “First-Finger-First"Approachに始ま

り，その後多くの方法が提示されているが，その性質上， Keyboardの配列や，Keyに対する

指の分担のように一定の方法に統一されたり標準化されることはなかった。

現代における代表的な Systemの基本的な考え方は次の通りである人さ し指 ・中指のような

一般に強くて自由に利 く指で，もっとも打ちやすい Positionの Keyを打つ練習からはじめる，

そしてその聞に正 しい TypewritingPostureと良い TypewritingHabitを身につけることに

努める。このl浪られた指と Keyとの記憶がで・き上った段階で， wordの練習を加える。もっと

もこの場合，masterした Keyが例えば僅かに d.e. f. r. j. u. k. iの8個に過ぎないと したら，

この LetterCombinationによる Wordの組み立てには限度があるが工夫すれば，これだけの

Keyからだけでも Sentence(Capitalizationと Punctuationを除いて〉の練習に入る ことも

できるのである。このように場合によっては練習の初日から さえも KeepEyes on Copyによる

“Touch Typwriting"を体験することが可能なような Programmingは，たしかに魅力的で

ある。

HOUR 1 

YOU TYPE A SIMPLE SENTENCE! 

• Strike Keys Sharply! 

• Don't Worry about Errors! 
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• Don't Strike over Errors! 

間同川町
deed did free deer freed deer did feed 

deer did ride free rider did ride free 

duke did deed dike jeerer did jeer duke 

こうした Programが真にその効果を発揮するためには，有効に して熱意ある教師による教室

での学習が一番であろう し， Self-taughtによる Individualな学習でこれに近い収獲をあげる

ためには，学生自身の素資と努力とにかかるところが極めて大きいのである。

母国語ならぬ外国語の英語で読み ・書かねばならぬという本質的な Handicapをになう我が国

の Typewriting教育においては，それに加えて，ある程度の年齢に達してから集中的に，しか

も短期間に，まったくの初歩からの練習を実施しなければならぬという条件を抱いている。それ

だけに，Keyboardの Masteringというその第一歩から合理的(すくなくとも合目的性のある〉

および効果的な学習 Programと適切な指導に支えられた Typewriting教育法の必要性はなに

よりも増して大きいと言わねばなるまい。

教育的に言えば，こうした Programない しは ProgrammedMaterialに取り組んで行くに

あたって，指導する教師はもちろんの ことであるが，学習する学生のひとりひとりが現在やって

いる Courseの目的を理解 し， 意識を持って努力 し努力させる こと である。当然、の よう に， こう

した練習には高度の精神集中を必要とするから，練習時間の配分には周到な配慮が払われなけれ

ばならぬ。肉体的 ・精神的な疲労曲線と ，例えば練習時間を予告 した場合の当初努力 ・終末努力

によるその変化をは じめ， 多くの教育心理学的な知識を有効に応用するべきであろう し， 結果が

直ちに表われるという Typewritingの特性を生かすならば， Group Studyの利点のひとつで

ある競争心による刺戟などは，使い方によっては大いに役立てる こと ができょうというものであ

る。

1. 5. Skill Building 

Keyboardの Masteringに続いて行われる練習の目標は，Typewriterの操作に対する一

層の習熟を通じて Typewritigにおける Speedと Accuracyを増加させるこ とに向けられる。

Touch Methodが一般化する以前，すなわち1880年から1900年にかけては， Four-Finger System 

による SightTypewritingとEight-FingerSystem による TochTypewritingのいずれが，

速度と正確度の両面において，有利であるかとし寸論争があった。この問題が後者の決定的勝利

に終ったことは，さきに述べた通りであるが，今世紀に入ると Typewriterの機械的性能も著 し

く向上 してきたことから， Typewriting Speedの可能性と期待度は大幅に引き上げられること

となった。こうした時期に登場したのは皮肉にも ，正確度優先を主張する練習方法-Accuracy

Approachであった。

Accuracy Approachの理論は，1909年から1919年にわたる10年間， 熱心に提唱されたのであ
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るが，Keyboardの Masteringに続く wordや Sentence練習の段階から，なによりも正確

度を強調 し， 学生には常に PerfectCopyを要求する。こうした練習を重ねることにより ，正確

度を保ちながらやがて速度の方も進歩してくるはずだと言うのである。しかしながら，目標がき

わめて低い次元の Speedである場合を除き，社会が要求 し学校が計画するような Typewriting

Speedは，こう した理論による練習方法からは容易に達成することができなかった。すなわち，

相当以上の Speedは，決して Accuracy中心の練習の副産物と して得られることがなかったの

である。従ってある時期以後からは学習効果は練習時間に比例しなくなり停滞するようになる。

Typewriting教育担当者の中で短期間に Speedの増加を可能とするような新しい方法に対する

関心が高まってきたのは当然の帰結であった。

新しい方法の第 1歩は Perfect-Copy優先の考え方を捨て去ることであり ，いわば，Speed優

先ともいうべき，それにかわる新しい養成には単なる練習の反復だけでなく ，集中的な努力が必

要であり ，それは個人の能力と態度にかかるというのでは，Sight Methodもしくはそれ以前へ

の逆行になりかねなし、。究極的には fechniques-SpeedApproachとして，今日もなお，すく

なくとも理論的には，承認されている SpeedTypewritingの方法論は，Keyboard Mastering 

の場合とは， Typewriting Postureの分析をその基礎と している。

30wpm (=30 words per minute)の Typewritingのために必要な Postureは，30 wpm 

には充分であっても，例えば 50wpmのTypewritingを目指す場合には不充分である。 50wpm

のために必要な高次の TypewitingPostureは，現在一応安定しており ，従って Errorのない

30 wpmのための Postureを崩さぬ限り，容易には到達できなし、。新しい postureを習得する

までの過渡的な期間には，とにかく Speedを優先に，ともかく目標とする GrossStrokesを打

つことを目指す。 Errorはその後に，Postureの矯正を通じて減少させるというのである。これ

には Errorの分析と顕在あるいは潜在するその原因の診断，症状および原因に対する適切な総

合的対策の指示とその実行の監督および経過の観察 そして必要ならば，その結果生じるかも

知れぬ第二次的な Errorあるいは Postureの問題に対する診断と対策という裏付けが必要であ

り，そのための能力と熱意を備えた教師の存在を前提とするのであるが，教育，すくなくとも学

校教育においては，こ うしたことがらはむしろ当然行わるべきものであろうから ，Typewriting 

といえどもその例外ではあり得ないというに過ぎないのである。

母国語ならぬ外国語を扱うとし、う根本的な制約に加えて，しかも授業時間数においても著しく

限定されている我国の Typewriting教育の現状にあっては，合理的な練習方法と適格な指導者

の必要性のなによりも大きなことは，さきに述べた通りであるが， Speed Typewritingにおけ

る SkillBuildingの段階は，その最も典型的な場合と云うことができょう 。

2_ Typewriting Textbookの変遷

2. 1. 第 1 期 (1880~1889) Sight Methodの時代

Typewriting教育のための Textbookの変遷は，当然のように， Typewriting自身および，

その教育法における方法論の発展段階とその歩を共にするが，年代的には， 1880年より 1889年ま
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での10年聞を，その第 1期と考えてよかろう 。 Textbookとしての体裁を備えた最初のものは，

Edward F. Underhillによる Handbookof Instruction for the Type Writerであって，その

出版は1880年一我国の明治13年ーに行われているから，学校教育に Typewritingが採り入れら

れてから 2年後のこととなる。それ以後 10年の聞に 27仰の Textbook が次々に出版されてい

るが， Typewriting における基本的な方法はいずれも SightMethodによるものであったから，

Keyboard Controlに初まる基礎練習の Program をどのように計画するかとし寸問題は結果的

に大した意義を持たなかったと言えよう。そ して当時の熟練 した Typistたちは，Typewriting 

教育の担当者をも含めて，もっぱらその技術を「自得」 した人たちであり ，理論的ない しは組織

的な練習を自ら経験したことがほとんどなかったであろう。ぼう大な練習量に支えられ，長期間

にわたる試行錯誤の結果，ょう やくに して達成される高度 Typewriting技術は，個人の努力に

よるべきものとされたわけである。

2.2. 第 2 期 (1890~1900 ) Touch Methodの導入

従来の Four-fingerによる SightMethod Typewritingに対してall-fingerのTouchMethod 

Typewritingがその決定的な優越性を実証 したのは1888年の ことであった。これより 10年前，す

でに 90word-a-minuteの記録を樹立していた TouchMethodのChampion，Frank McGurrin 

と，Sight Methodの代表 LouisTraub との聞に Contestがこの年に行われたのである。

(Traubは CapitalとSmallLetterを分離した Double-Keyboardの Typewriter，Caligraph 

を使用 しているが，この機械の Mechanismは SightMethodを前提と したものであった。〉

結果は次表に示すようにまさに決定的であった。

McGurrin 

Traub 

Straight Copy 

96.5 wpm 

63 wpm 

Dictation 

93.5 wpm 

77 wpm 

当然のように TouchTypewritingに対する評価は急激に高まったが，翌年1890年には Touch

Methodを強調した Textbookが出版された。 さきに挙げた BatesTorryの AManual of 

Practical Typewritingがそれである。

Mrs. M. V. Longleyは，これに先立って， 1882年に All-Fingerによる新しい Typewriting

Methodの構想を Type-WriterLessonsとして発表しているが具体的な Textbookとして実

現されたのは1890年代に入ってからの こ とであった。 こ こ に第 2 期として挙げた1890年~1900年

には， Touch Methodによる多くの Textbookが出版されているがその大部分は， Typist， 

Clerk， Secretary等の養成を目的とする，いわゆる BusinessCollegeにおいて，自校の学生に

対する授業に使用するために作製されたものであり，従って一般に広く市販される ことは少かっ

たので、ある。その著者も また，そう した学校の教師，あるいは Mrs.Longleyがそうであったよ

うに，その経営者に限られていたと言ってよし、。使用の対象が限られていることから，教科書と

しての緊密な構成よりも実際の授業における利便が優先され，著者自身あるいはその直接の監督

の下に使用されることを前提としたものが多い。
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こう した種類の Textbookの中には，時代とともに版を改めて，長い生命を持ったものもあっ

