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パソコンを用いたプログラミング

言語教育における流れ図学習システム

山下 厳

く平成元年 9月20日受理〉

The Leraning System of Flow Chart 
in the Programming Language Education by Personal Computer 

The self-learning and self-studing system of flow chart in the programming language education, 

namely the computer assisted instruction (CAI) system of learning flow chart is presented in this 

paper. 

The system consists of two parts. First is the computer assisted learning system for the rule of 

drawing flow chart. Second is the learning system of the flow chart concerning for a programming 

problem and is the visualizing system of the flow in chart. 

The personal computer for teacher is connected with 40 set of personal computers for students 

by the network called by In-Line (made in Nichibei Denshi Limited of Japan). Therefore the teacher 

is able to present a typical flow chart to all students in learning. The other students are able to 

reference of the typical anser and display it by the monitor television in the personal computer. 

The test of using the system in the programming language education will be the studing project 

after this. 

I wao y AMAS HIT A 

1 . まえがき

近年の情報化社会に適応する人材を養成するために，

工業高等専門学校の教科課程の中に情報処理教育が導

入されて， 20年余を経てきた．その間に，計算機のハー

ドウェアの進歩もさることながら，ソフトウェア，特

にプログラミング教育における言語の変遷もめまぐる

しい変化をしてきた．そういう状況のもと教育現場で

は，その時々の有識者の「適切な言語はどうあるべき

か」の見解を注意深く検討しながら，教育言語を決定

してきた．それにしても，教育現場と卒業生が活躍す

る企業で採用されている言語との間には，多少の隔た

りが生じておるが，やむを得ないこととして無視しな

がら指導を行っているのが現状である．

しかしながら，プログラムを作成するための論理手

順，即ちアルゴリズム教育は，いずれの言語を採用す

るにしても相違点はない．伝統的に論理手順を図式化

する流れ図作成技術は，論理的プログラムの作成には

必要不可欠のものである．そのためにも，プログラミ

ング教育の要に，この流れ図作成教育を主眼において

も良いのであるが，従来のように黒板を用いた板書形

式の授業では，図示そのものの時間がかかりすぎるき

らいがあること，さらにはその動きを言葉で説明しよ

うとしても，直感的に学生に印象ずけることがむずか

しいことなどから，これまではこの流れ図指導が多少

敬遠される傾向があった．

そこで，本研究では，パソコンを用い，パソコンと

接続された大型テレビに同時に表示できる視覚的直感

的な流れ図教育を実現できるシステムを考え，プログ

ラムと有機的に結合させた動きを流れ図の流れを追い

ながら学習できるシステムを工夫した．本システムを

実際運用して授業に試みて分析するところまでには

至ってないが，一つのCAIシステムの模索として提

唱を行う．システムとしてはまだ完成の途中でレポー

トとして報告するには不完全だがパソコンを用いる授

業形態の一方法としての提唱であることを断って置く．

以下， 2節で本校電子計算機室のハードウェアシス

テム構成を説明し， 3節で本研究の学習システムの内

容を説明し，そのプログラムの一部を載せる. 4節で

はその利用法をまとめ， 5節で今後の研究課題と問題
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パソコンを用いたプログラミング言語教育における流れ図学習システム

処理装ぼ

教百用電子計口機 I 
FACOM M-330FXモデル 4

（主記億： 5M.B) 

田5イン ＋ フ ロ ッ ピ げ " ' ;u; 速荻m機構付

図 1 本校電子計算機システム図

点を考察する．

2. CA I学習システムの
ハードウェア構成

本校では，昭和61年度文部省の特別設備充実費の援

助を受けて，図 1に示すような情報処理演習システム

の設備が導入された．

本システムは講師用のパソコンと学生用のパソコン

が IN-LINEというネットワークにて接続され，

学生の学習状況を講師側のパソコンでモニターする事

ができ，さらには講師側の模範プログラムを学生側の

パソコンに提示すること，同時に大型テレビに表示し

教授することも可能である．

本研究とは，直接関係はないが本校設置の教育用電

子計算機FAC OM  M-330 F Xと前述のパソコン

を専用回線にて直接接続しているので，大容醤のファ

イルアクセスあるいは特別のアプリケーションソフト

を用いる計算などはそれを用いる．

したがって，パソコンはある授業ではスタンドアロ

ン形態の利用で用い，またある授業ではホストコン

ビュータの日本語端末装置として用いると言うように，

効率的な利用が可能なように設備されている．

なお，現在演習室が 2教室あるが，その各室に23台

と20台のパソコンを設置して，講義と実習を実施して

いる．その演習室の 1室が講義用として用いられ，そ

こに大型テレビが講師用パソコンと接続されているの

である．

本研究では，そのテレビを有効に活用する流れ図教

育の効果的教授法を模索したもので，幾分かでもアニ

メーション的要素を取り入れ，無味乾燥的な流れ図指

導に多少の変化を持たせて，学生の興味を喚起できる

ことをねらった．

図 2 システムの概略流れ医

I FORTRAN?? 入門 I 

『0璽iN『『
カー-J)レ・キーで選んで 1)ターン・キーを押して下さい

図3 本システムの学習画面例

練習用開G択メニュー

項目 ：繰り返し 「◇P38 ガ'}リンスタンドの料金表

◇ P39 三角関数表

◇ P40 合計 (1)

◇ P42 売上計算

● P43 級数の和

◇ P50 平均値と憬準偏差

◇ P52 バスカルの三角形

◇ P53 九九の表

◇ P54 行和と列和

◇ P56 連立1次方程式

カー ゾ ル・キーで選んでリターン•キーを押して下さい

図4 本システムの学習画面例

MRITE<O. O> 、 N•
RESD (0 • O> N 
A•LO 
s-1・.o 
DO 1 1•1 、 N
A•AII 
s•s+, り

1 CONTINUE 
MRITE(O、., .,. イ N コ9 マo• I o 'ヽ、ヽ s
STOP 
END 

図 5 本システムの学習画面例
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10 COLOR7,, ,O:CLS:LINECO,Ol-(639,350>,PSET, l.BF 
20 LINE<S.S>ー(634,345>.PSET. 7,BF:c□L□Rl., ,0 
30 SYMB0l@(32,100l,"F ORT  RAN  7 7 ",4,13,6 
40 LINE<O, 351 >-(639, 399>. PSET. 2. BF :LINE(S, 356>-<634. 394 >, PSET, 0, BF 
50 YAS•CHRS<&HOO, &HBO, &HOO. &HCO, &HOO, &HEO, &HOO, &HFO, &HFF, &HFB, &HFF, &HFC, &HFF, &HF 
c, &HFF, &HFF, &HFF, &HFF, &HFF, &HFE, &HFF, &HFC, &HFF, &HFB, &HOO, &HFO, &HOO. &HEO. &HOO, &HC 
0, &HOO, &HBO> 
60 DEF KANJI &H752l. YAS 
70 lINEC200, 26)-(436, 52), PSET, 2, BF 
80 LINEC203, 29)-(433, 49), PSET. 7, BF 
90 LOCATE26, 2 :PRINT AKCNVS<" FORTRAN77" >:"入門 ":c□LORO.,,0 
100 LOCATE26,6:PRINT"◇ フローチャート （沢れ図）＂
110 LOCATE26,8:PRINT"◇ II! 皐な計算と入出力"
120 L□CATE26, l0:PRINT"◇ 繰り返し＂
130 l□CATE26, 12:PRINT"◇ 判断と分岐＂
140 LOCATE26, 14: PRINT"◇ サブルーチンと 1111敷"
150 l□CATE26, l6:PRINT"◇ データの型"
160 LOCATE26, 18:PRINT"◇ プログラム操作コマンド＂
170 COLOR4,, ,6 
180 l□CATE14,23:PRINT" カーソル・キーで選んでリターン •キ ーを押して下さい＂
190 C□l□RO,, ,Q :Y•6:S• l 
200 COLOR 2:LOCATE 26, Y:PRINT"● ＂ 
210 AS•INKEYS:IF ASー""THEN 210 
220 COLOR O:LOCATE 26, Y:PRINT"◇’’ 
230 IF AS•CHRS<&HlE) THENY•Y-2 :s-s-1 : IF Y<6 THENYー l8 : S•7
240 IF AS•CHRS<&HlF) THENY•Y+2: S•S+l: IF Y> 18 THENY•6: S•l 
250 COLOR 2:LOCATE 26, Y:PRINT"● " 
260 IF AS•CHRS<&HOO> THEN270 ELSE 210 
270 REM 
280 IF S• l THEN RUN"A: FR" 
290 IF S•2 THEN RUN"A: KAN" 
300 IF S•3 THEN RUN"A:KURI" 
310 IF S•4 THEN RUN"A: HANBUN" 
320 IF S•S THEN RUN"A: SUB" 
330 IF S•6 THEN RUN"A:OATA" 

図6 図3画面のプログラム

1000 SCREEN 3, 1. 1 : CONSOLE O. 25. 0: CLS: CLEAR 
1010 LINE(152. 26)-(490. 340). PSET. 7. BF 
1020 LINE(60. 350)-(580. 353). PSET. 2, BF 
1030 COLOR 4 ••• 4: LOCATE !. 0: PRINT"練習問題選択メニュー＂
1040 COLOR 6,. ,4:LOCATE 3,2:PRINT"項目：繰り返し＂
1050 DIM AF$(15) :COLOR 0,. ,4:RESTORE 1070 
1060 FOR I•l TO 10:REAO AFSCI> :NEXT I 
1070 DATA P 3 8 ガソリンスタンドの科金表
1080 DATA P 3 9 三角関徴表
1090 DATA P 4 0 合計 (I)
1100 DATA P 4 2 売上計算
1110 DATA P 4 3 縁貴の和
1120 DATA P 5 0 平 均 値 と 瓢準偏差
1130 DATA P 5 2 パスカルの三角形
1140 DATA P 5 3 九九の表
1150 DATA P 5 4 行和と列和
1160 DATA P 5 6 連立 1次方程式
1170 SA•l:FOR I • 2 TO 20 STEP 2:LOCATE 22,I:PRINT"◇ ": AFSC SA): SA•SA+l: NEXT I 
1180 COLOR2 ... 6 
1190 LOCATE13,23:PRINT"カーソル・キーで選んでリターン・キーを搾して下さい＂
1200 COLORO .. ,4:Y•2:Sー 1
1210 COLOR 1..、4:LOCATE 22. Y: PRINT"● "; :COLOR O .. ,O:PRINT AF$(S) 
1220 A$•INKEY$: IF AS•"" THEN 1220 
1230 COLOR 0,. ,4:LOCATE 22, Y:PRINT"◇ ":AFSCS) 
1240 IF A$•CHR$(&HlE) THENY•Y-2:S•S-1 :IF Y<2 THENY•20:S•l0 
1250 IF AS• CHRSC&HlFl THENY• Y+2:S•S+l:IF Y>20 THENY•2:S•l 
1260 COLOR 1 ... 4:LOCATE 22,Y:PRINT"● "::COLOR O .. ,O:PRINT AFSCS) 
1270 IF AS•CHRSC &HOD) THEN 1280 
1275 IF A$● " " OR ASー"M" THEN RUN"A:KURI" ELSE 1220 
1280 IF S•l THEN RUN"B:P3B" 
1290 IF S•2 THEN RUN"B:P39" 
13D0 IF S•3 THEN RUN"B:P40" 
1310 IF S•4 THEN RUN"B:P42" 
1320 IF S•S THEN RUN"B:P43" 
1330 IF S•6 THEN RUN"B:P50" 
1340 IF S•7 THEN RUN"B:P52" 
1350 IF S•B THEN RUN"B:P53" 
1360 IF S•9 THEN RUN"B:P54" 
1370 IF S•lO THEN RUN"B:PS6" 
1380 GOTO 1220 

図7 図4画面のプログラム

10'P  4 3 
20 CLS:C□L□Rl 
30 LINE<O, 0)-(639, 15), PSET, l. BF: SYMBOL@< 194, Ol,"くくくく P a g e  43  >>> 
> ",l.1.7 
40 LINE〈Q,17)-(300, 399)、PSET.7, BF: LINE<O, 300)-(300, 300>. PSET. l 
50 K•O:C•S:P07:Nー 1: O•l l: L•l: I•O: TH•O :R•O : XP• O: CP•O: SP•O: TP•O 
60 A=60:B•20:Z•l :GOSUBl 160 
70 IF K•l THEN RETURN 
80 SYM80L<300,20l," WRITE<•.•>'N• "'.1.1、P:A•60: 9•60: Z•S: GOSUBl 180 
90 IF K•l THEN RETURN 
100 SYM80L<300, 30)," READ <• ・•> N", l. l.P:A•60:B•lOO:Z•4:GOSUB1180 
110 IF K•l ANO P•4 THEN NP•7 
120 IF Kー1 THEN RETURN 
130 SYMBOL<300,40)," A•l.0",l.l.P:A•60:Bー 140: Z•2: GOSUBl 180 
150 IF K•l THEN R~TURN 
160 SYMBOL< 300, SO>." S•l. 0". l. 1, P: A•60: 9• 180: 2•2: G□SUBl 180 
180 IF K• l THEN RETURN 
190 SYMBOL<300.60>," 0□ 1 I • l ,N", l, l ,P'A•60:B•220:2•7:G•SUB1180 
200 IF Lー10THEN RETURN 
210 IF L•6 ANO P•4 ANO K$• CHR$C&HOO> THEN I•I+l ELSE230 
220 IF I>3 THEN L•9:N• 9:I•NP+l 
230 IF K• l THEN RETURN 
240 X•l: A• 60: 6•260: G•SUB•KETUGOUl: SYMB□L@C83. 268)." I "、 1.1.1
250 Aー1BO: 8•20: GOSUB•KETUGOU2: SYMBOL@< 203, 2B >. " 1 ". 1 . 1 , 1 
260 SYMBOL<300, 70)," A•A/I". 1, l ,P:A•lBO : B•60:Z• 2:G•SUB11B0 
2B0 IF K•l THEN RETURN 
290 SYMB□L<300,80l," S• S+A", l, l.P:A•lBO:B•lQ0:2•2:GOSU811B0 
310 IF K•l THEN RETURN 
320 SYMBOL <300, 90) , " l CONTINUE", l. l , P 
330 X•l: Aー 180: 9•140: GOSUB● KETUGOUl: SYMBOL@(203, 146), "2 ", 1, l. l 
340 A•60 :B0225: GOSUB•KETUG•us : SYMBOL@(23. 232), "2 ", l, l. l 
350 IF C•4 ANO L•9 THEN L•6 : GOT□ 190 
360 IF K• 1 THEN RETURN 
370 IF L • lO AND KS• CHRS(&HOO) THEN P•7 :c- s :GOSUB 190:P-4:C-4 
380 A•60:B•220:X•l:GOSUB•KETUGOU3:SYMBOL@(l44,22Bl,"3 ",l.l.l 
390 A•lB0:6•180:X•l:GOSUB•KETUGOU2:SYMBOL@(203,188l,"3 ",l.l.l 
400 SYMBOL<300-:100l," WRITE(•.•> '?"ィ N コウマ..ノ 0 Jl'.S",l.l.P:A•lB0:6•220 
Z•S:GOSUB 1180 
410 IF K•l THEN RETURN 
420 SYMBOL<300,110l," STOP",l.l,P 
430 SYMB口L<300,120)," ENO", l. l. P :A•l80: 6• 260: Z•B :GOSUB1180 
440 IF K• l THEN RETURN 
450 IF K•O THEN K• I : C•4: GO SUB 60: GOT□ 910 
460 ENO 
470 LOCATE2, 19:PRINT"アログラムをスタートし土す．＂
480 RETURN 
490 LOCATE2, 19:PRINT"Nの値を入力することを求めるメッセ＂
500 LOCATE2,2Q:PRINT"ージを出力し之す．＂
510 RETURN 
520 LOCATE2, 19:PRINT"Nの値を入力します．＂
530 LOCATE2. 20: PRINT"例として Nに 7を代入し之す. ": IF C<>4 THEN RETURN 
540 LOCATE2, 23: PRINT"N•7" 
550 RETURN 
560 LOCATE2, 19:PRINT"Aに I. 0を代入し之す. ": IF C<>4 THEN RETURN 
570 LOCATE2, 23: PRINT"N•7" 
580 RETURN 
590 LOCATE2, 19:PRINT"Sに 1. 0を代入し 2す. ": IF C<>4 THEN RETURN 
600 LOCATE2, 23: PRINT"N•7" 