て，例えば，Pierce Schoolで出版された PierceManual for the Typistは，1895年の初版

以来， 1900年，1908年， 1914年，および1937年の 4回にわたりその内容を鳩補改訂しているので

ある。

この時期までの Textbookのもう ひとつの特性(あるいは欠点)は，Textbookの構成と教育

期間との関係が不明確なことである。その課目 ・単元等に対する時間の配当をはじめ，一般の教

科書としてはきわめて初歩的ない しは常識的なことがらに属する配慮に欠けている ことが多い。

これは単に，その「私家版」あるいは「授業資料」的な性格から来るものだけでなく ，内容的に

も厳密に云えば，教科書以前といったところがまだ少 くないからなのである。

2. 3. 第 3期 (1901~ 1929) Programmed Textbookの発展

常識的な意味における Textbookの成立，すなわち自校における使用を前提として教材集的な

ものでなく， 一般的に広く使用される教科書と しての構成と内容を備えた TypewritingText-

bookの出版は， 1900年代に入ってからのことであった。

著者について も，従来の Vocationalな BusinessCollege関係者に代り ，正規の大学におい

て BusinessEducationに携わる教授たちがあらわれるようになった。それはまた高校教育にお

ける科目と して Typewritingが広く採り上げられるようになったからでもある。授業時間(あ

るいは回数〉の配当も考慮されたが，この時期には最短50時間のものから最長 240時間での授業

を目標と したものまで，多くの種類があった。(授業時間数については， Typewritingの学校教

育における普及にともない標準化の動きがあらわれて， 1930年に定められた 150時間とするもの

が多くなった。その後さらに変遷を経て，現在では 1年用の150課目， 2年課程用の 300課目と

するものが普通である。)

こうした学校教育用の，いわば狭義の教科書にとどまらず，自習者のための独習用教科書も，

1900年を境と してよう やく 出版されるようになったが， 1916年には最初の高等学校用の Text-

bookの出版を見ている。これは GreggPublishing Companyより 刊行された SoRelle& Cutler 

の Rational fypewriting， 1916 Editionがそれであり ，これを契機と して高校を対象と した

Typewriting Textbookは，その量，質ともに著 しい発展を示 した。

Textbookの構成は， 2部あるいは 3部から成る ことが普通となり ，KeyboardのMastering，

Speed Typewritingに加えて， Business Correspondenceを中心とする ProductionPractice 

に関する訓練がその大半を示めるようになった。これは Typewriting自身の，実社会における

普及と拡大された用途と に対応したものであること はもちろんであるが，今日の Typewriting

とし、う 学科は「現代国語表現法」および「文書実務」といった内容を兼ねるようになってきてい

るのである。 (我が国においては， さしあたり「英語文書実務」 という こと になろうが，外国語

であるからには，なおのこと， Paragraphing， Punctnation， Capitalization， Expression of 

Numbers， etc.といったような「英語表現法」の実際的な指導を，限られた Typewritingの授

業時数の中に織り込まねばならぬとし、う問題が生じることになる。〉

この章にいう 第 2期から第3期の半ばにかけて，Production Practiceあるいは Typewriting

ハ
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Applicationの強調課目が一時，法律文書の型式，いわゆる LegalForms におかれていたこと

は上に述べた Typewritingの用途との関連を示してま ことに興味深し、。この傾向は1919年ごろ

から衰えて， Correspondence を中心に TabulationTypewriting および ManuscriptTy-

pewritingが重点的に取り 上げられるようになり ，現在に及んでいる。

2_ 4. 第 4 期 (1930~ )専門化と多様化の傾向

最初に大学用 Textbookが出版されたのは1930年に入ってからであり， South-Western Pub-

lishing Company より 刊行， Lessenberryの 20thCentury Typewriting， College Edition 

がそれである。それに続く代表的なものと しては1932年 GreggPublishing Companyから出版

の SoRelle& Smithによる GreggTyping Techniq ues and Projects， College Courseが

あった。

その後 Gregg(現在の GreggPubishing Division， McGraw-Hill Book Co.， lnc.)および

South -Westernの両社を中心に，高校 ・大学用はもと より，多くの優れた Textbookが出版さ

れているが，大学教育における Typewritingの内容には当然より高度のものが要求されたが，

その方向のひと つは，例えば Executiveのための Secretaryとしての必要知識と技術を養成す

るような SecretarialPractice秘書実務の中心ない しは一環としづ色彩を持ち，他方は大学教育

における各種の専門的分野に応 じる Typewritingあるいは文書実務の進路をたどった。

かつて脚光を浴びた LegalTypewritingが法学関係として再登場するのはもちろん，例えば

商学関係からは Accounting/ Billing Typewriting，医学関係には MedicalTypewritingと云

ったような，それぞれの専門知識に支えられた文書実務の研修を内容とする Textbookが書かれ

なくてはならなくなった。こう した CollegeTypewritingにおける専門化のほかにも，使用者

の対象と目的に応 じた細分化も近年における著 しい特徴であろう。教育図書の出版事業におい

ても，いわゆる MarketingSegmentationを目指す時期に入った』わけて-ある。この範囲はま こ

とに多種多様であり ，例えば，高校教科書の CatholicSchool Editionから職業教育としての

Typing for Air Forceにまで及んでいる現状である。

特に1950年代以後の新しい傾向としては Typewritingのみならず， あらゆる学科に対する

Textbookについても同様のことであるが--Film，Tapeを中心とする Audio-VisualAids 

の充実が挙げられよう。 Electoronicsの技術は Colorの VideoCassetteを可能にした。こうし

た Hardな部門の飛躍的な発達に比べると， Softの Programmingの方はやや進歩の速度が劣

っている ようにも思われる。 Computorの開発に象徴される高度情報化社会における Typewrit-

ingは，すくなくとも当分はその端末機器と しての生命を維持しそうであるが，教育の面におい

てはどのような形を取るのか，簡単に予測はできかねるのである。

Audio-Visualはもと より，それを超えた各種の TeachingMachineは今後も陸続と登場する

ことであろう。 Textbookと併用する ことにより，いわゆる ProgrammedStudyを可能とす

る Workbook，Working Paperといった SupplimentaryMaterialも豊富に提供されている。

こうした傾向は，全般的に見れば，必ずしも無条件に歓迎すべきものではあるまし、。学科の性格

によってはむしろ弊害の面が大きいことから，批判的な意見も少 くないのである。 しかしながら
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Typewritingとし、 う科目 は，こ うした ProgrammedTrainingを有効に活用することが可能な

体質を持っていると云え よう。

次に掲け‘たのは高度に Systemされた現代の TypewritingTextbook Lineの一例であるが，

単一の出版社 (GreggPublishing Division / McGraw-Hill Book Co.， lnc.)から刊行された50

種にのぼる書目を見るとき，いわゆる専門化に加えて，課目数と対象さらには目的を限定しての

多種多様な製作の行われているのには驚かざるを得なし、。 これは決 して，過去にさかのぼり一定

の期間中における同社の出版物を累積 ・集成 したものでなく，現在発売中のもののみに限って

List Upしているのである。そ して，例えば South-WesternPublishing Companyのように，

これに匹敵する TypewritingTextbookの系列を持つ教育図書出版社は，他にも少しとしなし、。

まず第一の種類は，Typ巴writingのために必要な BasicLanguage Technicalitiesの Polish

Upを目的とするものであっ て， 母国語に対しても，こう した Courseが必要とされている こと

は，我々に取って，特に興味深いのである。

Language Technicalities for Tyρeωriting 

ENGLISH STYLES SKILLS BUILDERS: A Self-Improvement Kit for Transcribers and 

Typists 

ENGLISH USAGE DRILLS AND EXERCISES， Programmed for the Typewriter 

PUNCTUATION DRILLS AND EXERCISES， Programmed for the Typewriter 

REFERENCE MANUAL FOR STENOGRAPHERS AND TYPISTS 

SPELLING DRILLS AND EXERCISES， Programmed for the Typewriter 

次は CompleteCourseの Textbookであり ，学習の期間，程度，対象によって種類がある。

Textbook に附属するものとして WorkingPaper， Learning Guide， Teacher's Edition， 

Teacher's Manual， Instructor's Handbookはもとより ，Record， Tape Filmstrip，さらには

Picture Poster， Wall Charts， Textbooklet等がそれぞれの系列に応 じて用意されているので

あり ，これは CompleteCourse以外の Textbookほとんどについても同様なのである。

Comρlete Tyρewriting Course 

学習期間の

長さに応 じて

BASIC GREGG TYPING 1: Machine Control 

BASIC GREGG TYPING 2: Foundations of Production 

GREGG TYPING， Keyboard Course 

GREGG TYPING， 191 Series， Book L General Typing 

GREGG TYPING， 191 Series， Book 2. Vocational Office Typing 

GREGG JUNIOR HIGH TYPING 

学校の種類により GREGG JUNIOR HIGH TYPING: Catholic School Edition 

GREGG TYPEWRITING FOR COLLEGES 
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成人教育用には

GREGG TYPING 1: A Gregg Text-Kit in Continuing Education 

GREGG TYPING rr: A Gregg Text-Kit in Continuing Education 

TYPING 75一一一Basic

TYPING 75一一-Keyboard

TYPING 75- -Advanced 

TYPING 75-一一Expert

TYPING 75--Professiunal 

家庭での自習用には PERSONAL TYPING 

PERSONAL TYPING IN 24 HOURS 

Speed Typewriting関係の Textbookおよび Materialとしては

sρeed Tyρ6ωriting 

PROGRESSIVE TYPING SPEED PRACTICE 

TYPEWRITING DRILLS FOR SPEED AND ACCURACY 

TYPEWRITING SPEED STUDIES 

TYPING IMPROVEMENT PRACTICE， Manual Edition 

TYPING IMPROVEMENT PRACTICE， Electric Edition 

TYPING POWER DRILLS 

TYPING SKILL DRIVES 

Production Typewriting一般および専門化に応 じての職業教育用には

Produclion Typewriting (Vocational and Sμ'CIalized) 