図8-1 図5画面のプログラム

610 RETURN 
620 L□CATE2, 19: PRINT" Iの値を 1から N まで Jずつ増加させ＂
630 l□CATE2,2Q:PRINT"ます, ": IF Cく）4 THEN RETURN 
640 l •CATE2,23:PRINT"N•7, Iー";I 
650 RETURN 
660 l□CATE2, 19: PRINT" I / N Iの値を計算し A に 代 入 し ま す . ": IF Cく）4 THEN RETURN 
670 l •CATE2,23:PRINT"N• 7,I • ":I 
6B0 RETURN 
690 LOCATE2, 19:PRINT"第 1項までの和を計算し Sに代入しま＂
700 L□CATE2, 20: PRINT"入します, ":IF C04 THEN RETURN 
710 l□CATE2, 23: PRINT"N• 7. I • " : I 
720 RETURN 
730 l□CATE2, 19:PRINT"第 N項までの鰻敷の和 Sを出力します. ": IF Cく）4 THEN RETURN 
740 l□CATE2, 22: PRINT"N•7, I•B" 
750 RETURN 
760 L□CATE2, 19: PRINT"プログラムの実行を停止、沢了します. ": IF Cく）4 THEN RETURN 
770 l□CATE2, 22: PRINT"N•7, I•B" 
7B0 RETURN 
790 LOCATES, 21: PRINT"蛉め ":RETURN
BOO L□CATE3,20:PRINT"メッセージを":l□CATE6, 21: PRINT"出力 ":RETURN
B10 LOCATE3,20:PRINT"Nの値を":l□CATE4, 22: PRINT"院み込む":RETURN 
B20 LOCATES, 21: PRINT"A•l. 0" :RETURN 
830 LOCATES, 21 :PRINT"Sー1,0": RETURN 
840 LOCATE3,20:PRINT"Iー1":L□CATE2, 22: PRINT"I•I+l": l□CATEl 1, 21: PRINT"IlN": SYMBOL< 
132,335), "T", 1, 1, 1 :SYM80Ul02,378), "F". 1, l, 1 :RETURN 
B50 LOCATES, 21: PRINT"A• A/I": RETURN 
860 l□CATES,21 :PRINT"S•S+I":RETURN 
870 LDCATE2, 20 :PRINT"出力 ":L□CATE3,21: PRINT"THETA, S, C, T" 
880 RETURN 
890 LOCATES, 21: PRINT"終 わ り " :RETURN 
900 END 
910 KS• INKEYS 
920 IF KS• "" THEN 910 
930 IF KS•CHRS<&HOO) THEN GOSUB950 ELSE IF KS•CHRS<&HlEl THEN 1010 ELSE IF KS•C 
HRS<&HlF〉 THEN 1080 
940 IF KS•CHRS<&HlDl THEN 1050 ELSE IF KS•CHRS<&HlC) THENllSO ELSE IF KS• " " TH 
ENl 250 ELSE IF KS•"M" THEN RUN"A: MAIN" ELSE910 
950 C•S!P•7 
960 ON N GOSUB 60,80,100,130,160,190,240,290,320,370.420 
970 L•L+l :N•L:IF LlO THEN 1250 
980 P•7:C•S: •N L-1 GOSUB 60,80, 100,130,160,190,240,290,320,370, ヽ 20
990 P• 4!C•4: •N L GOSUB 60,80,100,130,160,190,240,290,320,370,420 
1000 KS•"":GOT• 910 
1010 N•N-1: IF N•O THEN Nー1:C•4 
1020 P• 7:C•S:IF L•N+l THEN 1050 
1030 ON N+l GOSUB 60,80, 100,130,160,190,240,290,320,370.420 
1040 IF N•9 THEN N•8 
1050 P•6:t•6! 0N N GOSUB 60,80,100,130,160,190,240,290,320,370, ヽ20
1060 IF L•N THENP•4:C•4: •N N GOSUB 60,80, 100,130,160,190,240,290,320,370,420 
1070 KS•"":G•TO 910 
1080 N•N+l: IFNlO THEN N•Q 
1090 P•7:C•S:If L•N-1 THEN 1120 
1100 ON N-1 GOSUB 60,80,100,130,160,190,240,290,320,370,420 
1110 IF N•9 THEN N•lO 
1120 P•6 :C•6 :•N N GOSUB 60,80,100,130,160,190.240,290,320,370,420 
1130 IF L•N THENP•4 !C•4: •N N GOSUB 60,80, 100,130,160,190,240,290,320,370,420 
1140 KS•"": GOTO 910 
1150 PRINT CHR$<&H0Cl: LINE(O, 301)-(300, 399), PSET, 0, 8F: COLOR? 
1160 COLOR P:ON N GOSUB 470,490,520,560,590,620,660,690,620,730,760 
1170 K$•"":COLOR1 :GOTO 910 
1180 IF 20 9 THEN PRINT CHR$<&H0Cl:LINE<0,301l-<300,399),PSET,7、8F
1190 FOR X•l T.O 2 
1200 ON 2 GOSU8•TANSIS , •SYORI, •HANDAN, 寧NYUUSYUTU,•SYORUI, •TEI GI, •HANPUKU, •TANS! 
E, •TYUUSYAKU 
1210 IF K•O OR C•S OR C•6 ANO L•N THEN RETURN ELSE A•l0:8•315 
1220 NEXT X 
1230 ON N GOSUB 790,800,810,820,830,840、850,860,8ヽ0,B70,890

図 8-2 図5画面のプログラム（図 8-1のつづき）

1240 RETURN 
1250 RUN"A:KURIS" 
1260•TANSIS 
1270 CIRCLE<が lO•X, B+l 5•X>, lO•X, 2, 1. . 25, . 75: CIRCLE< A+SO•X. 8+15•X). lO•X, 2, 1. . 75, 
25: LINE(A+lO•X. 8+5•X>-<A+50•X. B+S•X). PSET, 2: LINE<A+lO•X . B+25•X>-<A+SO•X, 8+2S•X), 
PSET, 2: PAINTCA+30•X, 8+15•X> , C, 2: LINE(A+30•X. 8+25•X>-<A+30•X. 8+35•X), PSET, 2 
1280 RETURN 
1290•SYORI 
1300 LINE<A+30•X, 8-S•X>-(A+30•X. 8), PSET, 2 
1310 LINE <O+A, O+B>-C60•X+A. 30•X+B >. PSET. 2, B: PAINT<A+30•X. 8+15● X> ,C,2: LINE<30•X+A 
, 30•X+B)-(30•X+A, 3S•X+B>. PSET. 2 
1320 RETURN 
l 330•HANDAN 
1340 LINE<A今30•X 、 B-5•X> -<A+30•X, 8). PSET. 2 
13S0 LINE(A. B+l 5•X >-< A+30•X, B), PSET, 2: LINE<A+30•X , B)-<A+60•X, B+15•X>, PSET. 2 :LINE 
“ヽ+60•X. B+l 5•X)-(A+30•X, 8+30•X >, PSET, 2: LINE<A+30•X , B+30•X) -(A , B+15•X). PSET, 2: PAI 
NT< が30•X. B+l5•X>, C. 2: LINE(A+30•X. B+30•X>-<A+30•X, B+3S•X>, PSET, 2 
1360~ETURN 
1370•NYUUSYUTU — 

13B0 LINE(A+30•X. B-5•X>-<A+30•X. B>. PSET. 2 
1390 LINE<A+5•X, B)-(A+6S•X, 8), PSF.T, 2: LINE< A+65•X, B>-CA+5S•X, 8+30•X), PSET, 2: LINE( 
A+55•X. 8+30•X>-<A-5•X. B+30•X), PSET, 2: LINE(A-5•X. B+30•X>-<A+S•X, B>. PSET, 2: PAINT<A 
+30•X , 8+1 S•X), C, 2: LINECA+30•X, 8+30•X >-(A+30•X. B+35•X>, PSET, 2 
1400 RETURN 
1410•SYORUI 
1420 LINE<A+30•X. B-5•X)-(A+30•X, 8). PSET, 2 
1430 LINE<A, 8+27•X>-<A, 8), PSET, 2: LINE<A, 8)-<A+60•X . B>, PSET, 2: LINE<A+60•X , 8)-<AれS
O•X. B+27•X>, PSET, 2: CIRCLE<A+lS•X, B), 30•X. 2, 1, . 165, . 335: CIRCLE(A+45•X, B+52•X), 30• 
X, 2. 1. . 665, . 835 :PAINTCA+30•X, 8+15•X), C, 2 
1440 LINE(A+30•X. B+26•X)-(A+30•X, 8+35•X), PSET. 2 
1450 RETURN 
1460•TEIGI 
1470 LINE(A+30•X . B-5•X)-(A+30•X, 8), PSET, 2 
14B0 LINE<A,8)-(AれSO•X . B+30•X l, PSET, 2, B: PAINT<A+30•X , B+l5•X), C. 2 :LINE(A+5•X , B)-( 
A+55•X, B+30•X>, PSET, 2, B: LINE(A+30•X. B+30•X) -(A+30•X. 8+35•X>. PSET, 2 
1490 RETURN 
1500•HANPUKU 
1510 LINE(A+30•X. B-5•X>-<A+30•X. 8), PSET, 7 
1520 LINE<A, 8)-(A+60•X, B+30•X>, PSET, C, BF 
1530 LINE(A, B>-<A+60•X, B+30•X>, PSET, 2, 8: LINE (A+30•X. B>-<A+30•X, 8+30•X>, PSET, 2: LI 
NE(A, B+15•X>-<A+30•X. 8+15•X >, PSET, 2 :LINE(A+l5•X, 8)-(A+l5● X, B-S•X >, PSET, 2: LINE(A+ 
15•X. B-S•X>-<A+30•X. B-5•X). PSET, 2 
1540 LINE(A+4S•X, B+30•X)- (A+4S•X. B+3S•X> , PSET 、 2:LINE<A+ヽ5•X.B+35●X)-<A+30•X. 8+35 
•X>, PSET, 2 :LINE<A+60•X, 8+1S•X)-(A+70•X, B+lS•X>, PSET, 2 
1550 RETURN 
1560 ● TANSIE 
1570 LINE<A+30•X. B-5•X) -(A+30•X, B+S•X>, PSET, 2 
1580 CIRCLE(A+lO•X . B+15•X>, lO•X, 2, 1, . 25, • 75 : CIRCLE(A+50•X . 8+15● X), lO•X .2, 1.. 75. 
25:LINE ( A+lO•X , 8+5•X)-(A+50•X. 8+5● X), PSET、2:LINE(A+lO•X. B+25•X)-<A+50•X. 8+25● X>. 
PSET, 2 :LINE(A+30•X, B >-<A+30•X, 8+5•X>, PSET, 2 :PAINTCA+30•X, 8+15•X >, C, 2 
1590 RETURN 
1600•KETUG•Ul 
1610 LINE<A+30•X, B-5•X)-(A+30•X, 8+3•X>, PSET, 2 
1620 CIRCLE(A+30•X, 8+15•X>. 12•X, 2, 1: PAINT(A+30•X . 8+15•X), C, 2 
1630 RETURN 
1640 ● KETUGOU2 
1650 LINE(A+30•X, 8+27•X>-(A+30•X, 8+35•X >, PSET, 2 
1660 CIRCLE<A+30•X, B+15•X>, 12•X , 2, 1: PAINHA+30•X, 8+15● X), C, 2 
1670 RETURN I 
1680•KETUGOU3 
1690 LINE(A+60•X. B+15•X>-<A+7B•X. 8+15•X) 、 PSET,2 
1700 CIRCLE(A+90•X. B+l5•X ), 12•X, 2, 1: PAINHA+90•X , 8+15•X>, C, 2 
1710 RETURN 
1 720•KETUGOU4 
1730 LINE(A-lB•X , 8+35•X>-(A+30•X. B+35•X>, PSET, 2 
17ヽ0 CIRCLE<A-30•X. 8+35•X>, l 2•X . 2. 1: PAINT<A-30. 8+35), C. 2 
1750 RETURN 
1760•KETUGOU5 
1770 LINE<A-18•X .8+1 5•X)-(A, 8+15•X). PSET, 2 
1 780 CIRCLE<A-30•X, 8+15•X>. 12•X . 2, 1 :PAINT<A-30, 8+15). C. 2 
1790 RETURN 
1800•TYUUSYAKU 
1810 LINE(A+60•X, B+l5•X)-<A+70•X, 8+15● X>、PSET,2, , &H6F6F: LINE(A+75•X . B)-<A+70•X. B 
) , PSET, 2: LINE-<A+70•X, B+30•X> , PSET. 2 :LINE-<A+75•X, B+30•X>, PSET. 2 
1820 RETURN 

図8-3 図5画面のプログラム（図 8-2のつづき）
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パソコンを用いたプログラミング言語教育における流れ図学習システム

3. 流れ図学習システム

本システムは 2つの大きな部分から成り立ち，ひと

つは流れ図の JI S規格に規定されたパターンあるい

はJI S規格としては規定されていないが，よく用い

られるパターンの自学自習システムの部分，もうひと

つは例題のプログラムに対応した流れ図を表示し，プ

ログラムの動作を確認しながら，それに該当する流れ

図上の動作が視覚化され，講師はそれを大型テレビで

提示でき教授することが可能で，学生は学生用の各自

のパソコンでそれをモニターでき追確認が可能である

システムである．なお，本システムは参考文献にあげ

る通り，本校機械工学科 2年に使用中のテキストをも

とにその例題の流れ図表示とプログラム表示を試みた．

図 2に本システムの概略の流れ図を示し，その説明

を4節に述べよう．

このシステムを起動し自習するときの代表的な数枚

のモニター映像の例を固 3~図 5にあげる．

プログラムの全部を載せるのは，ページ数の都合に

て不可能なのでその一部のみを掲載しておく．

4. 本システム使用法

本システムの一連の操作法を順を追って箇条書きに

して述べる．

①まず，本システムを起動する．

②初期の学習タイトル画面が表示される．

③システムの使用方法のガイドが示される．特に，

キー操作方法，画面スクロール法についてくわし

＜述べる．

④つぎに，学習内容のメニュー画面が表示される．

学習項目の該当のところを選択し， リターンキー

をおす．

⑤まず，そのメニューから‘‘フローチャート（流れ

図）”の項目を選択すれば，フローチャートの定義

とパターンが学習できる．

⑥この学習時点で次画面へのスクロールは「実行」

キー，前画面へのバックスクロールは「空白」

キー，④のメニュー画面へのジャンプスクロール

は「M」キー押し下げで行う．

⑦つぎに，④のメニュー画面から，‘＇簡単な計算と入

出力,,を選べば，テキストの例題に応じたプログ

ラムと流れ図が表示される．

⑧これに関連する 6問の例題があるので，自分で選

択し，プログラムと流れ図を対応しながら論理手

順を学習する．論理手順の進行を確認するには，

リターンキーを押し下げれば論理の進行に応じた

部分が色が変わり流れ図上の進行とプログラム上

の命令が同期的に対応できる．

⑨以上，⑧の要領で‘‘繰り返し//'"判断と分岐//'"サ

ブルーチンと関数//'"データの型//'"プログラム

操作コマンド”の大項目とそれぞれに関連する 5

~6 項目の小項目の学習画面があるので，それら

を適宜選択しながら教授し，学習を行う．

5. 本システムの問題点と今後の改良点

以上，開発したシステムの特徴，利用法など列記し

たが現段階で思いつく問題点，今後改良すべき点をあ

げながら考察としてまとめておく．

本システムは考え方のみを述べたもので，実際に授

業に使ってどうかということは，検討するまでには

至っていない．使用すればその時点で，問題点がさら

に派生してくると思われるが今のところ個人的テスト

的に使った段階での問題点は，キー操作が幾分こみ入

るので各表示画面ごとに操作手順を示す Help画面が

ほしいことと併せて，操作上途中でbreak pointを

置きたいときの工夫を落としているのでその点の改良

が未整備である．さらに，一つの問題に対する流れ図

学習が終了したところで，復習のための類題演習問題

をやれるようにすること，そして理解力を確認できる

ような工夫をすることなどが挙げられる．

このような問題点は，これから逐一改良を加えてい

くつもりであるが，さらに学生への一斉授業の形態と

しては floppydiskの管理が煩わしいので，本校シス

テムでは，幸いファイルーサーバが付設しているので，

各学習者のシステムの使用方式を，サーバから流れ図

学習システムを受信し使えるように改良変更しようと

思っている．

本校でも現在活発に，英語科，物理科，数学科の教

官の方々によりパソコンを用いた授業が工夫・研究さ

れ，実施されておる．その効果もかなりのものがある

と聞く．情報処理本来の授業にてパソコンを使う工夫

をしたのが本研究であるが，市販のソフトに確かに立

派なソフトがある．しかし，本校機種用は余り見あた

らず，また価格が相当に高く，ソフト購入の資金的な

観点からとても授業につかえるものではないと思われ

るところから出発した．まえがきにも明記したように，

本論文は方法論の提唱を主眼としてシステム的には未

完成の状態であることを述べたが，その未完成の部分

を今後完成して授業に採用できるシステムヘのレベル

ァップをはかっていくつもりで，地道ではあるが，こ

のようなソフト充実策を今後も継続していかねばなら

ないと思う．最後に，本研究は昭和63年度機械工学科

卒業研究として行われ，小笠原勝洋，山本章吾両君の

研究と筆者の研究とを併せて取り纏め報告したもので



有明工業高等専門学校紀要第 26号 5
 

あることを付記しておく．
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EWSネットワーク環境下における

アセンプリ言語教育支援システム

松野 了二
く平成元年 9月20日受理〉

A Support System for Training of Assembly 
Programming Languages in EWS-based Environments 

EWS-based network systems have widely been used for software development in various fields. 