APPLIED OFFICE TYPING: A Practice Set in Clerical Typing 

GREGG TYPING 3: Addressing and Billing 

GREGG TYPING 4: Personnel Papers and Forms 

TYPING MAILABLE LETTERS 

T ABULATION TYPING 

QUICK SURVEY COURSE IN FORMS TYPING 

TYPING MEDICAL FORMS 

MEDICAL TYPING PRACTICE 

THE MEDICAL SECRET ARY 

LEGAL TYPEWRITING 

HANDBOOK FOR THE LEGAL SECRET ARY 

TYPING PRACTICE FOR THE TECHNICAL SECRET ARY 

THE TECHNICAL SECRET ARY 

PRACTICE FOR PROFESSIONAL TYPING 
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EXECUTIVE TYPEWRITING 

CIVIL SERVICE TESTS FOR TYPISTS 

TYPING FOR THE AIR FORCE 

3. あとが き

本稿は東京立正女子短期大学論叢第二号に発表した iTypewriting 教育法の研究 その 1-

Typewriterの開発と Universal Keyboard の問題」を承けるものである。 従って本稿の主題

である“ Typewriting教育法"の問題に関する研究対象の領域と研究目的の設定については前

稿を参照されたい。

本稿においては，主とし与えられた紙数の関係から，も つばらア メリカ合衆国における Type.

writing教育の展開に終始する こととなった。イギ リスをはじめとする他の英語国における考察

はもとより， Typewritingが我が国の英語教育の中に何時，如何にして取り入れられたかとい

う問題をはじめ，続稿に持ち越すと ころが多L、。ご諒承を願う次第である。
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教育の経済理論に関する一考察

鍾 清 漢

ー はじめに

教育と経済のかかわりあいについては，すでに多くの人がし、ろいろの角度から論議し，また評

価を してきた。教育が人間の労働能力を向上させ，経済生産に寄与するとしづ認識は，アダム ・

スミスの指摘以来，既に久しし、。その後.A・マーシャルが「国家投資と しての教育」の概念を

明確に打ち出 し，経済繁栄の基本的原因と して「蓄積された知識」の重要性を認め，教育訓練を

通して人間に対する投資は. 1"あらゆる資本の中で最も価値ある」ものであるとしてから，いろ

いろの説が唱えられてきた。だが，本格的にこの問題が，欧米諸国で高い関心をもたれるに至っ

たのは，なんといっても1956年ソヴィエトが打ち上げに成功したスブート ニクの衝撃による こと

は， よく知られるところである。しかるに，それが今日の教育投資論にまで発展 したのは，労働

力不足に伴う成長率の足踏みの傾向，科学技術者を始めとする人材養成計画の低迷，開発途上国

に対処する問題からであるといわれている。

ところで，本文は今日における主なる教育投資論を考察 し， マンパワー問題に踏み込んだ検討

を進めると して，その前に教育投資効果に関して，それがどれだけの有用性をもちうるのかとい

う点について，大ざっぱに吟味を しておきたい。

ニ 経済学説にみる教育 と人的能力

周知の如く，一国の経済発展を図るには，密接に関連しあういろいろの要因をとらえてこそ可

能である。例えば，天然資源，マンパワー資源，資本，それに安定した政治環境などを挙げるこ

とができる。しかしそのうちでも最も重要なのはなんといってもマンパワ ーである。たとえ，天

然資源に恵まれても ，それを開発するのはやはり人間である し，機械設備はマンパワ ーによって

創作され，発明され，操作される。今日最も機能的とされている科学的管理にしても，高度の知

能が必要とされる。また，人聞の能力の開発が，社会のすべての人の知識と熟練度，能力を増進

させるのである。経済学の言葉を借りれば，人的資本を蓄積し，これを経済開発のために効果的

に投資するこ とである。マンパワーが経済発展を押し進める原動力であることはすでに古く から

経済学者によって指摘されている。例えば，アダム ・スミス，マーシャル ・マルクス，シュンベ

ータ一等が挙げられる。彼等のそれぞれ独自の見解が，今日のマンパワー理論といかなる接点が

あるか，以下これについて考察してみたい。

1. アダム・ スミス (AdamSmith) 

ス ミスはその名著『国富論』で，教育の重要性について，随所に述べているが，その第二冊の
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第一章「資財の分類について」の中「固定資本」の一節で，社会におけるすべての住民や成員が

取得している必要で 有用な能力があることに言及している。「社会の全住民または全員の習得せ

る有用なる才能，かくの如き才能の習得には，その教育，研究または年期奉公の期間中に亘って，

習得者の生活を維持するために，常に実質的経費がかかるのであって，それは，いわば彼の身に

固定され実現されている一種の資本である。 これらの才能は，彼等にとって彼の資産であると同

時に，社会にとっては彼が属する社会の一種の資産である。職工の改良された技工は，労働を容

易にし，且つ省略する事業上の機械または器具と して差支がなし、。もとより何程かの経費はかか

るけれども，こ の経費は利潤を伴って償還されるのである。j(1)スミ スによれば，人聞はそれらの

必要で有用な能力(熟練技能〉を修得するために，教育と学習の過程において消耗は常につきも

のであるが， しかし，これらはその個人に対する密着した最も確実な投資と見て よい，学習 し得た

それら耐久的なものは，その個人自身に密着 した資本で、あるだけではなく ，その資本は社会の財

産でもあるという。アダム ・スミスのこのような理論が現代の教育投資論にどの程度影響を受け

ているか学説史的な論証は困難であるが，シュノレツはス ミスを，人間を資本とみなす数少ない哲

学者であり ，経済学者であると評価した。(2)その着眼には，明らかに今日のミク ロサイドからみた

現代教育投資論との共通伎がある。やはり ，スミスをその先駆的理論とすな して差しっかえなし、。

2. アルフ レッド・マーシャル (Alfred・Marshall)

スミ スのこう した問題意識をその伝統の中で再生したのは，アルフレッド・マーシャルであっ

た。彼はその主著「経済学原理j(Principles of Economics)の中で，序論，基本概念の定義欲

望とその満足，生産要素，需要， 供給， 価値の一般関係，国民所得の分配といっ構成で、その理論

を展開 している。(3)彼の「経済学原理」の中で特に人的投資の理論と して取りあげられるのは，生

産要素の考察である。 彼は生産要素と しての土地，労働，資本の三要素の他に「産業組織j，i人

々の健康の強さ」と 「産業訓練の問題」を大きく問題と して考察 しているというところが， 人的

能力要因への接近といえよう 。つまり，人間の肉体的，精神的，道徳的な健康とその強さが依存

する条件こそが産業能率(=生産性 productivity)の基礎であると いった発想法で、ある。 この発

想、法自体すでに人的能力要因の重要性を問題としてとらえている。とこ ろで，こう した問題意識

の提起が，今日のいくつかの人的投資論に影響を与えている。そ こでその主要なる論点を次に要

約しておこう。

(1) 人間の一般的能力は幼い子供時代の生長段階における環境に よるといわれ，一般的な学校

教育に依存する。

(2) 専門教育の目標は第ーには目と手の一般的探用さを身につけさせる こと，第二には特定の

職業にぜひとも必要なものだけでなく， 工芸的な熟練と知識と調査方法を習得させること。

(3) 徒弟制度ではもはや多種多様な近代的大産業に必要とされるすべての青年に一切を学ばせ

ることが不可能になってきた こと。

(4) 社会大衆が一般に利用できる多くの機会を与える ことは単なる公共資金，または民間資金

を教育に費すことで，多数の人の潜在能力を発掘する糸口をつかむだろうというこ と。

このように，マーシャルも教育の重要性については，文明国のもつ教育への意欲をとらえ，その

経済的な局面への貢献を評価 している。康代光もマーシ ャルにふれて， i教育は即ち国の投資で
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ある。……人間に費した教育上の投資は最も有効な投資である。JI41としづ主張を評価している。

この投資はまた「政治的には民主主義政治への市民の参加であり，社会的には伝統的な因習の

束縛をたちきって国民の自由にして満足な生活を保障することである。つまり，人間能力の開発

は，経済の成長発展と社会の近代化を推進するのと解されてきている。Jl51と理解されていること

がし、えよう 。いう までもなく，人的能力の開発の方法は一様ではなし、。まず第一に，正規な教育

制度にみられる各水準の学校教育， 第二にさ まざまな種類や内容をもっ企業内における教育訓練

や各種団体会員の能力開発，第三に，個人による自己開発，第 4~こ医療制度や公衆衛生制度が人

的能力を身心両面から開発するために役立っているC161

3. シュンベータ-0. A. Schumpeter) 

シュ ンベーターにおける人的投資論は，それを生産要素と しての労働としてとらえている。彼

は指導労働(directedlabor)と服従労働(directinglabr)を区別 したのは一見きわめて本質的であ

る。それには主と して次の二つの特徴からである。まず生産の体制において より 高い地位を占め

る指導という要因は，指導労働を他の労働から区別するものとなる，といったのがその第一の特

徴である。そ して第二の特徴は指導労働は，それ自体何らかの創造的なものを持っているという

点である。つまり，自ら自分を樹立し，また特殊の機能を果たすものであるといっている。 171これ

について井上毅は. 1ここには明らかに，労働すなわち生産における人的要因の創造的機能の側

面が適確にとらえられている。そして単純な労働とちがって自ら目標を持って創造的活動(イノ

ベーション〕の推進者となる人的要因を考えているのである。」と ， そしてさらにいずれに しろ

生産におけるイノベーションフアクターの担い手とし、う主体としての指導的労働あるいは企業者

職能の考え方は，今日の人間投資理論あるいはマンパワー論義の本流的な思想、と共通の問題提起

の仕方である。JI81と述べているが，確かにシュンベーターのこの理論は，第三の生産要素を考え

る現代的な取り組み方と して，はっきりいって，これが後の人間能力開発の発想にかなりの影響

を与えているとみてし、し、だろう。

ところで，スミス，マーシャル， そしてシュンベーターのように，人的資源が経済成長にとっ

てきわめて大きな関連があるということ についてのこのような経済学の伝統であったにもかかわ

らず，その後の経済学者はむ しろ軽視 してきた。それというのは，人的資源は有形資本のように

計量 し易いものでない事と，一定の規準がなく ，投資額と収益額に対する計量が難 しいという理

由によるのかも しれなし、。 しかしながら1957年前後，こうした教育投資の問題に関心をもつよう

な経済学者が多く輩出した。その背景にはいろいろあるが，その中，特にスブー トニクのショッ

クが先ず取り上げられよう。これより新しい人的投資論が多数輩出した。その代表者といえば，

誰もがシュルツをあげることができょう。

4. セオドー ・シュルツ (ThedoreW. Schultz) 