They are useful for training of programming languages for students in that files, laser printers, and 

other resources can not only be shared among different machines, but also the students'history lists 

of CAL can be obtained, and further, it enables us to give instructions to them across a network, even 

in our office. 

We have experimentally been developing a support system for training of three types of 

assembly languages to be operated in the EWS-based environments. We describe in this paper the 

design policy and the outline of our support system. 

Ryouji MATSUNO 

1 . はじめに

現在， OSにUNIX*を用いたエンジニアリング・

ワークステーション（以下 EWSと呼ぶ）を中心とする

分散型の計算機環境が多く構築されるようになってき

た.EWSはネットワークによって有機的に結合され，

レーザプリンタやハードディスク装置を初めとする計

算機資源の共有化ができるばかりでなく，ネットワー

クファイルシステム (NFS**)1>機能により，どの EWS

にアクセスしても常に同じ環境下で作業することが可

能である．

高専における情報処理教育においても，これからは

UNIXの教育・研究が不可欠と思われ，本校の電気工

学科でも昭和63年度に 3台の EWSを導入した．これ

らの EWSは主に，教官の研究用， 4・5年生の実験や

卒研用として導入したものであるが，ネットワーク環

境は低学年も含めたプログラミング言語教育にも優れ

た環境を構築できると考え，実験的にアセンブリ言語

教育支援システムを開発することにした．

本システムが目指すものはネットワーク環境を活用

した学生の個人指導システムであり，履歴機能，評価

* UNIX is a trademark of Bell Laboratories. 
* * NFS is a trademark of Sun Microsystems. 

機能を持ち，また，電子メールを用いて学生ー教官相

互間の質問，応答機能を備えたものである．ネットワー

ク環境により学生は EWS及びその端末のどのマ シン

を使用しても常に同じ環境下で作業できる．また，教

官はデイジタル構内回線によって接続されたパソコン

端末を用いて，自分の研究室からでも，いつでも学生

の進度状況を把握できる．

本稿では， 2. でEWSシステムのハードウエア構

成， 3. で支援システムの概要， 4. で実現について

述べる．

2. EWSシステムのハードウエア構成

EWSシステムのハードウエア構成を図 1に示す．

本システムは 3台の EWSと数台のパソコンからなる．

EWSは富士通のs-3 /60 (以下 S3と呼ぶ）が2台

とs-4/110(以下 S4と呼ぶ）が 1台である. (S 3 

はサンマイクロシステムズ社製の Sun3 /60と，ま

た， S4はSun4/110と同機種である）

各EWS間はイーサネットで接続され，また， NFS

のリモートマウント機能（図 2) により位置透過性が

保たれ，自分のファイルがどのハードディスク装置に

あるかとか，どの EWSにログインしなければいけな

いかとかを全く意識する必要がない．従って，学生が

演習を行う場合，どの EWS(または，その端末である
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三
三

Ethrnet (lOMbps) 

* RS-232Cはすべて9600bps

図 1 EWSシステムのハードウエア構成

パソコン）を使用しても全く同じファイル環境下で作

業できる．

各 EWSの周辺機器として， S3の1台に327MBの

ハードディスクとレーザプリンタが， S4には327MB

のハードディスクが接続されている. (S 3の 1台は

ディスクレスで運用されている．）また，各 EWSは，

RS-232Cポートをそれぞれ 2ポートつづ備えている

ので，現有のパソコンを接続すれば端末として使用

できる．さらに， S3のRS-232Cポートのひとつに

構内回線用のデータ端末インタフェース (DTI)を接

続して，教官研究室のパソコンからも使用できるよう

にしている．なお，本校の構内回線網はディジタル化

されているので，教官研究室ーEWS間は9600ボーで

通信が可能であり（テストでは19200ボーでも支障がな

かった），直結した場合と同じ通信速度で作業が可能で

ある．

2. 設計方針

本システムを設計するにあたって，次のような設計

方針を立てた．

1)複数の言語を同じ環境下で学習可能とする．

学習するプログラミング言語ごとに，作業環境が変

化することは好ましくなく，学習意欲にも影響を及ぽ

しかねない．本システムでは，言語に依存しない部分

（エデイタ，各種コマンド等）は共有化する．言語に

依存する部分は言語ごとにモジュール化しておき，そ

の部分のみを交換する．このようにすることで，すべ

ての言語について作業環境を統一化できる．

2)初期学習から本格的プログラミングまで可能なも

のとする．

本システムは各アセンブリ言語とも，クロスアセン

ブラ部，シミュレータ部， CAL部からなる．利用者は

クロスアセンブラを用いてアセンプルしたコードをシ

ミュレータを用いて動作を確かめた後，必要ならばパ

ソコン上へ転送して活用することも可能である．シ

ミュレータ部はステップ動作，トレース動作，メモリ・

レジスタの変更機能を初めとするデバッグに関する諸

機能を持たせる．

3)CAL部における出題は，プログラミングを主体と

し，できるだけ選択問題・穴埋め問題を避ける．

プログラミングを行わせる出題の場合，解が複数通

り生じる場合が多々ある．例えば， z-8 0において次

のような問題を考える．

I例 1 Aレジスタ臼直を 0にせよ．

このような簡単な問題に対してでさえ，答は

① LD A, 0 
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利用者

S-3 /60 S-4/llO 

/s,~~a• ¥,. 

，
 

言語処理モジュール

・クロスアセ ンプラ

図 2 リモートマウント

② XOR A 

③ AND 0 

のように，複数通り考えられる．ましては，

例 2 8000H番地の値と8001H番地の値の積を求

めて8100Hと8101H番地に格納せよ．

のような問題に対しては様々な解が考えられる．今ま

での CALシステムでは例 2のような問題は穴埋め問

題にしているシステムが多かった．また，例 1のよう

な簡単な問題に対してでさえ複数個の答の中から正解

を選択させたり，また，文字として入力させる場合に

でもブランクの数まで一致しなければ正解としない

CALシステムが多かった．本システムは，選択問題，

穴埋め問題も必要に応じて出題はするが，プログラム

そのものを入力させるような問題を多くする．学生の

入力した答が正しいかどうかの判定は，実際に入力さ

れたプログラムをシミュレートすることにより行う．

4) ネットワーク環境を活用する．

ネットワーク化されていない環境で学習履歴を

チェックするためには各学生のミニフロッピーディス

ケットを一枚，一枚，調べる必要があり，ディスケ ッ

トの入れ替え作業だけでも大変な作業である．また，

チェックしている間，学生は学習を中断しなければな

らず不便である． これに対しネットワーク化された環

境では，教官は自分の研究室のパソコンを使用して

EWSにログイ ンする事により ，いつでも好きなとき

に学生の学習履歴をチェックすることができる．

また， UNIXでは電子メールを使用することができ

る．これを用いれば学生ー教官間の質問・応答機能や，

また，学生に新しい問題を提示したり，模範解答を提

示したりすることが可能となる．

履歴処理ルーチン

（評価システム）

データベース

（履歴ファイル）

（評価ファイル）

図3 支援システム概要

3. 教育支援システムの概要

本システムの概要を図 3に示す．本システムは大き

く分けるとエデイタ部，利用者インタフェース部，各

言語モジュール部，履歴処理・評価部からなる．

1) エデイタ部，利用者イ ンタフェース部

エディタには UNIXの世界において VIと並び標

準となりつつある EMACS2l3lを用いることとした．こ

れは次のような理由からである．

①スクリーンエデイタであり， VIょりも初心者に

とってなじみ易い．

② EMACS LISPと呼ばれる言語でプロ グラム可

能であり，自分で好きなように書き換えたり，機能

を追加したりすることができる．

③画面を複数個に分割し，同時に表示することがで

きるので，一つの画面で編集しながら，もう一つの

画面でアセンブルしたり実行（シミュレート）した

りすることができる（図 4)

利用者インタフェース部は，前述の EMACS LISP 

を用いて記述し， EMACSのコマンドとしてアセンブ

ル命令，実行命令を組み込むこととした．このように

することで，一々エデイタを抜けなくても編集から実

行まで可能な統合化環境を構築できる．表 1に主要コ
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表 1 支援システムの主要コマンド

コマンド 機 能

ASM アセンブル

RUN 実行（シミュレート）

TRACE トレースモードで実行

STEP 1行実行
CONT 停止位置の次の行から実行

DUMP メモリの内容を16進表ホ

， 
; test pr-ogr-am 
， 

ORC 8000H 
S:tART; LD BL,(0520H) 

LD (BL), OFFH 

皿 T
E血 SエART

編集ウィンドウ
~ 肘庄輝i出記,,_ _  .~"' 

; test pr-ogr-am 

ORG BOOOH 

B000 2A 20 05 s四 T; LD BL, (0520H) 

8003 36 FF LD (皿）， OFFH
BOOS 76 HALT 

END START 

処理ウィンドウ

~J:」 叩l五;~閃勺
図4 EMACSのマルチウインドウ

マンドを示す．

2) 言語モジュール部

各言語モジュール部はそれぞれクロスアセンブラ部，

シミュレータ部， CAL部からなる．現在，言語モジュー

ルとしては CASL,Z-8 0 , 8 0 8 6の3種類を予定

している．各言語モジュールに対するファイルには，

それぞれ， "CSL","Z 8 0 ", "8 6"の拡張子を用い，

学生が本システムを用いて，アセンブル，及び，実行

を行う場合はシステムがこの拡張子を見て，対応する

言語モジュールを自動的に呼び出す．（どの言語モ

ジュールを使用するかを明示的に指定することも可能

である）

CAL部は次に述べる履歴処理部から個人情報を貰い

それに従って，学習を進めさせる．設計方針でも述べ

たように出題内容によっては，シミュレータを自動的

に呼び出し，実行を実際にシミュレートして正解かど

うかを判断する．

3) 履歴処理・評価部

履歴処理部は各言語モジュール部から依頼された学

習者の履歴ファイルを取り出し， CAL部に引き渡す．

また， CAL部から渡された学習情報を履歴ファイルに

格納し管理する．評価部は履歴ファイルに書き込まれ

た学習情報を調べ，評価を行う．

4. 実 現

本システムは共有部である利用者インタフェース部

が完成し，現在， 3つのモジュールのうち CASLモ

ジュールと z-8 0モジュールについて開発中であり，

8 0 8 6モジュールは両モジュールが完成次第取り掛

かる予定である．

本システムの開発にあたって，利用者インタフェー

ス部には EMACS-LISPを用いた．また，各言語モ

ジュール部の開発には， UNIX上に実現されている

ツールであり，言語の構文規則を記述すれば，それを

基に構文解析部を生成してくれる LEX叫 YACC4lを

利用して C言語で記述する．

5. おわりに

本システムは個人学習の指導を主眼とし，パソコン

やワンボードマイコンを用いた一斉授業で行き届かな

い点（主に授業についていけない学生の個人指導）を

補佐することを第一の目標としている．

当面の目標は，早期に本システムを完成し，実際に

教育に用いることにより本システムの評価を行うこと

である．その結果，有効であると確認できれば，将来

はアセンブリ言語にとどまらず， CやPASCALなど

の高級言語についても開発していきたい．
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英語科 CAI用プログラムの作成と活用

池田 茂
く平成元年 9月21日受理〉

Programs for CAI Lessons in English 

We report the programming and the use of the three programs for computer-aided-instruction in 

English-two of them to be used in classes, and the one for individual learning for students after class 

hours. The programs for the exercises in English grammar check the answers made by the learner 

to the questions on the screen, then return the correct answer with a short comment or explanation. 

The program for the use in the LL instruction in English invites the individual student to utter 

English sentences which he is being asked to put into English, after which a model sentence is shown 

on the screen. There have been, as well as advantages, some disadvantages to be got rid of, in 

employing the programs in classes. 

Shigeru IKEDA 

0 は じ め に

英語科教育でのパソコン使用 CAI形式による教科

指導とそのためのプログラムについて，内容と活用状

況を報告したい．

プログラムの一本目は，英文法演習用で，希望学生

による独習，およびクラス一斉学習との両用となって

いる．二本目は， LL演習用で，昭和63年度教育改善経

費の配分を受けて作成したなかで「発話」の部分の教

材を組替えたものである.1)残りの 1本は，純然たる独

習用となっており，高専 1-2年レベルの英文法の基

礎を学習するものとなっている．

1 コースウエアの考え方

CAI形式による英語指導を行なうにあたり基本的

考え方とした点は次のことである．学習は，英語語法

を言語材料とする演習中心のものとし，したがって，

比較的平易にかなりのスピードで解けるような数多く

の練習題を用意することとした．他方，新しい学習単

元への導入やそこでの基本的概念把握等はこのコース

ウエアに含ませないこととした．

このことは，プログラムを比較的簡単に組めるだけ

でなく，担当者によるコースウエア作成をも大幅に容

易なものとした。さらには，一つのプログラムにいく

らかの変更を加えることにより，設問形成を選択，空

欄補充，書き換え，整序など異ならせることが可能と

なり，プログラムを種類多く用意することが出来る。

いろいろな指導形式の要求に応えられることになると

考えられる。

また，単純なコースウェアを補うものとして，問題

解決の際の学生の疑問，思考を促す方策（ヒントの表

示等）を，試行的にルーチンに組み込んだ．

2 データの作成

当初，使用言語がディスク BASIC2>であったため，

プログラムは教官用の「問題作成プログラム」と学生

用の「演習プログラム」の二つを必要とした．前者で

は，データの入力，一覧，訂正，データ印字等のメニュー

を用意した．後者は演習用プログラムとデータのみで

ある．しかし，その後，これを DOS-BASIC3>に移

し，そのためデータの入力は格段に容易となり，また，

広い範囲からデータを求めることが出来るようになっ

た．すなわち， MS-DQS4>上で走るワードプロセッ

サー編集のデータが利用できるからである．ワープロ

でこれまでに作成してきた英文法問題等が，いくらか

の手直しにより CAI用のデータとして活用できる．

LL演習プログラムのデータがその一つであり，また，

独習用「選択式英文法演習」プログラムは，筆者がこ

れまで英語演習用に作成した問題を数多く含んでいる．

練習題には日英語双方の使用が必要であるため，その

追加，訂正，変更等の編集作業でのワープロ使用は利

するところが大きい．データファイルはワープロで本

プログラム設定にあう字数，形式に作成編集，次にテ

キスト形式ファイルに変換後使用されることとなる．
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3 プログラム その 1

まず，「英文法演習」プログラムについて述べる．こ

れは，これまで教務主事室で行なわれてきた CAI学習

指導（数学および英語）のためのライブラリーを充実

させるものとして作成したプログラムである．

従来は「勉卓くん」 5)や，電算機演習室設置 FM506>

用市販プログラムの利用による対象学生の指導であっ

たが，高専，高校 1-3レベル基礎学力の確立を目指

すソフトをマーケットには数多くは見いだせず，中学

3年英語レベル止まりの教材となっていた．このこと

と併せて，英語科では今年度より学生の 1-3年全員

に英語副教材として文法問題集”と基礎単語集8)を使

用することになったことを考慮し，前者に載る文法問

題をベースとする英文法演習用プログラムを作成した．

学生には CAI学習のテキストが手元にあることとな

り，計画ある学習が可能となるという利点を挙げるこ

とが出来よう．

設問形式は，画面の指示に従って選んだ選択肢の番

号で答えるものと，語句や文をスペルでキーボードか

ら入力するものとの二つの形式がある．入力された解

答はチェックがされ，間違っておれば学習者からの再

度の解答を許すものと，一度入力があればその時点で

直ちに正解を表示するものとの二つがある．後者は，

和文英訳，書き換え等，幾通りかの正解が存在する問

題に備えたものである．

このプログラムは，現在 3年の一つのクラスで一単

位の時間をあてて演習に使用している．教室での一斉

学習から CAI個別学習に移って，学生にはいくらかの

戸惑いがみられた．これは，黒板がディスプレイ画面

に代わったことにとどまらない一面があるように思わ

れた．それは学習のペースの維持である．教室での演

習は，教官と学生間の問答や教官の説明等で演習が進

められ，学習のペースは， もっぱら，教官主導となる．

と同時に，予習時や演習時に生じた疑問等については

教官の解説による十分な補いが期待できた．他方， CAI

では，学習を先に進めるかどうかは学生本人が決めね

ばならず，そのためには，本人が十分な納得と理解を

得たかどうか学習者自らが決めることとなり，また，

発生した疑問も適切な解決処理が本人に要求されるこ

ととなる．学習者が画面上の問題に取り組む際の姿勢

と，解答がなされて正解が示された段階で残る疑問点

の処理とのこの二つの進め方いかんが CAI学習成功

には重要となってくると言える．特に，単純なコース

ウエアでの本プログラムでは，安易なキー入力でうわ

ベだけの学習にならぬよう学習意欲への強い動機づけ

が必要であろうし，また，疑問が解明されぬまま先へ

進んだり終了したりの学習ともならぬようにするため，

CAIを，いわば，「フォローする」なんらかの対策が求

められるように思われた．これをプログラム内に求め

るか，または別のところで解決を図るかが急ぎ検討を

要する問題となった．

4 プログラム その 2

次に述べるプログラムは， LL演習用である．一つの

機械により文字と音声の両者の入出力が結び付けられ

ることは LL教育を大きく進めることになると思われ

るが，このプログラムでは，将来での文字と音声の結

び付きを目指す極めて初歩的段階のものとしてパソコ

ンに先ず文字データを担わせることとした．

教育改善 LL教育は「発話」を目指したものであった

が， LL教室演習ではペアーを組む相手が口頭で出す

日本語文を耳から聞き，それを頭の中で英語に作り音

声として口から出すという作業を課し，文字を介さず

に英語文を構築し相手に音声として伝える操作を行な

う学習形式を取った.CAI学習では，画面に問題の日

本語文を映し，学生はそれを見て早く，正確に英語で

表現し音声として口から発する形式に組んだ．英語に

直しにくいと思われる一部の語句については，キーを

押すとヒントが出るようにした．さらにもう一度キー

を押すと，解答例としての英文が表示される．ペアー

の相手が人であった時と比べ，相手に音声英語を伝え

ようとする，いわゆる，コミュニケーションの実感は，

この機械相手の CAIでは，かなりうすれたものとなっ

た．

LL教室では，発話のモニターは，当然ながら，ペ

アーの相手が行ない，また，教官もマスターテーブル

から常時行なうことが出来た．個別学習となって．こ

れは多少困難となったと言わざるを得ない．机間巡視

に相当することになることだが，ディスプレイを前に

した学生の近くまで寄って，一人一人の小さな声を聞

き取ることが必要となった．学生一人一人が， LL教室

でのように，パソコンにヘッドセットを使用してその

モニタリングが可能となれば，演習の効率も上がるこ

とになると思われる．

文字データの蓄積と選び出しの効率，および，個別

の学習者への対応はパソコンのプログラムとディスク

の方が人間やテープレコーダーよりはるかに優れてい

ると言えよう．たが，他方， LL教育には不可欠の音声

について，蓄積されたデータを音声として出力する分

野で，パソコンは人間やテープレコーダーが有する機

能をどの程度まで担い得るのか，仮に音声ボード使用

があればどのような形式の LL用 CAI教材が可能で

あるかの検討が，今回の LL準習プログラムの次の課
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題となる．

5 プログラム その 3

最後のプログラムは，独習用「選択式英文法演習」

である．コースウエアのレッスンは， 8品詞の他に時

制，仮定法，比較等，学校文法で立てる項目通りの単

元を設けた．設問形式は選択式とした．

本来，コースウエアの問題配列は，学習者から解答

として入力されたうちの様々な正答誤答への対応が組

み込まれる必要があるが，本英文法学習ではコースで

の後戻りやジャンプは組み込まず，その代わりに，解

答があったその時点での正解画面表示の直後に「その

わけ」として文法と語法のルールや考え方の解説文を

画面一行の文で表示するようにし，学習者の思考を助

ける方策の一つの試みとした．コースウエアが比較的

単純な形式であることによるドリルの単調さを救い，

学習がうわすべりするのを防ぐのに役立つことを意図

した. LL用プロ グラムで解答前に ヒントを表示する

やり方と，ここでのように解答後に解説を出力する方

法とがこの CAI演習での問題点を補う方策として現

在プログラムにルーチンとして組み込まれている．先

に述べた「CAIのフォロー」の一つとして有効かどう

かは未知である．また，三本いずれのプログラムにつ

いても，学習者名登録とか学習結果の採点記録は行

なっていない．このことはプログラムを短く簡単にす

ることとはなっているが，実効ある CAI学習のために

は誤答の傾向等を学習者本人に教えるような学習経過

記録ルーチン組み込みも検討されるべきことであろう．

6 さいごに

以上のプログラムは， PC-98019>で編集されたもの

であるが，電算機演習室の機種は FM50であるため，学

生の演習用プログラムにはいくらかの手直しが必要と

なった．一般科坂西講師にはいろいろとご教示戴き，

ここで深く謝意を表します．また，電算機室の前川氏

には学生用のディスクの作成等で大変な助力を戴き，

厚く御礼申し上げます．
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7 プログラムリスト

独習用「選択式英文法演習」用プログラム

（簡単な採点ルーチン付加）

I 000 • ------ ill訳天 決文法 7'l't C I¥ I 7-4, 川プ IJ'/ラ 1.--------
1010 • oave ' 'ENGGHAM2. CAl", A 
1020 ・for PC-9801 <NEC> vrnKr● mood "'Shi.HU lked● . l 9ff9 

1030 ・—-----------------------・---------------------Blヽokt sellei 
10,0 CONSOLE o.2s.o,1:co1.on 6:•tDTll K0.25 
1050 OIM MOTOMOTOSIIOOO),R(IOOOl,llH<IOOOl 

1060 '------・------------------------------------------------- ■cnu 
I 070 CI.S: LOCATE I<, 2: COLOR <: rR I NT "あなたの賽＂字力を,. ; :COLOR 2 

PHINT "II実";:COi.OR <:l'IIINT•• なものに 1・る＂
1080 LOCATE 22, 8:COI.OR S:rHINT "Cnmpute,-Alrled ln•t,uetton·· 
1090 LOCATE 16,10:COLOH 6:PHINT "---<:AI Iこよる遍訳式賽文注濱言'---・
1100 LOCATE 30.13:COLOR 5:t'RINT., やりかた••: LOCATE・10,I 5 
1110 PRINT"門 U文の（ ）の中に人れる騒も週当な臼も）を見つけます． ＂
1120 I.OCATF. 10.17:PRINT•• 蓄号を人力し 、 リターンキーを ITちます．．．
1130 LOCATE 10 . 18:l'RINT•• 名でのとさもう一后だけ芥えを言えます． ＂
11'0 LOCATE 10,19:PRINT "iE苓 の あ と 況 引 が で ま す ． ＂
1150 GOSUB•YOROSHIIKA:KESU=IB:LOCATF. o.s:GOSUB oKESU 
1160 ・----------------------GAKUSYIJU -----------------------------
II 70 GOSU8•S"A IRU :GOSUR•YOM I DASIII : GOSUH•Alli MAS EN 

1180 ・ —------------ rando~ I z, , 
1190 LOCATF. 20, 10:COLOR 6:PHINT ・・r.1題はどのように出しえすか． ＂
1200 LOCATE 20,12:PRINT .. 7-, イルの員0に I .. 
1210 LOCATE 20 13:PHINT .. 7 ノ ダムに 2 •• 
1220 LOCATE 20,15:COLOH S:PRINT"選んで 1'さい． （ ）＂ 
1230 MENIIS= .. ":WIIILE VAl.(MピNUSl<I 0)(VAl.<Mf.NIIS))2 
12'0 LOCATE 46. I 5: I NPI/T ,.,. , MENUS 
1250 WEND: KESU=2 I: LOCATE O. 2: GOSUI\ •K ESU 
1260 IF VAL<MF.Nμs):2 Tt<F.N MMONDAl.=(OMAX Y 3l 

LOCATE 20.10:COI.Oll 4:l'IIINT " r,:f 請を選んでい .t~― 

1270 GOSUB•RANSUU: ドOR l=l TO MMONDAI :Hl<<l l•R<l l:NピXT I 
1280 ATARI =O: KASURF.=O: llAZURE・ O:OWAlll •O : GOSUA•SlllJI
1290 FOH IIH• I TO (QMAX Y 3) 

1300 IF VAL<MENUS>•I THEN QQ•CHll-1 >•3•1 
1310 IF VAl.(MENUS):2 THEN QQ=(IIH<lllll-1)•3• 1 
I 320 FOR Q=QQ TO QQ•2 
1330 LOCATE 0.2:CoLOn 2:PHINT ")~1:1··:cOLOH 7 
1340 • ------------ mond● , 

1350 IF Q MOD 3 = I THEN GOTO 1'60 El.SE GOTO 1'20 
1360 LOCATE 0.3:COLOR ?:PRINT USING .. ,, ●●) ":((Q-1) y 3>•1 
1370 BUNSETUS=MOTOMOTOS(Ql:GOSUB•RUNSETU : LOCATF. O.< 
1380 FOR Z= I TO 3 
1390 IF BUBUNS(Zl="" TllEN Z=>:GOTO 1<10 
1'00 IF LF.N<UUBUNS<l.))•80 TllEN l'IIINT RURUNS(Z>. 

ELSE PR I NT BUOUNs< Z l 
1'10 NEXT Z:GOTO 17RO 

1'20 ・—----------- senloku &hi 
1430 IF Q MOD 3• 2 THEN GOTO 1 HO  ELSF. GOTO 1500 
1'40 SENTAKUSHIS • MOTOMOTOS(Q) :GOSUA•SENTA KUSIII 
1'50 BUNSETUs=SIIINSF.NTAKUSIIIS:GOSUB•HUNSETU:1.0CATE 0,6 
1'60 FOR Z•I TO J 
1'70 IF OUBUNS(Zl="" THF.N が 0:GOTO I'90 
1'80 IF LEN<BUBUNs(l))•80 THF.N PRINT BUOUNS(ll. 

ELSE ra I NT BU BUN• (z) 
1'90 NEXT Z:GOTO 1780 
1500・------------ koJ lo'I 

1510 IF Q MOD 3 = 0 THEN GOTO 1520 ELS>: GOTO 1780 
1520・------------ so;sho 
1530 LOCATE 0,11:COLOR 7:1.INE INPUT・....cs 

1s,o ・------------check 1550 IF Cs="●●● ·• THEN OWARl=t:Q•QQ•2:llli=(QMAX Y :!):GOTO 1780 
1560 IF CS=SHIS(I) THEN ATARl•ATAHl•l:GOTO 1670 
1570 LOCATE 10.12:COLOR 2:PRINT .. fftしい．も う一,=. . 
1580・------------ ntkai ●e 
1590 LOCATE o.13:COLOR 7:LINE INrUT··•.cs 
1600・------------ check 

1610 IF Cs=••••• THEN OWARl•l : Q=QMAX : GOTO 1780 
1620 IF CS=SHIS(I l THEN KASURE=KASURE• l :GOTO 1670 
1630 FOR K=I TO 3:LOCATE 10,1':COLOR 2:PRINT "????  ••· 

FOR T=I TO 500:NEXT T:I.OCATE 10,1':PRINT S氏<10>: 
FOR T= I TO 500: NEXT T: NEXT K 

16<0 LOCATE 10,1':COLOR 2:PRINT•???? ":HAZURE•HAZURE•I 
1650 LOCATE 10,15:COI.OR 2:PRINT"憎しかった． ．．＂
1660 LOCATE 10.15:COLOR・2:PRINT "iE解は ....  ":GOTO 1680 
1670 LOCATE 10,15:COLOR 2:PRINT "iEMです．．．．＂
1680 LOCATE o.1o;rRINT SHIS(I) 
1690 LOCATE 10,18:COLOR.6:PRl'NT"そのわけ .... ":COLOR < 
1700 LOCATE 0,19:PRINT STRINGS(79, "-">; 
1710 LOCATE 0,20:BUNSETU•=MOTOMOTOS(Q) : GOSUB•BUNSETU 
1720 FOR Z=I TO 3 

1730 IF BUBUNS<Zl="" THEN 2•3:GOTO 1750 
17'0 IF LEN<BUBI/NS(Z»•SO THEN PRINT BIIOUNS(Z); 

ELSE PRINT BUBUNSCZl 
NEXT Z 

1760 l'HINT STHINGS<79. "一 "l;: GOSUII ● YOIIOSII I I KA 
1770 KESU=21:l.OCAH: 0.2 : GOSUll•KF.Sll:GOSllll•Sll!Jl 
1780 NEXT Q 
1700 NEXT llll:Kf.Sl!=20:t.oc,n: 0,2:GOSUII •KESU 
1800 KF.SU •2 0 : LOCATE 0,2:GOSIJII•K>:su 
1810 IF Cs=""'" AND ATARl•O ANO KASURE•O ANO IIA7.UIIE•O THEN GOTO 1880 
1820 LOCATE 21,10:COLOR 5:PRINT •• ファイル贔憎の 111題でした. ":LOCATE 0,12 
1830 PRINT SPCIZO>:"みごと一 lliEllfrtは "; :PRINT I/SING ・••o";ATAR I
18'0 PRINT src,20,;"やり aしでの正 Mftは "; :PIIINT USING ・••u •; KASUHF. 
1850 PRINT SPC<20l;"出 寮 な か っ た 閂urtは .. ;:PHINT IISING .. ●●菖 ..; IIAZUHE 
1860 L心 TE 26. 16:PRINT "あなたの成績 は . ;: 

PR I NT US I NG •·•u. • X": C <ATARI• KASURE/2 l I< ATAH I• KASUIIE•IIAZUIIEl l• I oo 
1870 IF ATARl•KASURE•O THEN PRINT SPC!<2);"おやおや
1880 LOCATE 1',20:COLOR 6:PRINT "まだ頑燐る• (I) ・
1890 LOCATE 14,21: rRINT •• つかれた．，とめる. (2) • 
1900 LOCATE I 8. 22 :COLOR 5: PR I NT•• 週んで下さい. ( ) 8 RT" 
1910 DOSURU● =・・ 心 HILE DOSURUS•"" OR VAL(DOSURUSl<I OR VAL<DOSURUS≫2 
1920 LOCATE 38.22:INPUT ・・ ・・.nosunus 
1930•END:COLOR 6:KESU•22:LOCATE O. 1:COSUB•KESU 
19'0 IF DOSURUS="I''TIIEN GOTO 1950 ELSE GOTO 1970 
1950 GOSUR•HENSUUSYOUKYO:GOTO 1000 

1960 ・――------------------------ F.ND -------------------------------
1970 LOCATE 32.10:PRINT "ENO":ENO 
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1990•KESU: ・----------------------------------- Y,am,,n wu kcshl mosu 

2000 KESUS=STl!INCs<BO, "">:FOR KK•l TO KES¥/:l'IIINl'K卜：SIi● ; : NEXT KK 

2010 RETURN 

2020•FAIRU: ・----------------------------------------/, le no nomc 

?OJO LOCATE 10, ¥:COL.OR 5:PHINT"次のどの 7-,, イル U)1"1,'ffi をし~.. か．＂

20<0 LOCATF. 10, 2:PHCNT"カー・ノルキーで選び、リツーンを II って下さい．＂

2050 LOCATE 0, 6:COLOR ,,cosun•Ul'USll\:GOSUR•KAASOH\/:GOSU\I•Klll\TORI 

2060 KESU•22:LOCATE 0,1:COSUU•KESU 
2070 RF.TUHN 
2080•UTUSt([:'----------------------- "ドAIR¥IC.HAS" no n3lyuu hyouji 

?090 FA¥ RU lsコ..名2 代名口冠口 形 'll.:-1 :1,;;1 f.11:01 U/Jf.11曰"

21 00 FA! RU2● a" f,j澪"' ffl,1:,:;.f 文 ．型 Bl~II Ill ff, l'I 比校 .. ~ .. 
2¥¥0 FA\RC/JS•"!f. ti l'! 仮定注 苫法
2120 FAIRUS•FAIRU\S•FAIRU2S• ドAlRUJs:l.OCATビ0,8:l'RINT FA¥l¥US 