シュルツ教授が1960年に全米経済協会での講演で次のように述べたことは特に多くの人の関心

を呼んだ。シ ュルツは.1人間に投資するなどということは考えてみるだけでも不愉快だと思う人

達がし、る。奴隷時代は別であるが，人聞を資本財とみることは，今の私達の価値観や信条とは相反

するものである。」と，一応こうした考え方への反発をひきあいに しながらも，さらに彼は『……

労働とし、う人間の働きがなんら知識も技能も必要としない能力，または労働者はすべて均ーな能
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力をもっという 素朴な認識に基づくのは，古代でさえ間違っている し， 今の時分においてはなお

さら間違っている。われわれは個人ひとりひとりの能力を経済要素の量的指標の 1つとみるべき

ではないことは，機械の運転具合をもって判定できないのとまったく閉じことである。といった

人的投資論を展開 した。」聞こう した人間能力の経済における重要性を重視して教育投資を経済の

分析に使った研究がシュルツの他に，クズ、ネッヅ，クリステンゼン，テンヘルゲン等が経済学の

側面からのアプローチとして労働者所得の顕著の橋t加に早くから目を向けた。それというのは，

「従事者 1人当り所得の低い産業から高い産業への移動」といった理由によるものであるという 。

5. クズネッヅ (SimanKuznets) 

クズネッヅによると，この労働力の産業問移動が従事者一人当り所得の全増加の約40%の理由

をなすものであったというが，シュルツは， ú' これらの所得増加，労働供給の調整に不能~に生 じ

る遅れによる準地代であろうか。否，前述したような人的投資の収益だとする方が，はるかに理

論に合っているのではなかろうか。」附と指摘し さらに前述のクズネッヅによると ，従事者 1人

当り所得の全増加のうち60%は「説明不能」とされたわけで、ある。この部分もまた，たなぼた式

でもないし，労働の準地代でもなし、。前述したごとく，それらもまた，主として技能などの諸能

力に対する投資の収益であろう 。今日では職業訓練，学校教育は，重要な要因となってきてい

る。ωさらにクズネッヅは， I……これら(教育，研究，保健及び娯楽面における費用〉はさまざま

な複雑な生産系統の効能を改善することによって経済成長を促進している。」凶と このように人間

能力を高く評価したいわゆる「教育投資」の研究が，先駆的な理論の展開を踏まえて近年ますま

す盛んになっ てきている。そ して，この問題を理論的に取り扱う姿勢にもいろいろアプローチの

方法と理論化の さまざまな段階が存在する。こうした「数多いそれらの着服を詳 しく検討してみ

ると，それぞれ独創的な発想形式をとっていて，今後の理論展開に示唆するところが大きいと考

えるが，その着限を中核に一つの理論体系を完成したとみられるものはほとんどない。」闘と し，

先に触れてきたように新たな観点から「資本」とし、う 言葉を考え直し，物的資本に対して人的資

本という概念を認めるとすると，生産要素の人的要因についても投資という視点が成り立つはず

である。こうした「人的投資理論」の主なものにH ・ライベンシュタインの物質的な富と人聞が

身につけた生産能力の総計を「一般的資本」とよぶ理論，(14) J・ベイジーの教育学および経済学

の分野における比較学的論証が特にすぐれている教育経済学閥と， E・ギンズパーグの人的資源

論同と，シュルツの前述の人的投資論がある。ギンズパーグは現実的政策論の立場から人的能力

向上，あるいは教育の重要性を強調する。一方シュルツは体系的にかなりまとまった人的投資論

を展開している。彼は「資本，所得比率の上昇J，I資源(土地，労働，資本〉の生産性の上昇J，

「労働者の実質所得の上昇」などといった動態的な経済の動きの中にこうした三つの問題を提起

する。そ して， それを説得できるものは，実は人的資本にほかならないというのである。 とこ

ろでマンパワーの有効なる活用が経済成長を促進するというこのような抽象的概念に対して，具

体的統計数字をもとにマンパワーが経済成長に寄与できることを説明しようとする試みがなされ

た。これは人的資本の内容をつかむために行う教育投資の計測方法，とくに教育コストの中に

「就学時間に得べかりし所得」を加えるなどは，いろいろの理論の中でも独創的で、あるといえよ

う。シュルツは 「アメリカ合衆国生産力の増長は僅かその 1/5が工場設備の改善によるものであ
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ると し その他の 4/5は生産方法，管理と労働者素質の改善である。」と， さらに 「マンパワー

素質の改善は，成人教育 (AdultEducation)，雇用 しているマンパワーの在職訓練，健康および

栄養の増進などが，経済成長を促進する主なるファクターであるりといっている。幅広いシュ

ルツの理論展開の全貌を説明することは，本文の主なる趣旨ではないが，しかし，人的資本によ

る経済成長，人的資本の内容と政策，などからみて，彼の人的投資論は投入サイ ドの接近であっ

て，産出サイドの分析についてはなされていないといえる。なおシュルツの外にも，こ の種の研

究については，デ‘ニスンのものが挙げられる。

6. デニスン (EdwardF. Denison) 

デニスンは，経済成長の源泉についてもっと詳細な研究を行なった。彼は労働者や資本の増加

に帰属させることのできない残余を，多くの部分に分け，そのうちに知識の進歩と規模の経済性

が最も大きいとみた。彼は教育の経済的効果に関して次のような結論を出している。 1929年から，

1957年までに，アメリカの普通の労働者は，毎年約 2%の教育費を増し，これに対応して労働の

量を毎年0.97%改善 し， 実質国民所得成長率を約0.67%高めた。これは実質国民所得の成長率の

23%に当り ，労働者 1人当りの実質国民所得の伸びの42%になる。また経済成長への教育投資効

果は， 1909年~1929年間に較べて1929年~1957年間において約倍増した。附デニスンは， 経済成

長の源泉をさぐる 1つの接近方法を発展させたといえよう。彼は労働の寄与部分を労働の質の向

上によって修正するとし、う手段をとっているが，質的要素がもたらした国民生産の増加分を推定

するに当っては，学校教育，職業教育の投資額を確認し ついで，その収益を測定するという方

法をとらなし、。直接質的要素を想定 し， それを所得の，士宮t加と関連づけている。つまり学校教育

のみの資料が用いられただけで，企業内訓練やその他多岐多面にわたる効果，労働の順応性，応

用技術の進歩等が除外されているために，効果は過少に評価された傾向がないともいえなし、。し

かしながら，その後デニスンの計算では，アメリカにおける経済成長に対する教育の効果として，

1909年~1929年間に29% ， 1929年~1956年間に42% とし，さらに予測として1960年~1980年間に

40克と挙げていることは注目に値え しよう。凶

三 教育学説における経済的要因

以上，とりあげた理論はほとんどが経済学からのアプローチである。教育学ない し哲学の側面

から教育と経済が密接なる関係を待っていることを認識し，これについて論じているものにノミー

ドランド ・ラッセル， T. A・ラワ リーズ等がある。ラッセルは「教育と社会体制」白司の第14章

で「教育上の欠陥というものはどんなものだろうと，悪い経済体制のせいであるといった信念を

持つ人たちがある。わたく し自身は， これを信じなし、」といった論議から教育の問題を何もかも

経済体制に結びつけるという ようなことではないとし、う 。教育と経済は必ず しも常に表面上つな

がりがないようにみえても，その関係は非常に深いといっている。そして「教育の機能に関する

世間一般の見解を完全に変えて しまうほどの，種々の事件が起った」とし，倒そのうち最も重要

なものは，普通義務教育制度の確立で‘ある。 少年少女たちは，読み書きを知っている方が知らな

い場合よりもはるかによき市民となり ，よ り有能な労働者になり得ることが発見された」と論じ

ている。制さらに教育の実際的効用という考え方に向わせたもう 1つの要因は科学と産業との成
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長で家をあった。技術過程は今日，科学的知識を要求 しているし， 新しい発明は富をふやし，国