21 JO RETURN 

2140•KAASORU: ・------------------------- curse¥ n; yon』 Iile sentaku 

2150 Cl.S 2:X=O:Y•6< 
2160 LINE< X, Y>-CX•<B,Y•BI ,2,B:LOCATE 0,22:rRINT "X•";X;"Y="Y 

2170 ICHIS•INPUTs(\J 
'180 IF ICH¥s=CIIRS(lJl TIIF.N CLS 2:GOTO 2290:'nsoc  

2190 IF ICIIIS=CICRSC28> THEN ZX••6<:ZY• O:COTO 22JO:' --> 

2200 IF ICHCS=CIIR● C29> THF.N ZX•-6 • : ZY• O:COTO 22JO:' <--

2210 IF ICH[S•CHRS(JOl THEN ZX• O:ZY= - 8:COTO 22JU:'up 

2220 IF ICHIS=CHRSCJl> TIIEN ZX= O:ZY• • 8:GOTO 22JO:'down 

22JO 
2240 IF X•ZX>J8< AND -Y•ZY=72 THEN X•JS• :CLS 2:COTO 2160 

2250 IF X•ZX<O THEN X• O:CLS 2cCOTO 2160 

2260 IF X•ZX>576 THEN X=576;CI.S 2:GOTO 2160 

2270 IF Y•ZY<6 • Tl!F.N Y• 64:CLS 2:COTO 2¥60 

!280 IF Y•ZY>72 THEN Y= 72:CLS 2:COTO 2¥GO 

2290 X•X•ZX:Y•Y•ZY:CLS 2:GOTO 2160 

2JOO RETURN 

2JIO•KIR\TOHI: ・--------------------------- mo」iretu karo kiritoru 

2J20 FS• '"':BAN•C<Y/Bl·Bl•lO•CX/6 •) -I :F!S=MIDSCFAIHUS, CIIAN・l 1• 8•1 ,81 

2JJO FOR l•J TO 7:IF MIDSCFIS,1,1)•"• THEN Fts•l.EFTsCFts,1-1>:1=7 

ELSE NEXT I 
23'0 FS•Fl •• ".CAI" 
2JSO RETURN 
2J60•YON I DASH I:・--------------------------------------- yomid● sh, 

2J70 OPEN —¥CRAM.CA1¥"•F• AS•l 
2J80 l •O:WHILE NOT EOP(IJ 

2J90 1=1•1:LINE INPUT ● I, MOTONOTO● (I) 

2<00 WEND : QNAX• I :CLOSE 

2'10 LOCATE 0,0:COLOR <:PRINT "ファィル; ":Fs 

2'20 LOCATE 6<,0:COLOR ：ヽPRINT "閃題 ft= "; C QMAX > J I 

200 LOCATE 22,l:COLOR 6:PRINT"菟文法の門漣を吾面に峡します．＂

2HO RETURN 
2'50•ARIMASEN:''---------------------------------- Ci le r,o orlmasen 

2'60 IF QNAX•O THEN LOCATE 20,'!0:PRINT• フアイルがありません．＂

cosue•YOROSHII KA: COSUB•HENSUUSYOUKYO: GOTO l 000 

2'70 RETURN 
2'80•YOROSHI IKA:' -------------・------------------------- t n, ••••• 
2'90 LOCATE 0,2J:PRINT • よろしかったら RETURN  を1Tって.; 

一下さい．・；

2500 LOCATE <6,2J:LINE INPUT AS:LOCATE 0,2J:PRINT STRINCS(79, " "l, 

2510 RETURN 
2520•SHIJ I :• --------------------------- koltou no yourynn hyouj ¥ 

2SJO LOCATE O, 9: COLOR 5: 

PRINT • ( )に人れる后も遅ヨな巧句そキーポードより人力、—.

＂リ ターンキーそ IT って下さい• ":COLOR G 

26<0 LOCATE 10,10:COLOR 7:PRINT"学冒そ止めると aは＊＊＊を人力．＂；

＂ リターンを打って下さい• ":COi.OR 6 
2560 RETURN 

2560 ●H即 SUUSYOUKYO:'------------------- ho¥ re tu h•n • uu no 1youkyn 

2570 ERASE NOTONOTO●, R, HH 
25● 0 RETURN 

2690 ● SENTAヽUSHI :'-------------------------- 1 en t● ku● h l r1ndo閏Ized 
2600 FOR S• 1 TO 9 

2610 BASHO• JNSTR<SENTAKUSH I•, ", " l 

2620 IF BASHO•O THEN SHI● CS)•SENTAKUSH Is: SS•S: S•9: GOTO 2650 

26JO SHIOCSl•LEPT• C SENT AKUSH I●, RASHO-¥J 

26<0 SENTAXUSHI S•R ICHT• C SENTA KUSH Is, LEN CSENTAKUSH IS >-BASHO > 

2650 NEXT S 

2660 FOR S• I TO 9 

2670 『F NIDSCSHIS<S>, I l)•" " 

THEN SHI S CS l•R ICHTS CSH I SC S l, I.ENC SH Is CS l)-1 > 
2680 NEXT S 

2690'----•hlS•shlS• ••• -->•RANSUU --> shlnshlS • shin•hlS• 
2700 NMONDA I•SS; cosue•RANSUU 
2710 FOR R•l TO M~ONDAI 
2720 P•R<Rl :SHJNSHISCPl=SHIS<Rl 

27JO~EXT R 

2740•-----!. shin•hlS 2. sh;nshis 3. sh;nshis --> shlnsenlokush;s 

2750 SHINSENTAKUSH[S• "" 
2760 FOR K• l TO SS 

2770 SHINSENTAKUSHIS•SHINSF.NTAKIISH[S•" "•STRS!Kl•". "•Sll[NSH[ SCK 1 

2780 NEXT K 

2790 RETURN 

2800•BUNSETU: •------ ---------- - -- -- ------------------------ h 

2810 FOR Z•I TO J:BUBUNsCZ>•"":NF.XT Z 
<JOSC l<J 

2820 FOR Z• I TO J 

28JO ・一―--- I onger than RO nr nut , 

2s,o IF LENCBUNSETUSl<•BO THト：N 0¥/IIUNS (7 

2850 
.l•IJICNSEl'Us: Z•:1:GOTO 29HO 

・----- Yes, longer, but the llrst o/ the pair, 

2860 XX•ASC(MIDSCBUNSETUs,,H I , l l > 

2870 IP 128 < xx AND xx< IGO nll-:N nunUNS(7.)•MIDSIOIINSCcTUS,l , HO) 
BUNSETU••R I CHTS CBUNSF.TUs, LEN C BUNSETUS l-80 l: COTO 2980 

2880 IF 22J < XX AND XX < 25J THEN BUBUNSCZ> •MIDs(B\JNSET\JS 
BUNSETUS•R ICHTs CBUNSETUs 

, I, RO>: 

2890 
, LENCBUNSETUS)-801 :COTO 2980 

•----- yes, longer, hut nn¥ the second 

2900 XX•ASCCMIDSCBUNSET\JS,80, ¥ I l 

2910 IF 128 < XX AND XX< 160 THEN RUBUNSCZl•M\DS<BUNSETUS ¥ 
BUNSETUS= RI CHTs C BUNSETUS 

•• 79) 
, I.ENCRUNSF.TUSl-79> :COTO 2980 

IF 22J < XX AND XX < 25J THEN 8C/IIUNS(7.)•MIDS<01JNS>TUS I 
8UNSETUl•R I CHTS (BUNSETUS 

, , 79 l 
, I.ENCBUNSETUSJ-79):COTO 2980 

29JO FOR X• 8 I TO l STEP -l 

29'0 IP MID•CBUNSETUs, x,ll<>" " THEN GOTO 2970 

2950 BUBUN•CZl•MIDSCRUNSETUS , ¥ ,X> 

2960 BUNSETUhR ICHTs CBUNSETUs, LENCBUNSF.TUS l-X l: X• 1 
2970 NEXT X 
2980 NF.XT Z 

2990 RETURN 

JOOO•RANSUU: • --------------- --- -- -------
JOIO DIN RANSUUCNNONDAI > 

------------------
J020 FOR RR • I TO MMONDA I: RANSUU C RR l• -l: NEXT nR 

JOJO ThT INES: T•VAL(M I OS (Ts, 7,, 2) l: RANDOM IZECT l: KAZOE•O 
JO<O FOR RAN•l TO NMONDAI 

ransuu 

JOSO P•INT CRNDC! hNMONDAl+I >: 
J060 

IF RANSUUCPl•I THEN COTO 3050 
R CRAN)•P: RANSUU CP>•RANSUU <Pl• - l 

J070 K立OE•KAZOE•1: IF KAZOE•NANDAI THEN RAN=MMONDAI : COTO :!ORO 
JOBO NEXT RAN: ERASE RANSUU 

J090 RETURN 

8 テキストファイル中のデータ印字見本

ファイル名：代名詞. CA  I 

{ l have had• lol of snow th;s winter 

We, I 

ヨ地では大貫となっている 誌し手の項ば外なら they have h•d 
Jane I ooked ● t { l in the mirror 

herael I, her 

自分の姿を
I w● n t• w● (ch, bul I h•ve no mnney to buy { l 

one, 11 

貫う金がない • ｀● tch , one その問廿なら the watch , the one , ; t 

Do you w● nt• shirt? --- Yes, I w● nt•red{ l 

one, It 

元いのが • red shirt , • red one 

This book is more difficult than the { l whlr.h I r,,od last week 

one . ,, 
た遅況んだ（あの）本 lhe bnok• the nne 

I h•ve lost my pen. I must buy < )  

one, It 
(Iiiたに）ペンを一本 a pen• one 

Do you have ● ny children? --- Y-.s, I have < J 

one, It 

一人子供がいます. one child, a child• one 

There 曇 re trees on { l side or the≪reel 

either, both 

通りのどちらの倒（こも e1ther side, both sides 

I see ● pen on the desk. Say I use { l• 
It, one 

それそ the pen on the desk• it 

He g● ve me 曇 watch, but I lost { > 

i l, one 

それを the wAtch サhI ch he gave me• ; t 

{ I should be kind to one's nclghbo,s 

One, We, You 

（人はだれでも） one , 世問のみな one -> one's we -> our you -> your 

I don't like this tie. Show me a better { l 

one, It 

もっといいのを • better t i e•• better one 

I )  are good swimmers. 

Both, Either 

二人とも e I ther は鎌＂扱 い

{ l h•s• locker or his own 

E•ch , Every 

e•ch は e•ch N, e•ch の両方が可だか. evecy は追性は不可、 every N とする

I don't like this shirt. Show me { I. 

● no ther, an o the, 

別のそひとつ •nuthcr shirt (別+1n)• onnlh"r an ull,er• • 
Heh .. two dogs. One Is とhI t C and l )  Is h I ack. 

the other, that, the ano lher 

うち一匹は. f1りのもう一匹 11 lwn• une • lhc othe, 

Some like baseb•II. •nd < l llkr. lenn;,. 

n then, the o the, 

＂ぼが好きな人もいれはテニスが好きな人もいろ．人• snme• some 

{ I people 1;ke f,sh, while•Jthcrs dlsl,kc ;,, 

Some, 0 lher 

島が好きな人もいるが、他万、嫌いな人もいる. ,,,me• "then• . , 

He h,s two d● ughtecs; one "morried and < l ,s single 

the other, the•nothe, 
うち一人は、あとのもう一人は two• noe• lhe nlhec 
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OCRを用いたファイル入カシステムについて

く成績処理入力の省力化〉

荒木三知夫・山下 巌
く平成元年 9月19日受理〉

An Improvement on the Treatment of Input Data by an Optical Character Reader : 
A Method of the Statistical Processing of Students'Records in Our College 

In this paper we describe an improvement on the treatment of input data by an optical character 

reader. 

In order to input data for the computer's data processing, we have ever inputted data from a 

keybord of a personal computer terminal unit and created the file on a personal computer. Then, 

we have loaded it as datasets on the host computer FACOM M-330FX. 

However, in this study we creat the floppy disk file directly from the data inputted by an optical 

character reader. Next we load it as datasets of the host computer and use it as students'records 

to process by the computer. 

This attempt has the effect to decrease the input errors in comparison with the input by the 

nanual operation from a keybord. It can also simplify the way to input data. 

Michio ARAKI and Iwao YAMASHITA 

1 . まえがき

学校における教育事務処理，特に学生の成績処理は

学生教育・指導と密接な関係にあり極めて重要な業務

であることは言うまでもない事である．本校の電算機

を用いての成績処理業務は，昭和51年，前々年度導入

された教育用計算機 FACOM 230-25を用いて発足

した．その後，社会の変革と共に成績の評価，単位修

得のための要件等も変遷し，そのための対応を行って

きた．その間，各学期毎に作成していた成績通知表も

電算化の後，各試験毎に作成し，学生の教育，指導に

効果的に利用されるように成り，現在に至っている．

成績処理の業務は，正確かつ，時期的にも迅速さが要

求される．担当者として当初よりこのための方策を求

めたが，当時はデータ入力用としてマークカードが使

用可能であったが，記入に当たっての労多くして効果

は期待し得ず，また今日のデータベース化等の使用に

ついては論外のことであった．止むを得ず，次の電算

機にこの「入力の省力化とデータベース化」が可能と

なる機種の禅入を期待して約10年の歳月が流れた．幸

いにも昭和61年教育用電算機を更新することが出来た

が，情報処理教育の発展は目覚ましく，本来の目的で

あるこのための整備，研究に 2年にわたり，教育方法

等改善経費の援助を受け，このための研究を行った．

この研究と並行して，成績処理の省力化についてのそ

の方策を求めたが，予算もなく容易ではないことは明

らかであった．入力省力化の方法として，ハンドヘル

ドターミナルによる方法と， WSを仲介とした OCR

を用いる方法が本校の電算機において可能であると思

われるが，前者は本校に備品もなく入力の確認に問題

もあり，後者について検討を加えた.OCRの利用につ

いては幸いにも利用中の大学の資料を参考にすること

が出来，試行を行った後，本校の機関の了解を得，平

成元年，中間試験より実施した．次に，そのソフトウ

ェア，その他について大略を述べる．

2. OCRを用いた成績処理システム

本校では，昭和50年度から電子計算機を用いた成績

処理システムを開発して成績処理の事務処理効率の改

善をはかってきた．そのシステムは，現在まで計算機

の進歩ならびに本校の進級基準の見直しが数度成され

たことによりプログラム変更を余儀無くされてきた．

進級基準の変更によるプログラムの組み直しは当然

だが，十有余年の間の計算機の進歩に絡む変更におい

ては，まずデータ入力をパンチカードで行っていたが

カナキーのついたパンチマシンがなかったため，カタ
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カナ入力を行うための紙テープ使用のための変更とラ

インプリンターでカタカナ出力が可能になったことに

よる変更，つぎは昭和55年度文部省より特別設備費の

援助を受けて新鋭の FACOM M130Fが導入された

成絞報告内

囮平..匝固年度 ""区分 匝罰 1「明工某莉子専l"J学校

呻名 阻圏 II ~trt 

H□甚"l!ill!ol由li!il!o国1忠Iii H□名 II M 

数字記入例IIDl:El!!l:!!l1111!311!llilll!!li岡l!llEli!!lllll

図 1 OCRシート

ホストコンピュータ

初期データ入力

こ と に よ る 変 更 ， さ ら に 昭 和61年度 FACOM

230-25の更新機の FACOM M-330FXの導入にと

もなってこれまでのパンチカード入力方式をフロッ

ピーディスクを用いる方式への変更をして漢字入力と

漢字出力が可能となり，少しずつ改良をはかり近代化

を進め，プログラム変更をその都度実施してきた．

しかし，依然として入力の方式がパンチマシンから

F6650エミュレータによるパソコン日本語端末を用い

る方式に変わったのみで，作業手順的には省力化の改

善と教官提出の素データをそのまま加工せずに入力す

るという改善は一向に成されていない．従ってデータ

入力段階での人為的なミスの発生の可能性は依然とし

て残り，一旦予備的に成績処理結果が出たところでの

再チェックはどうしても必要であった．このような観

点から入力手順の省力化と素データを直接入力する方

式への改善をめざしたのが今回の研究改良点である．

FACOM M-330FXに接続された F9450:2:に直

結する OCR入力装置を用いて，図 1のような OCR

シートを使って各教官は成績評点等を記入し，教務係

へ提出してもらう．その提出された OCRシートを

OCR入力装置で直接読み込ませて成績処理の素デー

タとする．入力されたデータは F9450:2:上に予め用意

された教科マスター，クラスマスター，学生マスター

ファイルと照合されて， F9450:2:上の成績データファ

F ACOM M330FX配下 L マス ターファイル ' 
-----------------」

F9450~ 配下

図 2 入力処理の流れ
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イルとしてマスターに登録される．そして，ホストコ