強大ならしめる源泉なのである。

しかし教育が効用性を重視する考え方に支配されてしまえばどうなるかといえば，ラッセルは，

「科学と産業上の技術の地位は，現状よりもはるかに大きなものになるであろうし，文学的な教

養の地位ははるかに小さなものとなろう。現在は完全にそうなっていなくても，次第にそうなり

つつあるしまた比較的近い将来に完全にそうな って しまうであろう凶」とし寸将来への大勢の

見通しは警句ともとらえる言葉としてわれわれも容易に理解できょう。

こうした前提に立って ラッセルは，教育におよぼす経済的要因の影響は，次の 5つの主題のも

とに考察しうるとし、ぅ。凶

第 1は，国家の経済的条件に応じ，教育に費される経費はまちまちであるが，西欧諸国がもし

産業革命によって国力を増さなかったら全面的な義務教育は不可能であったろう。西欧の標準を

採用する以前に，中国に存在したほど，学問に対する尊敬を示した国はなかったと 言って よし、。

しかしそう した中国(筆者注，革命以前の中国)さえも，総人口の 5%以上のものに読み書きを

教えるほど裕福ではなかった。1780年のイギ リス，いや1830年代のイギリスにおいてさえ，すべ

ての国民を学校に入学させるだけの十分な税金を課することは困難であったと指摘している。

第 2は教育の目的の 1つは，総生産を高めることにある。恐らく普通教育を最初に始めたひと

びとの心に秘められた原則的な動機はそれであったろう。また疑いもなく健全な動機でもあった。

読み書きのできるひとびとはできないひとより能率的である。そして生産を最大限に高めようと

する動機は，技術教育や科学的な教授や研究を促進させるこ とに，直接に作用するのである。つ

まり科学的知識の有用性が認識されたら，科学のもたらす思恵がますます増大することが期待で

き，中等教育のカリキュラムのなかにも，さらに多くの科学教科の時聞が与えられることが期待

できるであろうと。

第 3に，分配の機構は，われわれがこれまで考えていたよりもはるかに，深刻な影響を教育に

与えている。分配の機構が社会を諸階級に分割しているのであり，階級のあるとこ ろはど こでも

異なる階級はそれぞれに異なった種類の教育を受けるにちがし、なし、。共産主義社会といえども，

権力の座はあり得ょう し， その仕事が異常に快適な地位もありう るであろう。 このような地位を

占める人たちは，ある意味で権力の少ない不愉快な仕事を伴う地位を占める人たちよりも高い階

級を構成することもあろう。そこに白から教育的競争がおこるが，しかし教育における競争は，

単にかれら自身のためではなく，彼らの子どもたちのためにも，すべての人々が経済的平等を得

て経済的安定を得たときに現在の状態よりはるかに筈毒を少なくするであろうとし、う 。

第4は寄附金である。寄附金は他の方法によっては不可能なほど教育の宗教的な面をより保守

的なら しめる力を持っているといい，その理由はアメリカにおいては寄附行為は大体比較的新し

いことであるが， それでさえ寄附は保守的でしかもたいてい教養のない巨大な大財閥の意思にも

とづくものである。だからそれらは，教育の進歩的な運動を阻止するのに相当注目すべき役割を

果たすことになる。

第 5は伝統ということである。ラッセルは特に過去において作用したが，現在は作用していな

い経済的要因より生ずる伝統というものを考える。たとえば性道徳(産児制限に反対する道徳な
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ど〉がそれである。それゆえに教育は，社会自身ができ得るかぎり速かに新しい要求に適応しよ

うとすることを回止する結果になりやすいというようにとらえている。

以上の 5つの主題からラッセルは，このような経済と教育の関係の吟味において，第2の主題

のように教育の目的としての総生産の拡大をとり上げ，一方で知識それ自体が目的であるような

教育を否定しているところは，これまで考察してきた経済学の側からの人的能力への問題提起に

見合った動きであろうと思われる。

ところでラッセルと同じく教育学の立ち場でも ，こ と経済と教育の問題に関しては，もっと積

極的 ・現実論的に経済と教育の問題をとり上げたのはT ・A ・ラワリーズ等である。凶 ラワリー

ズ等は技術の変革，あるいは， 産業の進化と教育の相関についてかなり 突込んだ考察を している。

とくに，職人の技術的改良は初等教育の普及であり，それが経済革命をもたらすものであるとし，

『一方社会的には教育政策が現在の社会事情に関連 して働く人たちの選択を し，人的資源を割り

当てるものになっていることが大切である。一国の経済発展の将来を慎重に考慮し，人的資源を

よくしらベ，その上でこれを賢明に配分することは，教育政策にたずさわる人の責任である。』と

いう着想は，上述の経済学の側からする人的資源論と気脈を通じた考え方といえるであろう。岡

四 人的能力開発の指標

これまで生産に役立つ労働は肉体労働だけだという思想，それと「レジ ャーのための教育」と

いう時代の教育を批判いそうした教育制策からの解放から生産と福祉をを増大したかというこ

とをドラッカは問題にしている。同これは，教育が進んだ形の投資であり，教育を受けた人たち

は「社会の資源」と し、ったもので，つまり，社会ないし個人が教育によって何を得るかというこ

とについてのことである。

こうした着限からハービソンはマイヤーズといくつかの共同研究をなしているが， そのなかで

も開発途上国のために比較可能な総合指標をつくりだしている。倒従来の研究は，人的能力開発

に関する 1国，あるいは 1地域数ヵ国の量的分析に限定されているのがほとんどといってよ L、。

この点に関 してハー ビソン ・マイヤーズの総合指標は，限定を含むとしても，すぐれたものとい

えよう。

、ーピソンたちは， 1国の人的資本量と特定期間の人間資本形式を重要な指標と している。 こ

うした関連で、測定可能な次のような事項に注目 した。

(a) 先ずは，教育修了のレベルとして，初等教育 ・中等教育 ・高等教育を区別 している。中等

・高等教育は高水準人間能力と関連し，そのなかでも科学 ・技術履修者の比率は，とくに重

要である。

(b) 第 2に，高水準職業人の数と全人口，労働力との関係である。その中には， 科学者，技術

者 ・経営者 ・教師 ・医師 ・科学技術の技能者 ・行政司法官吏 ・看護婦 ・熟練労働者の職長等

が含まれる。

ところで，人的資本の蓄積率を示す指標と して最も望ま しいのは， 高水準職業についている人

数の純増加であると考えられる。また正規教育の修了者数の純増も有用であるが，データの入手

真在からそこで利用可能な指標として次のように分けている。
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(1) 人口 1万人当り科学者 ・技術者数

(2) 人口 1万人当り医師と歯科医数

(3) 人口 l万人当り初等 ・中等学校教師数

(4) 学齢児童総数のうち初等学校就学者数の比率

(5) 初;中学校の総合の修正就学者数

(6) 中学就学者の同年齢の青少年総数と進学者数の比率

(7) 同一年齢グループ中の高等教育就学者

以上について，国際比較の観点からみて，いろいろと利用上の不便がある。その一例をあげる

と，たとえば，高水準人間能力として戦略的に重要とみられる科学者 ・技術者の統計は，先進国

をも含めて 3分のlの程度しか利用することができなし、。また，国によって概念の規定が統一さ

れていないので，量の把揮だけではなく，質の困難がある。

いずれにせよ，世界の多 くの国の経済開発をめぐる人間能力の問題を実証的に調査研究して，

経済発展と人間能力の開発との相関度合をさぐるとし、う試みは高く評価できょう。とくに，その

相関値に基づく 4つの発展段階パタ ーンを設定 し， さらに，その基礎の上に開発途上国の経済開

発達成の手段と しての教育投資の政策立案の指針を設定しよ うとする試みは，この研究の特色と

いえよう 。ハービソ ンたちのこの研究からわれわれは，人間能力開発の課題は，正規の教育制度

の検討が迫られている ことが先ず痛感するであろう。また経済開発のために人間能力が重視され，

それは学校教育の領域だけではな く， 産業界企業内および職場の教育訓練の検討が必要べからざ

るものである ことが痛感されよ う。

五 国家教育投資の モデ、ノレと人的資本の創造

近代国家の建設にとって経済お よび国民の開発と人間活動は重要である。前述のこの問題に対

するいくつの研究を基礎的概念と して，貧困，病弱，無知，停滞の国々にとって，次に考察する

ハンナの研究はとくに緊急なる課題であるだろう 。

マンパワ ーの開発に関連 して，教育投資を最初に国家教育投資のモテ‘ルに図式化 したのは，ハ

ンナ (Prof.Paul R. Hannai StandfordU.“Conventional and Unconventional Education 

in newly Developed Countries" 1962)である。

ハンナは 「国家教育投資人的資本創造のモデル」を求めて，教育投資の利益に転移する過程を

明らかにするために次の 4つの図式をもって説明を加えている闘

つまり，投入一育成一産出 (AModel of National Investment in Education-The Input-

Through Out put spiral)とし、った循環過程に注意すべきであるとし、う 。

図1で示されているのは，まったくの非数式のモデルで、あり， r投入J，すなわち教育でいうカ リ

キュラムである。カリキュラムの投入は，国家の収益と して「産出」する。太い矢印は右下方を

指 して 「育成J(カリキュラム ・教授学習の過程と被教育者〉と注釈しているが， r育成」とは，

過程の 「ルート」と被教育者を含むものである。ここで投入 したものが，矢印に示されている よ

うに，国家収益となっている。この産出 した国家利益が再び「投入」に影響するとし、う循環過程

を説明している。
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国家教育投資のモデル 人的資本の創造

-・・・・・結果・・....

4.国家目標………
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3.補 導
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成果は次の三条件による。
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1. フォーマルの教育機構
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思ヲ
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育 成
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育成の成果は次の諸事項にかかわる。

1.天賦オ能、文化資本及び個人の機能

能力

図 3

国家教育投資のモデル

産出

人的資本の創造

-ー
国家収益・・・

教育挽資の結果、国家は次のいくつの収益を獲得する。

1.公民の国家の 目的に対す理解の達成

2.公民に国家の目 的に対する信頼の達成。

3.個人及び団体の行動が自主的に国家目的及び政策との合致。

4.国家に必要とする優秀なリーグ一及び、技術工 への対応と供給。

ヨグ
※教育を投資 とすることは阻止すべきではない。ま た一般に教育の消費の目的視について

干渉すべきではない。

図 4
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図2については，教育を投資とみることは決して教育を消費と見るとしろ古来の観点を除外す