ンビュータ FACOM M-330FX上の成績処理シス

テムの入カデータとして，ファイル形態を変更後，ファ

イル転送し直接使用される．

従って，教官から提出されたデータは人為的な加工

の手が加わらないまま成績処理の入力素データとして

使用できるのでミス発生の原因を取り除ける利点があ

る．しかしながら，最終処理結果のチェックは必要な

いかといえば，そこまでの完璧さは後述の理由から，

未だ保証できないので，現システムでは最終処理結果

を出力する前に入カデータと処理結果のチェックを人

為的に実施している．

3. OCR入力処理の手順

F94502に接続した OCR入力装置を用いて成績素

データを読み込み，ファイル形態を変更後，ホストコ

ンピュータ FACOM M-330FXヘファイル転送を

行う処理の流れの全体図を図 2に示す．

本校ではホストコンピュータに FACOM M-330 

FX, 端末コンピュータ（装置）として F94502を専用

回線を介し接続している．その F94502にOCRを付

設している．この OCR利用の成績処理を試みた．

F94502で主に OCRからのデータ読み取りを，クラス

毎の成績一覧表，通知表，判定資料の作成などの成績

処理を FACOM M-330FXで実施している．従っ

て，クラス属性を示すクラスマスター，教科目の属性

を示す教科目マスター，学生の属性を示す学生マス

ター，入力された成績データを蓄える成績データマス

ターファイルが前もって F94502上に創成される．成

績データマスターファイルからファイル形態を変更し

てファイル転送をし，ホストコンピュータの入カデー

タとするところまでが F94502上での処理で，その後

の成績一覧表作成などの成績処理関係は全てホストコ

ンピュータ側で実施される．その間の処理手順は図 2

の中の F94502配下の部分に示す．

まず， F94502上のマスターファイル作成の手順を

説明する．マスター作成用の処理プログラム（③ ARC-

MSTOl)を起動する．そうすると，前もって FACOM

M-330FXのPFDを用いて作成されておる（①，②の

手順）順編成ファイルの中の試験年度，試験区分，ク

ラス人数，クラス名，教科目名，学生氏名等のデータ

を含むファイルを読み取り，教科マスター，クラスマ

スター，学生マスターファイルの 3種のマスターファ

イルを F94502のマイクロディスクに創成する．

次に成績書き込み用 OCRシート作成のための処理

プログラム（④ SEINSATU)を起動して医 1のような

元号，和歴，試験区分，クラス，科目コード及び学生

の氏名を印刷した OCRシートが出来る．そのシート

を各教官に配布し各教官は成績を予め用意されたパ

ターンにならって硬度 H・Bの鉛筆を使用して記入す

る．その OCR シートは教務係に回収されて F9450~

接続の OCRを用いて読み込まれる.OCRシート読み

込みのための処理プログラム（⑤ SOCRRDOl)を起動

すると，元号，和歴，試験区分コードを入力するメ

ニューが表示される．対応コードを入力すると，前述

の教官提出の OCRシートから印刷されておるクラス

と科目コードを読み取りクラスと科目コードを連結し

てキーにし，既に F9450~ のマイクロディスク上に作

成されている教科マスターファイルを参照して教科目

コードの妥当性をチェックする．教科目コードが不適

当な場合は‘‘教科目エラー”の表示をして再入力を促

す．適切であれば， OCRから読まれた成績データを

F9450~ 上の学生マスターファイルから該当クラスの

学生氏名を参照しながら， F9450~ 上に成績データマ

スターファイルとして作成していく．このファイルは

キー付順編成ファイルであり，ホストコンピュータ側

の入力用データセットのタイプと合わせるためファイ

ル転送前にキー付順編成ファイルを順編成ファイルに

変更する．その順編成ファイルを転送してホストコン

ピュータ側の入力順編成データセットとして用いる．

その手順は，まずファイル形態変更のための処理プロ

グラム（⑥ SFILDTOl)を起動すると，試験区分，ファ

イル作成クラス名コードを入力するメニューが表示さ

れる．対応コードを入力すると， F9450~ のマイクロ

ディスク上のクラスマスター，教科マスター，学生マ

スターファイルを参照して対応するクラス，試験区分

コードをチェックして，既に作成済の成績データマス

ターファイルとの対照を行い順編成の転送用データ

ファイルを作成する．この順編成データファイルを

ファイル転送プログラム（⑦ FEXPORT)によりホス

トコンピュータのデータセットにアップロードして，

ホストコンピュータ処理の入カデータとする．

4. OCRによる入力方式の問題点

各教官ヘモデルパターンにならって OCRシートに

成績を数字で記入してもらう際に，記入者の個性的な

特徴から， OCRが判読不可能な文字があり，誤読する

場合がある．特に 0, 1, 6, 5, 4, 9等は記入者

の書きぐせが問題となる数字で OCR読み取りミスが

観測された．これは，一つには成績記入欄に英字コー

ドを含めているので，誤読率が幾分高いと思われるの

で次回は英字コードを用いる所を数字コードに変更し

て運用する予定であり，次回より誤読率を半減し得る

ものと思われる．



18 OCRを用いたファイル入カシステムについて く成績処理入力の省力化〉

現在， F9450~ のみに仮のマスターファイルを作成

してホストコンピュータ FACOM M-330FX側に

はデータベース的マスターファイルは作成していない．

近い将来はホストコンピュータにデータベースを構築

する予定である．その時は F9450~ 側のマスターファ

イルとホストコンピュータ側のマスターファイルを共

通化できる部分は共通化した方が運用上良策と思われ

る．この点の改良策は，現在パソコンデータベースシ

ステム，ホストコンピュータデータシステムあるいは

自作のデータベース構築かのいずれを取るべきか予算

的な面とシステム構築の容易さの両面から検討中であ

る．

5. あとがき

成績処理におけるデータ入力方式の改善策として，

OCRを用いた省力化を研究してきた．システムとして

は末完成のものであるが，その時生じた様々な改善策

を心憶えとして本論文に記録しまとめた．

データ入力効率化という目的からすれば，穿孔機あ

るいはパソコンキーボードからの手入力が削減され，

直接教官提出のデータを入力できることは入力時にお

こる人為的ミス防止の点で好都合であろう．ただし，

OCRの文字パターンの認識率の精度上から起こる入

カミスが多少ではあるが発生する．この難点はこのシ

ステムの習熟度に応じて認識率を高めることは可能で

あろう．

我々は，今後も本システムのレベルアップをはかる

と共に成績処理データベース構築の実現のために努力

してゆく心算である．本研究は将来の成績処理データ

ベース化促進の第一歩としての試みであり，完成度は

低いが，一つのデータ入力効率化の手段を提起したも

のであり，単に成績処理のための入力法のみでなく，

ホストコンピュータを用いた大醤のデータ処理に効果

的に利用可能なシステムと信ずる．

このシステムの実用化にあたり，富士通九州支店第

ー販売部第三販売課笠原，平の両氏，及び SEの方々 ，

富士通九州システムエンジニアリングの湯浅氏には御

指建御援助をいただいた．更に，九州芸工大教務課

の方々には貴重な御助言をいただき，また，本校電子

計算機室の前JII久美子さんには終始御協力いただいた．

御指導，御協力いただいた校内外の皆さんへ深く謝意

を表します．
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て 有明高専紀要第13号（昭和52年）
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数学の CAL'ノフト作成について

坂 西文俊
く平成元年 9月21日受理〉

On the Programs of CAL of Mathematics 

This paper describes the soft programs of CAL in order to learn mathematics taught in our school. 

Fumitoshi SAKANISHI 

0 • はじめに

コンピュータを用いた学習である CAL(Computer 

Assisted Learning)の意義については，さまざまな議

論がなされるところであるが，これはまた後ほど述べ

るとして，少なくとも，そのソフトがあればそれを利

用できるという意味においては， CALの存在価値は十

分にあるように思われる．さらに，その利用により教

育上それなりの成果が上がれば，これ以上のことはな

いわけである．

筆者は，本校で数学を担当しているが，現在，高等

学校の数学の CALは，あまり市販されておらず，ま

た，本校の数学においてはカリキュラムの関係もあっ

て，高等学校の数学の内容と違う点もある．そこで，

今回，筆者は，本校の数学の内容に沿った CALのソフ

トを作成することを試みた．

このソフトは，まだ，メインプログラムの作成と幾

つかの学習内容のデータファイルの入力が終わった段

階であり，その成果がどうであったということはもと

より，実際の授業その他への活用もまだ行ってはいな

いが，近い将来，その利用を考えている．

従って，ここでは，現在できあがっている部分につ

いて述べる．

1. 学習効果のある CAL

作成したプログラムについて述べる前に， CALその

ものについて少し考察してみよう．これは， CAL作成

の上で重要な指針となることである．

1. 1 CALの意義について

なんといっても，一番よい学習方法は，学習者の疑

問点に即座に対応できるマンツーマンであろうが，そ

れが許されない状況にあるとき，学習者は自学自習を

余儀なくされる．そして，この場合，学習者が取るべ

き最も手軽な手段は，本などの印刷物やカセットテー

プなどの活用であろう．そこで，もし CALが印刷物や

カセットテープに匹敵するくらいの特徴や効果を持っ

ているならば， CALによる学習は意味のないものでは

ない．

では， CALはそのような特徴を持ち得るかどうかを

考えると，多くの CALは，専用機を除けば音声の発生

機能がないので，カセットテープのような聴覚からの

効果は望めない．しかし，印刷物による学習のような

視覚からの学習においては，学習内容が紙面上にある

か画面上にあるかだけの違いであるから， CALも立場

は対等である．それどころか，印刷物の場合，多くは

一色印刷だが， CALでは，多色表示が可能であり，ょ

り視覚的に訴える効果が大である．加えて，問題解答

の即時判定などのように印刷物にない機能を持たせる

ことも可能である．もちろん印刷物は，ページをめく

るだけで，任意の内容へ移行できるという特徴がある

が，この機能も CALに持たせることは可能である．っ

まり， CALは，自学自習の学習手段としては，潜在的

には大きな効果を持つ可能性を秘めており，従って，

それなりの意義があると思われる．

1. 2 学習効果を上げるための要因

CALの学習効果は，取り上げる学習内容と，学習者

の学習意欲，それに指導者の事後処理に大きく関わる．

学習内容については，どのような学習内容のもので

もCALの方が効果が上がるかというと，一概にはそ

うとはいえない．筆者の考えでは，英単語の暗記や社

会科などで暗記を必要とする部分，数学の計算問題な

どのように繰り返しの練習を要する学習等では，それ

なりの成果をあげるように思われる．これに比べ，事

柄の解説説明を重点とした学習内容には，あまり向い

てない感がある．つまり， CALは，学習の予習よりド

リル的な復習に利用した方が，よりその学習効果を上
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げるように思われる．

また， CALを使うときの学習者の学習意欲は，ひと

えに， CALの使い良さに依存する．いくら内容がよい

CALでも，使用時に，画面が見にくいとかキー操作が

煩わしいとかあるいは本で学習した方が楽であるとか

の感じを抱くならば，学習者は CALによる学習の意

欲を失うであろう．

また，指導者側からみれば，指導者が学習者の学習

状況を詳しく把握し，それにより，学習者に適切な事

後処理を施すことも，より CALの効果を上げるうえ

で絶対必要となる．

1. 3 CALに持たせるべき特徴

上記のことより， CALは，印刷物による学習の特徴

を含み，それ以上の特徴を持つことが望ましい．具体

的には，以下のようなことなどが， CAL作成の指針と

なり，それらをより深く掘り下げることができるほど，

より学習効果のある CALとなるであろう．

(1) 取り上げる内容がよい

(2) 使いやすい（操作が簡単である）

(3) 任意の内容を簡単に見れる

(4) 多くの問題を与え，その解答の即時判定ができ

る

(5) より視覚に訴える効果がある

(6) 指導者が学習者の学習状況を把握できる

2. 作成した CALプログラムの精神

今回作成した CALプログラムの作成全般を通して

の考え方について述べる．

2. 1 使用機器とプログラム言語について

筆者は，パソコン用のプログラム言語としては，

BASICしか扱えない．今回プログラムの作成に用い

た言語は，富士通の FBASICである．

NECの機器で使える BASICと比べた場合，今回用

いた FBASICの利点としては，次のことがあげられ

る．（参考文献[1 ]) 

(1) 本校の電子計算機室の利用

現在，本校の電子計算機室には，富士通 FMR-50が

40台余り設置されているので， CALの実際の活用には

これを利用できる．

(2) 特殊文字等の簡単な表示

数学など理数系の科目には，指数や添え字，分数や

積分記号などの特殊な文字記号の表示が必要になるが，

FBASICのSYMBOL命令を使うと， 1/4角文字の表

示や， 1/2改行の行表示などが割と手軽に表示できる．

(3) 多様な画面表示色

CALの大きな特徴の一つとしては，普通の印刷物と

違い，画面の表示に様々な色を使って，学習内容を視

覚的に訴えることができる点があるが， FBASICで

は，通常の 8色と，それらの高輝度の 8色，さらに，

その反転あるいは点滅など，様々な表示色が使用でき

る．

2. 2 プログラム作成の留意点

プログラムの作成に関しては，次の点に留意した．

(1) メインプログラムとデータファイルの独立

一般に流布している CALのソフトにみられるよう

に，作成したプログラムも，メインプログラムとデー

タファイルを独立させた．すなわち，メインプログラ

ムに学習する内容の項目のデータファイルを併せて運

用するようにした．

従って，この CALは，データファイルを替えること

により，別の教科の CALとしても利用は可能である．

（もちろん， この場合，データファイルを作成する必

要がある）

ただ，この CALでは，データファイル自体も

FBASICのプログラムであり， CHAIN MERGE命

令でメインプログラムと結合して実行する仕組みに

なっている．

(2) なるだけ簡単なキー操作

プログラムの作成においては，実際に CALを使用

するとき，パソコンの初心者でも機器の操作ができる

ように心がけた．

自動起動，自動終了に加えて，各画面でのキー操作

は，その説明を表示するようにした． とくに，→，←，

↑，↓ キーや， CRキー， BSキーの表示は，グラフィッ

クで描画し，キーボード操作の初心者でも押すべき

キーがわかるように心がけた．

また，学籍番号の入力と練習問題の解答入力を除い

ては，キー入力の単純化と入カミスを極力防げるよう

に，使用できるキーの種類を少なくした. (ESC, CR, 

→，←， ↑ , ↓， BSキーしか受け付けない）．とく

に，学習項目などの選択の場合は，選択肢を→，←，

↑，↓ キーで移動させて選択し， CRキーで決定させる

ようにした．

(3) 表示色の意味付け

FBASIC多様な表示色を持つことはさきに述べた

が， CAL全体を通して，表示色に原則として次のよう

な意味付けを持たせた．

●青……キー操作の説明や，練習問題の解答欄

●赤……問題解答ミスなど特に注意を促す事項

●紫……参照事項および例題

●緑……選択肢の選択事項や，キー入力事項

●水色…学習内容の説明事項

●黄色…キー操作や学習内容の注意事項

● 白……数式
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●高輝度…学習内容に関する事項 (D)前の画面や次の画面ヘスクロールできる．

●低輝度…キー操作に関する事項や下地の画面

●反転……重要な単語や，事項を表す単語

●点滅……キー入力を促す事項

（好きなところから学習を始めることができる）

(E)練習問題は，解答したい問題から解答できる．

(5) 繰り返し学習のための措置

(4) 学習中の自由な内容変更 繰り返し学習を行うための措置として，次のような

機能を持たせた．印刷物による学習では，ページをめくれば他の内容

への移行ができる．この感覚を， CALに取り入れた．

つまり，学習中に次のような自由な内容の変更や移動

が可能である．

(A)練習問題（内の数値）のランダムな変化．

(A)好きな時点で， CALを終了できる．

(B)問題の解答状況に応じたメッセージの表示．

(C)学習状況データの表示と記録．

(6) 指導者の事後処理について

(B)学習中の項目から他の項目の学習へ移行できる． 今，述べたように，作成した CALは，学習者の学習

状況を記録する．従って，指等者は，それを参考にし

て，学習者への助言が可能である．

(C)学習中の項目から他の項目の内容を参照し，参照

終了後，元の学習中の項目に戻れる．

図 1 CALの基本的な流れ

キー操作
屈I,曰，El,団，国，回，臨，回・・・そのキーを押す
[* *]…曰/E]/[fj/国で選択し、回で決定
{*}…英数字（及び＋ー）キーのみを受け付ける

く参照項目内容一覧＞
慶（田/[I])

く操作の説明＞
く学籍番号の入力＞

{****}巨
{****}巨l

［終了］ ＜学習項目選択＞
口終了］／［学習項目］

［学習項目］一ー」

＜項目内容学習＞
（例題：因／田／国／口）
（問題：図／田/[I]/曰／曰

：／口／瞬囲／｛＊））
匝 ([I]/国）

I 
［学習続行］

［他の項目参照］ ＜案内＞ ［他の項目学習］

~ [学習続行］
［参照終了 /[CAL終了］

L; 霊悶悶雷
（／［参照終了］）

[CAL終了］

く終了＞

く学習データ表示、記録＞

く学習項目内容一覧＞
麟 ([1]/国）

［案内取消］
く学習項目選択＞

区［案内取消］
／［学習項目］
［学習項目］
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図 2 各画面について

く操作の説明＞＜学籍番号の入力＞画面

,------

＇ I 

＇ ， 

＇ ， 
I 

， タイトル トー―---
---------------------------------

操作の説明

: r---------------------------------
ー一＿＿＿＿， 学籍番号入力欄 r-----

---------------------------------

＜項目内容一覧＞画面

「―--------------------------------------------,
＇ I I 

o I 

I 

項目名と簡単な項目内容の一覧

（田/[I]で一覧がスクロール）

（図でく項目選択＞画面へ）

ガイドライン

＜項目内容＞画面

I NO: 項目名：---------------- -----
簡単な項目内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

[AA]-----------------------------------------

内容表示
（定理等、例題、問題を表示）

（田／国でページスクロール）

（画面上部の項目名等は、選択した項目のもの）

([AA]: 学習中は［学習］、参照中は［参照］が表示）
([BB]: 最終ページのとき、そのメッセージを表示）！

([CC]: 問題の解答状況のメッセージを表示） ： 

[BB]------------------------------------[CC]-: 
------------ ---------- -------------

ガイドライン

※ガイドラインについて

＜項目選択＞画面，＜項目内容一覧＞画面

1 四案内

＜項目内容＞画面

(1)通常、次のようなキー操作の説明を表示

＜項目選択＞画面

NO: 項目名： 簡単な項目内容-------- ------- ---
r---------------------------------------------: 
' 
''  
’’  

項目内容一覧

曰／曰／国／国で選択、回で決定

（図でく項目内容一覧＞画面へ）

：（画面上部の項目名等は現在選択中の項目のもの）：

く終了＞画面

ガイドライン

学習データ表示

（口で電源OFF)

______________________________________ : 

＊例題解答中… I 図案内 田[Page**f**]Cil 回例題解答

＊問題解答中… 1 四案内団[Page**/**]田曰［問題＊＊＊／＊＊＊］曰回正解脚訂正囲採点

＊参照中・・・・・・・ ［ 匿案内 国[Page**f**]国 （参照中の例題，問題は正解が表示される）

(2)因が押されたとき、次のようなく案内＞の選択肢を表示

I c学習（参照）続行J[CAL終了］ ［他の項目学習］ ［他の項目参照］（［参照終了］）

(3) [CAL終了］が選択されたとき、次のようなく終了確認＞の選択肢を表示

I 本当に終了しますか？ ［終了する］ ［終了しない］
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3. メインプログラムの機能について

作成した CALのメインプログラムは，データファ

イルと独立しているので， CALの基本的な機能は，

データファイルを替えても変わらない．この節では，

作成した CALのメイ ンプログラムが持つ基本的な機

能について解説する．

3. 1 CALの基本的な学習方法

この CALを使用する学習者は，基本的に次の順序

で学習を行うことになる．

(1) CALは，自動的に起動する．

(2) キー操作の説明の後，学籍番号を入力する．

(3) 学習する項目を選択する．

（必要ならば，項目の主な内容を表示させて，それ

を参考に項目を選択する）

(4) 学習（内容の説明，例題，練習問題）を行う ．

（学習は，任意のページから始めることができる）

（学習の途中で，他の項目の内容を参照できる）

(5) 任意の時点で，終了する．

(6) 学習状況が表示，記録され，自動的に電源が切れ

る．

3. 2 各種画面とキー操作（図 1'図2参照）

この CALを使用したときに表示される画面と，そ

のときのキー操作について説明する．以下で，【 】内

に記されたキーは，そのときの画面で受け付け有効な

キーの種類であり，実際の画面上では，その説明が，

画面最終行（ガイドラインと呼ぶことにする）に表示

される．

(1) 自動起動

• MS-DOSとFBASICの自動起動機能を用いて，

電源投入後，自動的に CALの最初の画面（＜操作の説

明〉，＜学籍番号入力〉画面）が立ち上がる．

(2) <操作の説明〉，＜学籍番号入力〉画面……………

... .......... •.•. ....... ...... 【{4桁の英数字},CR, BS】

●全般的なキー操作の説明が表示され，学籍番号入力

待ちになる．

● く学籍番号入力〉は，{4桁の英数字}CRで行い，

訂正は BSキーで行う．

●学籍番号入力後， ＜項目選択〉画面になる．

(3) <学習（参照）項目選択〉画面……………………

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．【→，←，↑ , ↓， CR, ESC】

●学習項目一覧が青色の枠に表示され，その内の 1項

目が，→←↑ ↓ キーにより移動する緑色の枠で表示さ

れる．このとき，画面上部には，緑色の枠で表示され

ている学習項目の主な内容が表示される．

●学習（参照）項目の選択は，この内容を参考にして，

緑色の枠を→←↑ ↓ キーで学習したい項目に合わせ，

CRキーで決定する．

●選択肢の中には，［終了］が含まれており，それを選

択すると く終了確認〉の選択肢が表示される． （＜終了

確認〉について は(4)で述べる）

●この画面で， ESCキーを押すと，各学習項目の主な

内容の一覧である ＜項目内容一覧〉画面になる．（＜項

目内容一覧〉画面については(5)で述べる）

(4) <終了確認〉の選択肢…………【→，←， CR】

●本当に CALを終了するかどうかの確認を行う．確

認は，［終了する］，［終了しない］を→，←キーで選択

し， CRキーで決定することで行う．

●［終了する］を選択すると， ＜終了〉画面になる．（＜終

了〉画面については(9)で述べる）

●［終了しない］を選択すると，終了確認のために ESC

キーが押された時点の画面に戻る．

(5) <項目内容一覧〉画面…………【↑， ↓， ESC】

●各学習項目の主な内容の一覧が表示される．

● この一覧は， ↑ ↓ キーでスクロールする．

• ESCキーの入力により， ＜学習（参照）項目選択〉

画面に戻る．

(6) <項目内容学習〉 画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

..........•.....•.......... 【↑， ↓， ESC, (2. 3参照）】

●選択した学習項目を実際学習する画面である．画面

上部に項目名と主な内容が表示される．中央部が学習

内容の表示欄で，緑の枠で囲まれている．

●ガイドライ ン（画面最終行）には，通常，キー操作

の説明が表示されているが， ESCキーを押すと，＜案

内〉の選択肢が表示される．（＜案内〉については(7)で

述べる）

●緑色の枠内に表示される学習内容は， ↑ ↓ キーによ

り，ページ単位でスクロールする．従って，以前学習

した部分はスクロールさせて，続きの部分からの学習

ができる．なお，最終ページでは，その旨のメッセー

ジが表示される．

(7) <案内〉 選択肢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..【→， ←， CR】

● く項目内容学習〉画面や後で述べる ＜項目内容参照〉

画面で， ESCキーが押されると，ガイドラインに く案

内〉選択肢が表示される．

● く案内〉は， CALの学習の流れを変えるものであ

り，その選択肢は，学習中は，［学習（参照）続行］，

[CAL終了］，［他の項目学習］，［他の項目参照］の 4

種類で，参照中は，これらに［参照終了］が加わる．

● これらの選択肢の選択は，学習項目の選択と同じく，

→，←キーで選択し， CRキーで決定する．

● ［学習（参照）続行］が選択されると， ESCキーが

押された時点の学習あるいは参照に戻り，ガイドライ

ンもキー操作の説明になる．
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● [CAL終了］が選択されると，＜終了確認〉選択肢が 動的に電源が切れる．

表示される．（＜終了確認〉については(4)で述べた） (10)自動電源切断

● ［他の項目学習］あるいは［他の項目参照］を選択 ●く終了〉画面で， CRキーを押すと，自動的に電源が

すると，＜学習項目選択〉画面あるいはく参照項目選択〉 切れる．

画面になり，その画面で選択した別の項目内容の学習 3. 3 く項目内容学習（参照）〉画面における内容

あるいは参照に移行できる． 学習あるいは参照画面で，内容の表示欄に表示され

ただし，このときのく項目選択〉には，［終了］の代 る1ページ分の学習（参照）内容は，原則として，内

わりに［案内取消］の選択肢があり，これを選択する 容の説明と，例題と，練習問題からなる．各ページは，

と，もとの学習（参照）画面の ESCキーを押した時点 ↑ ↓ でスクロールする．

に戻る．＜項目選択〉画面で， ESCキーを押すとく項目 (A)内容の説明について……………【ESC, ↑， ↓】

内容一覧〉画面になる． ●学習項目に関係のある事項（定義，定理，注意など）

● く項目内容参照〉画面で（すなわち参照中に）， ESC を枠で囲んで簡単に説明する．

キーが押された場合には，＜案内〉選択肢に［参照終了] (B)例題について（図3.2参照） 【ESC, ↑， ↓， CR】

が加わる．これを選択した場合には，＜項目内容参照〉 ●例題においては，キーポイントになる部分が紫色の

が終了し，参照のために ESCキーが押された時点の 枠で隠されて表示される．

＜項目内容学習〉画面に戻る．（例題解答中であったな ● CRキーの入力により，その中味が表示される．

らばその解答中の例題に，練習問題解答中であったな ● このとき，必要に応じて，グラフを描いたり，注意

らばその解答中の問題に戻る．このとき，通常な らば， する部分にアンダーラインを引くなどの処理がなされ

練習問題（の数値）は，画面を替えるとランダムに変 る．

化するが，［参照終了］後はもとの数値のままである） (C)練習問題について……………………………………

(8) <項目内容参照〉画面……………【ESC, ↑， ↓】 ………【ESC, ↑， ↓， CR, ¥, +, -, {英数字｝】

●以前学習した項目や他の項目の内容を，あたかも本 ●練習問題（の数値）は，ページを替える毎にランダ

のページをめくる感覚で参照できるように，プログラ ムに変化し，繰り返し，違う問題が学習できるように

ムにこの機能を持たせた． なっている．

● く項目内容学習〉画面で， ESCキーを押し，＜案内〉 ●各ページでは，練習問題は，数問青色の解答欄で表

で［他の項目参照］を選択，さらに，＜参照項目内容選 示され，その内の 1問が解答入力待の問題として緑色

択〉画面で参照する項目を選択すると，その項目の内 の枠で表示される．

容が参照できる． ● この緑色の枠は，→←キーで移動するので，学習者

● この画面では，あくまでも参照に重点を置くため， は，数問の内，任意の問題から解答できる．

例題や練習問題は，自動的に正解を表示するように ●解答入力は，英数字キーと＋ーキーにより行い，入

なっている． 力した文字の訂正は， BSキーで行う．また，添え字や

●参照内容の表示画面は，紫色を主体に表示される． 指数などの1/4角文字の入力は，あらかじめ青色の解答

• ESCキーを押すと， ＜案内〉選択肢が表示され，そ 欄が小さく表示されているので，自動的に1/4角文字に

の選択により，［参照終了］を選択すれば，参照のため なる．

にESCキーを押した時点の学習に戻る．もちろん，他 ●入力した文字列が，正解と同じ長さの文字列になっ

の選択肢を選べば，それに応じて，参照続行や， CAL た時点で，正解かどうかの判定を行う．

終了，他の項目の学習あるいは参照ができる． ● このとき，正解であれば，正解であることのメッセー

(9) <終了〉画面……………………………………【CR】 ジを表示し，次の問題の解答欄に進む．

● く終了確認〉選択肢で， ［終了する］を選択すると， ●一方，誤りの場合は，密告音を発すると共に，誤り

この画面になる． の解答と間違えたことのメッセージを赤色で表示し，

●ここでは，学習開始時刻や，終了時刻，練習問題で 再度，同じ問題の解答入力を促す．

の総解答数や総正解数および正解率が表示される． ●また，どうしても正解がわからないときは， CRキー

● これらの情報は，ディスクに学習データとして，学 を押すことにより，正解を表示して次の問題に進む．

籍番号と共に記録される．（これらは，実際の CALの ●さらに，¥キーを押すと，その時点までの解答数，

活用において，学習者の学習状況を確認するのに役立 正解数，正解率等の解答状況を表示する．

つ） •-通り，練習問題が終わると，学習者は， ↑ ↓ キー

● CRキーを押すと， FMR-50のPOFF機能により自 によりページを替えるか， ESCキーにより＜案内〉を
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図3. 1 
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図3. 3 

~, 詈巴一 2)郊寧に関する守衰q配点など）と、そのグラフを書いた II)する

＊＊定理**(2次関数のグラフについて（まとめ））
y=a(x-p戸＋告のグラフは y=a x2のグラフを
x軸方向に p,y軸 向にqだけ平行移動したもの
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表示させ，他の処理への移行を行うことになる．

(D)参照画面について（図3.3参照） 【ESC, ↑， ↓】

●参照画面では，純然たる参照を目的とするので，例

題や練習問題は，キーポイントや正解が自動的に表示

される．

4. プログラム概説

ここでは，プログラムの中味について，簡単に説明

する．（プログラムリスト参照）

4. 1 メインプログラムについて

●プログラムは，処理毎にサブルーチンに細分化され

ている．そして，ここでは，簡易コマンドを除いて．

（ピリオド）を含むラベル名は，サブルーチンを表し

ている．

●ラベル名や変数名は，原則として処理の内容がわか

りやすいように，そのものを表す名前を漢字を用いて

付けた．ただ，漢字を多用したため，少々見辛いきら

いがあるのは否めない．

●簡易コマンドは，プログラム中に頻繁に現れる一連

のパラメータを持つコマンドの記述を簡略化するもの

である．

4. 2 データファイルのプログラムについて

●各データファイルは，各項目単位で作成する．すな
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わち，一つの項目に対し，一つのデータファイルを作

成する．

●一つのデータファイルは，ページ単位で分割されて

いる．

●ページ単位の中味は，画面表示に関する部分

*Pnと例題などのときに行う処理に関する部分

*Snから成る．

(A) * Pnについて

画面表示の文章は，内容および（その表示色や，

それが1/4角文字であるとか例題あるいは問題で

あるとかなどの）属性を与えるDATA文で記述さ

れる．

(B) * Snについて

主な処理は，例題において注意を要する部分に，

アンダーラインを引いたり，グラフを描いたりす

ることである．これらは，メインプログラムのサ

ブルーチンを使って行われる．ちなみに，アンダー

ラインはラインスタイルの番号を指定することに

より， 5種類の線種の中から選べる．

●もし，処理を行わず，文章の表示だけを行うならば，

DATA文のみを記述すればよいから， BASICの知

識はほとんどなくても，データファイルが作成できる．
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5. 数学について