るものではないといっている。すなわち， 1人ひとりの人聞が如何なる教育が必要であれば，教育

マーケッ トではそれなりの教育を与えるべきである とし，消費者は，その技能と知識を増長する

ためには総合的需要として教育体系の投入(カ リキュラム〉を決定するとしヴ。国家の 目標およ

び政策は出所で示されている 3つのカリキ ュラムによって打ち出される。

次に育成ルート(優先順序〉および被教育者については図 3で表わ しているとおりである。 こ

こで示されているカリキュラムの伝達は，フォーマルとインフォーマルの教育機構を通じて次の

ような順序を踏まえている。つまり ，(1)補導や対談の方式に よって青少年が自らの興味と潜在的

能力によって就職を決定することで国の発展の目的に合致する。 (2)i教えること」と「学ぶこと」

はともに，改善を前提に試行することが望ましいと。

最後に，産出，すなわち，投入と育成の結果を表わす図4は教育投資の効果は，マンパワ ーを

発展させることによって図の中にあげている 4つのこう した螺旋形のダイナミックスなサイクル

を完成している。図式はた しかに開発途上国にとって体系的にまとめられたものであるといえる。

しかし，人間性を無視した面も同時に指摘しなければならない。

ともあれ，人的資源の開発が教育によって可能であり，それが経済発展につながることはいう

までもなし、。またこれによ って，経済の領域から，政治社会諸制度の創造，教育施設の充実を可

能にする。また「経済の離陸」に必要とされるマンパワー，および各種リーダーや先行人材のエ

リー卜の養成などは開発途上国にとってもっとも緊急なる課題である。 このモデル図式はこうし

た経済の要素にかかわる政治社会制度の創造と開発を求めることで開発途上国にとっては参考に

なれよう。ただ，教育がこれにより経済に従属する ことによって，人間性を無視する恐れがある

ことはすで1こ述べたとおりである。

六 教育投資の効果

1. 教育の生産性をどのように測定するか，

これまで教育投資について代表的な学説を中心に論じてきたが，こと教育投資の収益に関 して

はその推計の作業がそれに比しておろそかにされてきた。その原因は算定方式の困難闘と ，教育

体系範囲の広いこと，それに教育発展を絶対値として必要と考えるといった理由によるものであ

ろう，と ころが，ここ半世紀において経済先進国の成長率が急速に高まった理由は， 資本，労力

および原料の投入だけではないことがし、われてきた。凶つまり ，経済成長を構成する重要なる部

分と して，技術進歩および人的資源が有効に利用されることによって生ずる教育投資の成功をみ

とめるようになってきたので、ある。 ユネスコ社会科学局分析部長のH・Mフィリップは教育の経

済成長に果た した役割を過去の歴史にさかのぼって示 した非常に面白い深い研究と して数人の名

をあげ，まずソロー (RobertM. Solow)は，経済成長10%は人口成長と天然資源によって説明

できるが，残りの90%は，技術進歩の残余要素 (Residualfactor)すなわち，資本と労力以外の

因素であると推計 している。マッセル (Dr.Mussel)もまたアメリカの製造業に対して類似した

推計をしたところ同様な結論を出 している。ヨ ーロ ッパにおいても，オークルスト (0.Au Krust) 

が1900年から1955年間におけるノルウエーの GNPを計算した結果もまた同様の結論がみられた。
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イギリスにおいては，レッドウェイ (Roddaway) とスミス (Smith)による研究， 1948年~1954

年の 6年間にイギリス製造工業にみられる資本と労働力の「投入」は，1人当りの「産出」量の

4分の lにすぎないことを示 した。 この方法は国民経済計算の手法に基づいており ，統計はコプ

・タグラス生産函数の理論的な枠内で使用されている。これは実際の生産函数ではなく，また収

益の測定にあたっては資本の平均生産性よりも限界生産性を用いるべきであるとの批判がある。

この批判は，教育の役割の重要性に向けられたものではなく，用いられた測定方法に向けられた

ものである。また，それぞれの経済分野において生産要素を実際に配分する場合の基本的な考え

方に向けられているのである。凶

2. 残余要素と生産関係

残余要素計算法は「労力」と「資本」の増加による経済成長を推計するが，実用においての困

難は，残余要素は経済成長の段階の違いに従って変化する。発展途上国の残余要素はわりに度合

が小さいが，統計資料の備わった開発先進国ではわりに高L、。それは資料が先進国にのみ適用可

能というのがその主な原因である。

ところで，シュルツはいくつかの開発途上国の農業生産を比較して次のような統計数字を出 し

た。凶すなわち，米国において1910年から1913年および1945年から1949年の聞に増加した生産量

は僅か17%で，これだけは投入増加分によって説明できるが他の83%が「残余」要素によるもの

であるとされている。また，アルゼンチンでは1912年から1914年および1945年から1949年に62%

の産出量が残余要素の投入によることだとされている。メキシコにおいても， 1925年から1929年

および1945年から1949年に50%の産出量が，残余要素の投入に起因しているとし寸数字はそれな

りの意味があろう。

なお，興味を惹くものとして，フィリップも前記の論文で次の国々の例をひき合いに出 してい

る。先ず日本とデンマークの実例がある，両国とも天然資源に恵まれていない貧乏な国ではある

が，その経済成長の速度は，天然資源に恵まれた豊富な隣邦諸国よりも早く，そ して高い成長を

とげている。この事情は人的資源の開発度合に起因させることができる。それというのも，日本

とデンマークの教育発展はとくに急速で，隣国の到底及ぶと ころではなし、。 ただ，フィリップは

この場合， 比較的高い教育投資のどこまでが経済発展の原因であり，どこまでが結果であったか

を決定することが問題である」と いっているがまったくそのとおりである。エル，ギンズパーグ

も彼の「人間能力の開発」の日本語版での序文で同じく日本の優秀な成績を挙げている。凶この

実例で示されたことは，教育投資がどれほど高められたかによって，どれほどの経済効果が上っ

たかで、ある。こうしたマンパワーと技術が経済成長に及ぼす影響は，西 ドイ ツと イスラ エル両国

にもいえる。とくに両国とも，国外からの移住してきた技術人口を活用することによって経済へ

の離陸 (takeofめを促進したことは，マンパワーの過剰と不足の国々にとってはもっとも好い例

であろう。スイスの工業発展もそのマンパワーの優越によることといえよう。周囲が山にかこま

れた小国で，石炭，石油をはじめとする破産物に恵まれず，強いていうなればせいぜ、い水力発電

ぐらいのものである。ところが精巧なる精密工業は世界のトップクラスに位している。 このこと

は，いかに人民ひとりひとりが高度な技術と注意力を会得することによるということを示す。な

お，オーストラリアとカナダは広大な土地と豊富な資源を有 し， 平均 1人当り所得も高いが，経
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済発展度においては，日本やスイスには遠く及ばない。次に論議の焦点をデンマークに当てよう 。

19世・紀以来，デンマー クは農業生産の活動において遠大なる改革をやり とげ，今日の繁栄の基

礎となり得たこと は，義務教育が確立されて年数が長いためで、ある といった見解が，多くの識見

あるひとびとの聞にとられている。

台湾のような狭い国土と膨大な人口を抱えている国，特にたいした資源もない国にとって最も

身近かな例は，日本の近代化が果 した驚異的発展で、あろう。 しかしながらわれわれは，日本経済の

飛躍的尭展の要因を語るとき，どう しても明治維新までにさかのぼらなければならなし、。周知の

よう に，幕府が倒れて日本の維新政府がな した重要な仕事のひとつとして，先ず， 義務教育制度

の確立とその普及を挙げることができる。文盲も19世紀の終りまでに消滅した。文部省が出した

『日本の成長と教育』と題する「教育白書」のなかで， I明治以来，わが国における教育の近代化に

果たした役割は，いろいろな観点から評価されうるであろうが，とくにわが国の経済発展に関連

して教育が果した役割は今日，世界各国から注目の的となっている。」凶と述べているとおりであ

る。ここで注目されている第 1の点は，戦後の復興とそれにつづく成長である。第2点は今世紀

においてきわめて急速な経済成長をとげた国々の中にその地位を占めている こと であり ，第 3点

はとくに，日本の教育の果たした役割が経済発展との関連において，近代社会のいわゆる「離陸

期」 において，日本がもっ不利な条件を教育の普及によって克服した点である。つま り，経済活

動を活発に推進させるための基盤の培養に，すでに早くから力が注がれていた教育効果という事

実が多くの 日本研究者， 経済学者に指摘されている。闘 同じ古いアジアの大国として，当時の印

度と革命前の中国は，広大な土地と，天然資源に恵まれていながら， 90%以上の文盲を克服する

ことが遅れ，そ してそれが経済開発の立ち遅れを生じさせたのとは非常に対照的である。凶

なお，教育投資の収益を生産函数の分析から， 歴史の先例のなかにみる こと によって立証 しよ

うとする ことは，まだそれなりの困難があろう。経済成長は残余要素，組織や技術などの残され

た強力の要素に依存する ものである ことが証明できたとしてもその要素をさ らに分割して教育に

関するところだけを抽出することは困難である。附それは恰も車の両輸のように相互補助してこ

そ前進できるものである。

3. 教育の収益の測定方式

教育投資収益率を副定するもう 1つの方法に投資方式がある。 それはし、ろいろの職種別卒業生

の就職報酬から利子率を割りヲ I~ 、て合計し，その総額と就業に関わりのある教育費用に， 両者の

「複利」と「機会資本」を加えたものを比較することによって，教育投資の収益を推計する ことで

ある。ベッカ ー (Beckor)はまず出発点と してこの方法を基礎に，アメリカの国民経済研究所

(National Bureau of Economic Research)で、計算を試みた。彼はアメリカにおける高等学校

教育や大学に投資 した資金から得た教育の収益を算出するといった収益の副定をすることから始

めた。凶 ところでこうした収益の計算には資料，統計の慎重なる処理が必要である。この場合計

算を行なう際に必要な統計資料を備えている経済先進国の方が確率性が高いといえよう。ともあ

れ，このような教育の収益に関する測定方法はまだまだ万全と いえなし、。 人の全生涯にわたって

測定されるこの方法，異った職種のサラリー，賃金率および雇用水準に関 して，長期的仮定を卒

業するまでとし当然ながら確実性を欠くということ， その うえサラリーの多少と職業階層の予測l
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も併せて慎重なる処理を要する。また，教育収益が算出されたとしても， それは父兄をして大学

に自分の子弟を送るか否かを決める際に参考の 1つにはなるかもしれないが，それからといって

大学へやった場合に増加する経済の総和が直ちにイコール国の収益とはし、えなし、。それは高等教

育を受けたことによって，収入がそれだけ増えたとしても，それに対して支出もまた大きくなる

からである。なお，この利益のすべてを教育に帰することはできなし、。教育と親の所得には重要

な相関関係がある ことを忘れてはいけなし、。このことはさらに研究の余地がある。倒

教育投資の収益はまた社会進化の情況によって示される。すでに述べてきたH ・Mフィリップ

はこれについてダンロップ (John.T. Dunlop)が1962年 9月に第次世界会議に提出した 「生産

要素評価論J(Evaluation of Factors A妊ectingProductivity)と題する論文から次のことをヲ|

用 している。すなわち，かりに20世紀までの科学，教育制度および管理組織が変化しないままでw

生産性の増加に役立つその他一切の要素もすべて開発しつくしたとしてもその聞の『生産力』は

果 してどれほど増加したことになったろうかと考えてみることは興味深いことである。もちろん，

これは実験できる問題ではないが，生産性の向上が先進国における実際の記録と比べてほんの一

部分に止まったであろうということは，誰もが賛意を表するに違いなし、。資本形成，労働者の訓

練およびモチベーションの役割が過小評価されることは誤りであろうが，それは経済を動かす基

本的な力としては，短期の限られた意義しか持たないのである』凶 と。ダンロップの論文に示さ

れた考え方は，いまや開発途上国だけではなし先進諸国にとっても，ますます教育に対する重

要視の度合いが深められてきていることを示しているといえよう。

七 教育投資の社会文化 の面に果 す 役 割

1. 知的労働における学習と創造活動

これまでの論述で，教育の投資効果を経済との結びつきでみてきたが，このことは決 して教育

の精神的側面を無視するものではなし、。とくに知的労働と肉体的労働の聞の本質的な相違をなく

していくとし、う課題は重要である。 とこ ろで教育投資の収益を純粋なる労働の結果と想定してい

る人も少なくないが，突際上には教育投資の効果はそれだけではなし、。たしかに， s.ストルミ

リンが『ソ連における教育の経済学』帥という一文で明らかにされているように， 労働生産性

は，いろいろな要因によって決定されるが， その最も重要なものは高度の技術水準である。そ し

てそれは，学歴と関係づけて教育の効果は，学校教育に対する社会の支出とその結果生ずる国民

所得の増加分と比べることによって測定できる。また，西洋諸国では，学歴の急速なる増大によ

って，あらゆる知的職業において，労働者の供給過剰を招き，失業者が1首え，著しい低賃金の現

象を招くことになりがちであろうが， s.ス トルミリンは国民の学歴水準の向上によってソ連に

はその心配がないという 。

また，より合理化のために，ひとびとがそれぞれの仕事に対する熱意をかきたて，倦怠や無関

心を追放すること ，新しいアイデアや新しい研究課題の挑戦が待ち受けている こと とを知ってい

るから，生活は有益で、あり，人は喜んで(引きに行く。職場では，こ のようなまったく新たな目標

に自らを向け，合理化とは，熱中させる情熱である・・… という。

これは創造的努力の詩興を味わえることが， それがもたらす仕事への情熱によって，人の人生
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全体に新しい意味が与えられるということである。

この知的労働は， 学習と創造活働を結合 したものである。それは生産活動以外あるいは労働時

間外に行われるものであるから，その真価を測定するのは困難であろう。 このような公教育の成

果はまた科学の信頼をもっというのである。結論においてス トミリンは，文化的革命と経済開発

の緊密の結びによる公教育への投資は，きわめて高い効果をもたらすと。それは，Iiこの投資が，

働く大衆の文化的関心を満二たし，同時に経済開発の客観的必要条件をみたすからである。 このよ

うにして文化要因は，経済的にみて生産的かつ有利なものであることがますます明確に理解され

るにいたった』ωとし、うが大いに参考に価えよう。

2. 人文社会全般の発展に果す役割

教育は，経済的，社会的観点からすれば，国民がもっているいろいろな価値や技術を伝えると

ともに，進歩に必要な変革に備えるための主要な手段である。一方教育はそれが行なわれている

所産でもある。純粋な文化の観点からすれば，教育投資は人類の生活を如何に豊かにしてくれる

だけではなく ，ハービソン"も指摘しているようにそれは， 1よき公民となるための教育，生活の

充足のための教育，或は人類の自由や人格の尊厳，および生存価値を増進するための教育など，

これらはみな近代社会が求め推進している文化目標の一部分であるにすぎない。」例いずれにせよ ，

教育はその社会の構造，国民の文化目標，種々の職業に対する要求と それに与えられた地位，国

の予算規模や財政能力，一般的な政治や行政の制度などに左右されるものである。

この他に，人的資源の発展は，財貨や労働の創造を達成する ことにより ，人類の貢献に役立つ

ことも主なる目的の 1つである。し、かなる国にとっても ，才能と学識経験豊かな政治リーダーが

必要であり ，学識と品徳のある法律家や司法官が必要であることはいうまでもなし、。ま た，厳格

な訓練を受けたエンジニア，医師， 経営者や芸術家，作家，技術工およびジ ャーナリストなども

大いに必要とする。過去において多くのヒューマニス トが， 人間自身の教育 目的を経済事情から

遊離し，限定 しているこ とを憂慮 し，エコノ ミストが経済と教育の対立について論識をかわ して

いるが，しか し， 彼らは，教育の面における 「財貨」 の問題にだけに注目して，教育が文化と精

神面に対する発奮作用を軽視している。事実，教育投資が産み出す莫大なる収益は，決して数字

的に表われた「財貨」のものだけではなし、。

ところで教育は人類の精神，知恵，天才および職業性と専門的な能力に対してのパランスの働

きと，社会全体の発展に資する能力を持つものであることは何人も否定できなL、。したがって，

こうした見方はヒューマニストとエコノミストの観念論を集大成したものといえよう。これにつ

いて，ハービソンや康代光はエコノミストとヒュ ーマス トとの聞には対立する必要がないと し、う 。

それは今日一社会進歩の主要な目的の一つが，急速な経済成長であるならば，人的資源開発のプ

ログラムは，生産経済に必要な知識，技術お よび刺激を用意するようにデザインされねばならな

いからである。も し教育投資が生産的でなければな らぬとい う観念、を拒否するならば，急速の経

済進歩の目標を拒否する用意をすべきであると ，ハー ビソ ンたちがし、うのである。 しかし， もし

急速な経済成長の目的と ，教育が重点的に経済成長を促進するようその方針を定めるべきと受け

とられるならば，教育の彼割についてのヒュ ーマズムを肯定することになる。人間自身のための

人間開発はなお究極の目標と考えられるかも しれないが，経済進歩もま たそれを達成するための
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1つの主要手段でありうる。

人的資源の発展はすなわち，基本的財貨やサービスの生産増加のためで、あり，またそれと同時

に，人間の尊厳と自由およびその生存価値を維持し，更に発展させるものである ということであ

る。こう した論旨についてハンナ もまた上述の2つの目的は密接に適応しあい一体となって，個

人に，そしてまた社会の発展を促進すべきであるといっているとおりである。

ところで康代光も認めている ように，教育制度の改変は決 して単に古いものから新しいものへ

と代るものではなく，新らしい事実を授け，旧い観念を充実させることである。それには，現行

の教盲目的， カリキュラムおよび教授法などは改革刷新するべきである。教育内容および教育の

過程はマンパワーの開発および社会福祉の促進の目標と連接しなければならなし、。数多くの経済

学者，経営学者，教育学者などの論旨から教育が経済と社会発展のためにその使命を果すこと

は，とりもなおさず，新らしい教育自身のための発展にもつながるからである。われわれはこう

したプラス面に対 して目を閉じるべきではない。

3. 国民の所得を高める役割

前のノξラグラ フで国家教育投資のモデルと人的資本の創造についてハ ンナの説を述べてきた。

教育投資の収益は， I投入，育成，産出機能」の反復変化によってもたらされた結果で‘ある。同こ

の3つの順序過程を経て，教育投資が収益にかえってくるプロセスのモデル図式についてはすで

に一部分の教育学者，またはノ、ービソンたちによって解明 されているとおりである。ω

なお教育投資の資金，経常項目の支出の他にも，資本支出があり，教室の建築，テキス トの購

買，カリキュラムの修正，教育用TVセットの購買等に使われている こと についても康代光の指

摘しているのをまつまでもなし、。このことはさらに教育の内容は，したがって生産方法に照し，

実際の教材を編集すること によって，教育の成果を促進することができる。こうした教育制度の

下において学び終えた者が，国や社会のために，いろいろな職種の技術マ ンパワーの一員となっ

て，経済成長を促進する役目を果すことはし、うまでもなし、。納

4. 政治やその他国家の利益にに対する役割について

前述のハンナのモデル図式で‘ふれたよう に，教育投資の効果は，マンパワーの増加を獲得する

他に，次にあげられる国の利益をもたらすものになる。

w 人民が国の目標および政策に対する理解能力が培養されること。

(防人民が国家目標を尊重すること。

(c) 個人および団体が国の目標達成に対し促進の役目を果せること。

(D) 国家の発展の必要とするリ ーダーと優秀な労働者の均衡がたもてることなどある。

ま と め

とこ ろで以上の考察から，わたく しは上述の役割に対し，個人ない し人間性を尊重 し，政治，

経済だけを強調すること に止らず，さらに社会文化の面にも配慮 し， パラ ンスのとれた教育投資

こそ必要であると思うのである。
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The Anglo・SatsumaWar in 1863: 
From "The N avy": Translation Continued 

Kumiko Kondo 

The Namamugi Incident which was the direct cause of the “自ghting"between 

England and Satsuma in 1862 took place when the procession of Lord Satsuma was 

on its way to Yedo. Kizaemon Narahara， at that time， was leading the procession. 

When a group of Englishmen crossed the procession， refusing to clear the way for it， 

Narahara， unsheathing his sword， slashed at a certain Richardson and two other men， 

but he did not harm their female campanions. However， other Englishmen stated that 

Lord Shimazu who was riding in the palanquine had shouted，“Kill them! Kill them!" 

This statement was not true. The Lord， upon hearing the particulars of the event， 

quietly picked up his sword which had been placed on his right side， and laid it on 

his left， and said，“Well， is that so?!" And， when he knew the event was over， he 

quietly replaced his sword to his right side again. That is all. 

Nevertheless this trifle event caused a great uproar. England brought her naval 

squadron in China to Yokohama Harbor， and made two demands on the Japanese 

Government. They demanded the Government compensation of 25.000 pounds and the 

decapitation of the slayers of the Englishmen. The Tokugawa Shogunate was much 

confused， and tried to appease the English by paying a compensation， one hundred 

pounds， while Satsuma looked on it with indifference， and exhalted national prestige 

without offering neither the compensation nor the slayers. And this made John Bull 

indignant toward Satsuma. 

On June 22nd in the 3rd year of Bunkyu (1863) the six warships， with the flagship 

， Euryalus' at the head， left Yokohama for the gulf of Kagoshima， and tried to bring 

Satsuma to the knees under one thousand blast. 

This intimidation， however， took no e任ect，because at that time the people of 

Satsuma had no knowledge of the English people， and some of them even thought that 

they had no heels. It was reasonable to think that a person with no heels would be 

easily knocked down. Therefore they couldn't help but look down upon them. Again， 

when one of the 0伍cialsof the Satsuma clan had visited the British flagship， he met 

an English naval 0伍cerw ho had a long beard. He pulled the 0伍cer'slong beard and 

said，“What a long one you have!" The officer was struck with dismay. 

At another occasion when Lord Shimazu回 w the gigantic flagship‘Euryalus'， he 

ordered his men not to fire at the white ship. The reason was that he intended to 

αpture it and use it when he had to attend the Shogun's court. 

The Event between Satsuma and Britain had a jolly phase as well as a heroic one. 

The so-called “trick of Water.melon ship" was one example. By the suggestion of 

Narahara who had killed the Englishmen at Namamugi， 80 death.defying Samurai were 

to set out in 7 water-melon boats， disguised as water-melon sellers. They were to climb 
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over the sides of the enemy vessel and slash the heads off as many enemy sailors 

as they could. After this was done they were to commit ‘harakiri.' Meanwhile from 

the shore， the batteries were to fire at the enemy ship and sink it. It sounded like a 

wonderful plan. However， it was not， because the English people at that time despised 

eating water.melon as something that the Negroes liked to eat. No Englishmen would 

buy it. Moreover， even though these death.defying Samurai themselves b巴lievedthat 

they were perfectly disguised as tradesmen， all their eyes were glittering like those of 

eagles， and it was said that from under their attires the swordhilts peep巴dout; 

thus exposing their mission themselves to the English who naturally took every 

precaution. 

Thus this trick was end巴din a failure. You must not forget， however， that among 

these Samurai， there were late Marshal Oyama， Tsugumichi Saigo (Fleet Admiral later)， 

Kageki Nire (Admiral later) and others. The latter two had a close connection with 

the Imperial Navy. It is a well.known story that when Heihachiro Togo (Fleet Admiral 

later)， during his first campaign at 17 years of age， was bravely working at the battery， 

he was confirmed his belief that“The enemy from the sea must be checked on the 

sea， not on the land." 

The battle actually began at noon on J uly 2nd， amidst violent wind and rain. It 

is said that whenever a foreign ship appeared on the waters of Kagoshima， a fierce 

storm arose， and so was it on this day too. The warriors， drenched to the skin in the 

heavy rainfall， fired the first shot from the battery at Temposan in the southern end 

of the Peninsula. This first shot was a signal to open fire. Soon afterwards all other 

batteries on the shore began to fire one after the other. 

They did not think that Japan would fight against them to the end， therefore they 

did not seriously prepare for the fighting. On the other hand Japan began to fire 

desperately from every battery on the land. This was too much far the upset English. 

In the excitement， one of the British ship，‘ Perseus' even cut 0任 heranchor to 

ftee away. For a navy， to have one of its ships cut off her anchor is really as disgraceful 

as leaving“one's pair of pants" at somebody else' home. 

The ftagship‘Euryalus' in great haste headed to a point half a mile from the shore， 

and commenced to fire. This was the spot where our Troops had formerly placed 

their practice target. Therefore our battery responded to the enemy fire with utmost 

exactness. Three shots from our battery blew up the deck， and the captain and the 

vice.captain fell on the spot. 

The damage on our side was great too. The enemy had many advantages over 

the Satsuma troops. The shooting range of the Satsuma cannon was only about five-

seven of a mile， while that of the enemy Armstrong was three miles. Not only that， 

but the enemy had one hundred one cannon to Satsuma's eighty-nine. The battery at 

Gion-no-su was badly damaged. The artillery was bent like “wheat-gluten" and the 

platform of the gun was blown away. It was utterly of no use. Yet the morale of 

the whole troop on Satsuma side became higher. Through the violent wind and rain 

the drum was clearly audible. The drummer at that time was Ito (Fleet Admiral 

later). 
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Shuseikan， an arsenaI， was destroyed in the battle， and ten percent of the farm 

houses were burnt to ground. On July 3rd the wind and rain began to calm down. 

Then the British fleet finalIy began to retreat. The course which they took was just 

between Okino-Kojima and Temposan. 

There was aIso a battery at Okino Kojima， but not even a single shot had been 

fired from the cannon on the previous day's battle. The head-person of the battery 

force had a queer name. His name was Guchi Aoyama. ‘Guchi' means‘an idle 

complaint.' He was an artilIerist of the old-fashioned Tenzanryu. It is said that when 

the British warships approached toward Okino Kojima， he patted the round cannonbalI 

and begged it as though it had been a human being. “Do your very best!" he said 

to lt. 

There had been another joyful expectation on Satsuma's side. Between Okino 

Kojima and Maezaki had been submerged three electric mines which Naosuke Nakahara 

had invented. The British would have been completely blown up， had the soldiers at 

Okino Kojima been more patient. The moment the battery there impatiently fired， 

the British warships suddenly turned their course， retreating to Kanze， and fiercely 

fired back. An enemy shot which came within range inflicted severe injury upon 

Naohachi Inoue， who was afterwards promoted to the rank of Fleet-admiral. Later he 

named himseIf Ryoko Inoue. 

Looking back on the Anglo-Satsuma war， it seems that this fighting was an incubator 

for many great generals and admiraIs. Oyama， Kawamura， Nozu， Saigo， Togo， Ito， 

Inoue were aIl distinguished MarshaIs or Fleet Admirals， and most of them excepting 

the former three were of the Navy. Kag巴akiNire， Genroku Akatsuka， Kanehiro Ishuin 

who Iater rendered great services to the Imperial Navy aIso had taken part in this 

war. There was aIso Admiral Gon-bei Yamamoto， who at that time， was only 12 years 

old. As he was too young to operate any battery， he worked hard carrying cannon 

sheIls to the batteries. It seems aIso that this Anglo-Satsuma war not only gave a 

great incentive to the people of the Satsuma clan but also greatly stirred the Imperial 

Navy as a whole 

The British fleet， in the meantime， retreated to the offing“Konedome，" and after 

making necessary repairs， sailed back to Y okohama. Thus ended the war. 

The casualties su任eredby both sides were unexpectedly small. There were 13 

kilIed and 50 wounded on the British side， and one kilIed and 6 wounded on the 

Satsuma side. J udging from this r巴sultSatsuma seemed to have won a complete 

victory over the British. But as a matter of fact， it was not true. Every battery and 

arsenal Shukokan were badly damaged. Three merchant steamships which were 

considered to be their treasure boats were aIso destroyed. 

AlI in alI， the war ended in defeat for both sides. In the battle of Warships 

versus batteries， Satsuma should have had an advantage over the enemy: the Satsuma 

were overwhelmed by a falIacious notion. They were led to beIieve that the strength 

of the British warships and ordnance were far superior to theirs， and felt a kind of 

inferiority comolex before the power and might of the English vessel of 2，300 tons， of 

11 knots， and of the Armstrong cannon which had the power to fire conical cannon 
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shell at greater distance. 

As it was written in the book， Masato's native land had writhed in agony during 

the war. Old fogeys had scornfully had talked of Lord Nariakira Shimazu (1809-1858) 

as“Dutchfied" for using the enemy designed shells. Those people had used the 

Japanese matchlocks again after Lord Nariakira's death. But now they could not help 

admitting to themselves that these old matchlocks always became useless in the rain. 

Japanese ones were far inferior to those of the English. And one never could tell 

when the English would attack Satsuma again. Then what would happen? 

J ust at that critical moment， the leaders of Satsuma， not being bound by pride 

nor temper， suddenly decided to shake hands with the English， and peace was restored 

once again. This unexpected action of the Satsuma men was thought to have been 

quite resp巴ctableand brave. It did not mean that they had given in to the British. 

It was for them to study under the British people their science of war which far 

excelled that of Satsuma. The negotiation for peace between England and Satsuma 

was immediately concluded because of the necessity on the side of the English to check 

the strength of France. This fact was also written in the book. 

1n the third year of Keio (1867) the 'Princess Royal' and two other warships 

entered Kagoshima harbor. On board were Commodore King and Minister Parks. The 

battery of Satsuma fired again， but this time it was a gun salute. The reception held 

for the visitors to the Lord of Satsuma was one of the most gorgeous ever held. 

More tnan forty di任erentdishes， besides beer and champagne were served. The English 

guests are said to have eaten only the chicken and pork， leaving the rest， untouched: 

the champagne and beer also seemed to be their favorites. Champagne and beer in 

those days in Japan! Later the Satsuma leaders， as a courtesy demonstrated the field-

gun invented by Naosuke Nakahara 

Nakahara made his appearance， wearing a‘hakama' and a black woolen overcoat 

with a red lining. After bowing to the Lord， he commanded the six field-guns to be 

fired. And lo! Every gun hit the center of the target out in the 0伍ng. The visitors 

could not but spontaneously applaud. 
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