前節までのことは CALとしての機能に関すること

で， CALの学習教科としては，とくに数学に限った事

柄ではなかった．ここでは，数学用の CALとして，そ

の学習内容の中味である数学に関することについて述

べる．

さきに述べたように，繰り返し練習を要する学習に

おいてこそ CALの真価が発揮されると思われるので，

CALのデータファイルとしての内容は，繰り返しの練

習を主体としたものにし，授業で行うような内容の解

説は最低限に抑えた．つまり，数多くの練習問題に当

たり，復習の効果を高めて，学習内容の修得をはかる

ことを主目的とした内容になっている．従って，もし，

CALによる学習中に，内容に関しての質問点や疑問点

が出てきた場合， CAL自体で対処できないことになる

わけだが，こういう点は，とにかく CALを百遍やって

おのずから理解するか，担当の教官に質問するべきで

あろう．

いずれにしても，今回作成した数学の CALの内容

は， ドリル的練習問題の解答を主体とし，そのために，

比較的易しい部類の問題集（参考文献 [2]) を基に，

データファイルを作った．

6 • 問題点と将来の展望

今回作成したプログラムは， 1. 3で述べたような

印刷物の特徴をより越えるような特徴を持つ CALを

開発することを目指して作成してきたが，まだまだ多

くの問題点を含む．ここでは，その問題点とそしてこ

れからの発展性について述べておわりにする．

(1) メインプログラムの改良

まず，取り上げるべき問題点は，プログラムの改良

である．メインプログラムの主な機能はとりあえず棚

上げしてお くにしても，この CALのメイ ンプログラ

ムの大きな欠点の 1つは，各ページの画面の表示に

少々時間がかかる点である．これは，表示する文章が

その一部に1/4角文字や例題のキーポイント，練習問題

の解答欄を含むとき，文章を分割して表示することに

由来する．表示速度が遅いことは，実際 CALを使用す

る学習者からすれば，多少苛立ちをおぽえるかも知れ

ないことでもあり，ひいては，学習意欲をそぐことに

もなりかねないから， とにかく，表示の高速化が実現

できるようなメインプログラムの改良が必要である．

(2) データファイル作成用プログラムソフトの開発

次の問題点は，データファイルについてである．

データファイルの作成においては，まだまだ不十分

な点が多い．

本来，ディスクの容量の点からいえば，データファ

イルはシーケンシャルファイルにすることが望ましい

のであろうが，筆者の力量不足で，例えば，数学で現

れる多様な関数のグラフを描く処理などの場合，これ

らの関数そのものをシーケ ンシャルファイルのデータ

として記録する方法を無知なため， 1節で述べたよう

に，データファイルは，それ自体も FBASICのプログ

ラムとして作成されている．従って，データファイル

を作成するためには，必然的に FBASICのプログラミ

ングの知識が必要である．

また，データファイルの中味は，内容が一目瞭然と

はなっていない．

これらを克服するためには，データファイルが手軽

に作成できるような，データファイル作成用のプログ

ラムを開発することが最良策である．この場合，デー

タファイルを，その作成用ソフトで作成することに伴

い，メインプログラムを一部手直しする必要も生じる

が，現在あるようなデータファイルを作成し続けて行

くよりもはるかに効率的であろう ．も ちろん，それは，

どれくらいよい作成用ソフトができるかに依存するが

(3) データファイルの充実

続く問題点は，その作成用ソフトの開発云々に関わ

らず，データファイルの入力が大幅に未完であること

である．また，データファイルの内容についても，参

考にする教材の選考を含めて，その吟味をしなければ

ならない．言うまでもな く，この学習内容は，学習者

の学習意欲をそそり，かつ，実力を養うようなものが

必要であるが，当面は，実際に CALを活用した後で，

データフ ァイルの中味を手直しし，より充実した内容

にしていく他はあるまい．

(4) 実際の活用とその効果

そして，最大の問題点は，現在まだ CALの実際の活

用を行っていないことである．従って，これを実際に

使用したときの効果についても，はなはだ，疑問点が

残る．とにかく，プログラムの改良やデータファイル

の充実を計り，早い時期に CALの実際の活用ができ

ることが望まれる．
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プログラムリスト

●メインプログラム

3000 '•• 事●●庫．．．．．．．．．．．亭●●●●＊箪軍事．．．．．．＊＊•＊＊＊事＊＊＊：
3010'• 
3020'• 基関散学 I CA  L • 
3030 ' • 
3040 ' • : 
3050'寧

3060 '.. 寧．．．．．．．寧●寧．．．．．．．．．．．＊●●●事．．．．．＊＊＊．．．．．：
3070' 
3080 'sove "KISOSU.BAS" 
3090' 
3100 ' ••••••••••••••••••===••••••• MAIN ROUTINECSTART) =・==•••==●●=••····· ·••=ロ
3110• 開始：＇ ＜――---------------------------------------------------------------
3120 GOSUB• 初期．設定： GOSUB• 開 飴 .i!i ilii , GOSUB• 名前 ．入力
3130 名前 S•AAScJ!I! 蛉庄割 S•TIMES
3140 ' ----------------- --- -------- - --------------- -- ----- -------- - ----- -)•Ill! 蛉
3150• 項目 ：＇ ＜ー―---------------------------------------------------------------
3160 G□SUB事項目 .iii面
3170• 項目選択： CX¾•KX¾'CY¾•KY¾, GOSUB• 項 目．入力： KX¾•CX¾'KY公式：Y¾ 
3180 IF ANS¾•&H!B THEN GOTO• 項 目寡 内
3190 IF CZスー0 ANO案 内 x〉0 THEN RETURN 
3200 IF CZ¾ • • THEN GOSUB• 納了．判 定： ON 終了¾+! GOTO事紆了．寧項目選択
3210 項目 ¾•CZ¾, 案内 ¼=0
3220 '------------------------------------------------------------------) *項 目
3230• ファイル結合 ：＇ ＜――-------------------------------------------------------
3240 GOSUB•MSG . 待って：フ ァ イル名 S• "¥NAIYOU¥K"+RIGHTSCSTRSC 100+項 目 ¾>,2>+" . DAT"
3250 CHAIN MERGE 7 ァイル名 S,10000.ALL.DELETE 10000-
3260'-------- - - -- ------ - ----------- ------ - ---- ----- - ---- - - - - ---)• ファイル 11i含

3270• 内容：＇＜― ―---------------------------------------------------------------
3280 COLOR 4. 0, , 0, CONSOLE 2. 23, CLS 1 , MWS• MWOS, GO SUB 亭窓粋 ：CLS 5'GOSUB ●内容．枠
3290 IF GS¾• 1 OR P¾< 1 OR P¾ > PT¾THEN P¾• l 
3300寧内容表示： GOSUB• ペ ー ジデータ．設定
3310 IF GS¾ ー1OR宴内ス）1 THEN GOSUB• 安霰．設定 2 ELSE GOSUB• 変霰．設定 1
3320 CLS 1'LNS• " 1 2782252", GOSUB•G. CLS, L NS•" 024 7824", GOSUB•G. CLS 
3330 ON P¾GOSUB 車Pl, •P2, •P3. •P4, •PS . • P6 , •P7, •PB, •P9 . •PlO, •Pl!, •P12, •Pl3 , •Pl4 
3340 WHILECTSO"Z"> cREAD TS cGOSUB• 内容表示．処理： WEND 
3350 ESC¾•O, GOSUB •ESC 表示 ： GOSUB 寧ペ ージ．表示
3360 ON P¾GOTO•SI. 寧S2.寧S3.•S4. 寧ss.寧S6,•S7, •SB . •S9. •S10, 車Sil.•S12. •S13. •S14 
3370'------------------------------------------------------------------
3380' 

）＊内容

3390• 項目案内：＇く—--------------------------- --------------------------- ------
3400 GOSUB• 項 目纂内．画面： CX¾•KAX¾'CY¼•KAY¾, GOSUB 事項目案内．入力

: KAXX• CXX , KAY¾•CY¾ 
3410 GOTO事項 目
3 420' ----- > 
3430• 縛了：＇＜

＊項目案内
-----------------------------------------------------------------

3440 GOSUB ●賽了．董面 ：GOSUB• 字習デ ー タ．書さ込み
3ヽso攣裏了 1文字入力

: IF INKEYSOCHRSC&HOO> THEN GOTO•It 了 1 文字入力 ELSE CLS, STOP, SYSTEM 
3460 END 
34 70'------------------------------------------------------------------）寧終了
3480' • ••••••••••••••••••••••••••• MAIN ROUTINECEND)••••••=••••••••••••••••••= 
3490 ' 
3500' •••••••••••••••••••••••••••• SUB ROUTINECSTART>••••••••••••••••••••••••• 
3510 ●終了．判定：'<------------------------------------------------------------
3520 GOSUB• 綬了．判定．表示： GOSUB• 績了．判定．選択：終 了 ¾•CX¾, RETURN 
3530'-------------------------------------------------------------
3540' 

)●終了．判定

3550•REIDAI ,' ●例麗．処還：'<----------------------------------------------------
35an IE. .RT¾•<O THFN RF.TU_RN 
3570 R¾•Rl¾+l cR2ス•Rl¾+RL¾c IF R2¼>RT¾THEN R2¾•RT¾ 
3580 WHILECR¾<•R2X> c RS一例題 SCR¾)
3590 IF GS¾•l OR RX<SR¾THEN GOTO• 例題．次
3600 ZlS•LEFTSCRS, 1 >, Z4S•LEFTSCRS, 2>+"6 ", ZS•Z4S+MIOSCRS, 5, 4 > 
3610 IF Z!S• "S" THEN ZS• Z!S+"6"+MIOSCRS,3,B>, 
3620 TS•ZS+"?" , GOSUB ●皐 ．表示 ：RLX¼•L X¾ - 1, RL Y¾=L Y¾ 
3630• 例..入力
3640 GOSUB• 例題．キー表示
3650 LOCATE RLXX,RLY¾,lcGOSUB• 例題.!文字入力 ：LOCATE , , 0 
3660 IF ANSX•&H!B THEN GOSUB ●内容 ．案内： GOTO• 例題．入力
3670 IF ANS¼•&H!E OR ANS¾ ー&H!F THEN RE TURN• 内容表示
3680 事例麗．次： GOSUB• 例麗．表示 ：R¾ • R¾+ l 
3690 WEND, Rl ¼• R2¾ , GOSUB•REI. SEN 
3700 RETURN,'-----------------------------------------------------------------) 
3710 叫州璽.!文字入力 ：＇く Csub sub>---------------------------------------------
3720 ANSS•INKEYScIF ANS$•"" THEN GOTO• 例題 .1文字入力 ELSE ANS¾•ASC CANSS> 
3730 IF ANSX•&H l B OR ANS¾•&HOO THEN RETURN 
3740 IF CANS¾•&HlE AND P¾>l) OR CANS¾•&H!F AND P¾<PT¾> 

THEN P¾•P¾+2•CANS¾-&HlE) - l cRETURN 

mg 悶悶芯翌悶~~例で題の' i~= ぐ＿在ここ：ここここここ二こ：こここ：ここ：ここ：：こここごここ：2
3770 FOR I • l TO !OcLNSCI)•MIDSC L S.9•1 - 5,B> cNEXT IcGOSUB•REI.SEN 
3780 CL•VALCLEFTSCLS, 2»cLC•CCL MOD 10> cRL¾•CCL ¥ 10>, IF RL公く lTHEN RL¾• l 
3790 RETURN,'----------------------------------------------------------------> 
3800'------------------------------------------------------------->• 例霞．処糧
3810' 
3820•MONDA!, ' ●問題．処糧：'<---------------------------------------------------
3830 R¾•RTX+l cLNS•"35247824" cGOSUB•T .CLScGOSUB•G.CLS 
3840 IF MT¾ くー0 THEN GOTO• 問 題．なし
3850 IF GS¼ ー1THEN FOR M¾ ーlTO MT¼, GOSUB• 問題 ．属性

: CLRS•"7", KS• 正解 ScGOSUB•解答．表示： NEXT M¾, GOTO• 問題．なし
3860 FOR M¾=l TO MT¾, KS• 解吝 $CM¾)

: IF KSく） "" THEN GO SUB• 問題．鼠性： GOSUB• 解笞．表示
3870 NEXT M¾ 
3880 MX•SMX , IF GS¾•O THEN GOSUB• 問題．キ ー表示
3890亭解答．入力
3900 GOSUB• 問題．番 q表示： KS• 解 吝 SCM¾>, GOSUB• 問題．属性
3910 WCLR•4cGOSUB• 解笞．表示：...... ·,rs•z•n>,GOSUB ●皐．裟示
3920亭解答 .1文字入力
3930 LOCATE LX¼ . LY¾. 1 cANS$•IN•EY• 

: IF ANS• • .... THEN GOTO ●解答 .I文字入力 ELSE ANS¾•ASCCANSS>, LOCATE .. 0 
3940 IF MW•l THEN MW•OCGOSUB•MSG. 枠
3950 IF ANS¾•&H!B THEN GOTO• 問題震内
3960 IF ANSかかlE OR ANS¾•&HlF THEN GOTO• ページ．変更
3970 IF ANS¾•&HlC OR ANS¾•&H!D THEN K•• 解吝 SCM¾> , GOTO• 問題．変更
3980 IF ANS¾•&HOB THEN GOTO• 文字．消去
3990 IF ANS¾ • &H5C THEN GOSUB ●採点表示： GOTO• 解笞.!文字入力
4000 IF ANS¾•&HOD THEN GOSUB• 正解．表示： GOTO• 問題変更
4010 GOSUB• 文 字 ．交隕
4020 IF LENCKS+ANS•»SSL THEN BEEPcGOTO• 解笞 .I 文字入力
4030 K•••••ANS• c 解笞 SCH¾>•K•'CLR••.. 1 .. , GOSUB ●解吝.;&示
4040 IF LENC KS» • SL THEN GOTO ●正解．判定 ELSE GOTO• 鱗笞 .1文字入カ―-------、
4050• 問題．なし：＇ ＜――----------------------------------------------------------
4060 GOSUB• 例 題 .1文字入力
4070 IF ANS¾•&HlB THEN GOSUB• 内容．案内： GOTO• 問 題．なし
4080 IF ANS¾•&HlE OR ANS¾ • &H!F THEN RETURN●内容表示
4090 BEEP, GOTO• 問題．なし
4100 事問題．案内 ：＇＜ ――----------------------------------------------------------
4110 MLX¾•LX¾, ML Y¾•L Y¾, GO SUB ●内容．案内
4120 GOSUB• 問題．キ ー去示： GOSUB• 問題 ．番サ表示： LXが •ML X¾'L Y¾•ML Y¾ 

: GOTO ●解答.!文字入力
4130 寧ベージ ． 変更： ＇ く —---- -- -------------- -- --------- - -------------------------
4140 Pl¾• P¾+2•CANS¾-&HlE)-1 cIF Pl ¾<l OR Pl¾>PT¾THEN BEEPcGOTO• 解笞 .I文字入力
4150 P¼=Pl¾cRETURN 車内容我示
4160• 問霞 ．変更 ：＇ ＜ー―----------------------------------------------------------
41 70 CLR•="7", IF K• く） T 鰭• THEN CLR•="2" 
4180 WCLR•l cGOSUB亭解答点示： M¾•M¾-2•CANS¾ - &HlCHMT¾cM¾• CM ¾MOD MT¾>+l 

: GOTO• 胃笞．入力
1ヽ90 事文字．消去：＇ （一―----------------------------------------------------------

4200 IF LEN(K. >< • 0 THEN BEEP, GOTO 寓解芥 .1文字入力
4210·•••K•cwCLR• 4CK••SPACESCSL> ,G□SUB●解笞．表示
4220 K9••KRIGHTS<•••. 1) cK9¾••TYPECl<9•. 1) c••••LEFTSCl(K$. LEN<KKS>-K9¾- l), ~••••• 

: GOSUB ●解笞．表示：鱗笞 SCM¾> •KScGOTO•解答 .I文字入力
4230 事正解．判定：＇＜ー―-- --------------------------------------------------------
4240 K¾=•¾•l c• T¾=•T¾+l 
2ヽ50 IF •• く）正解• THEN BEEP, GOSUB•MSG. 表示： GOTO• 鱗笞．入力

ELSE S¾•S¾+ l, ST¼•ST¾+l, GOSUB•MSG. 表示： ANS¾•&H lC, GOTO 寧問 題．交更
4260• 文字．変換：'<------------------------------------------------------------

4270 IF <ANS¾>&H40 AND ANS¾<&HSB> OR <ANS¾>&H60 AND ANS¾<&H7B> 
THEN ANSS•KNJS< &H2300+ANS¾> 

4280 IF ANS¾•&H28 THEN ANSS•KNJS<&H215C) 
4290 IF ANS¾•&H2D THEN ANSS•KNJS<&H21SD> 
43DO RETURN 
4310'---------------------- -〉＊問 題．処理
4320• 内容．案内： ＇ く<sub sub>---------------------------------------------------
4330 GOSUB• 案内・*示
43ヽ0 IF GS¾•O THEN SGS¾•GS¾: SK¼• 項目¾: SP¾•P¾: SR¾• R¾: SM¾•M¾ 

: FOR I•! TO 問 題乱歎敷 ¾:SM¾<I>•M¾(!):NEXT I 
4350 CX¾• O: GOSUB ●寡内．選択：宴内 ¾•CX¾
4360 ON案内 X●l GOTO• 内容 ．続行 .•CA し．終了••他の．項目••他の．項目．＊参照．終了
4370• 内容．続行：' <------------------------------------------------------------
4380 LNS•" 0247824":GOSUB•T.CLS:GOSUB•G.CLS 

: ESC¾•O: GOSUB•ESC . 表示： GOSUB• ページ．表示：案内かQ:RETURN
4390•C A L 襄了：＇＜ー一-------- -----------------------------------------------
4400 GOSUB• 終了．判定 ：IF 軒了 ¾•0 THEN RETURN•MAIN. 復帰 ELSE GOT口＊内容．親行
4410叫もの項目：'<------------------------------------------------------------
4420 GSX• 案内 ¾-2:P¾•l : GOSUB• 項 目： GS¾•SGS¾: P¾•SP¾: RETURN•MAIN. 復帰
4430●参照．絡了：＇＜――-- -----------------------
4440 GOSUB•MSG . 待って： GS¾•O: 項 目 ¾•SK¾: P¾•SP¾: RETURN•MAIN . 復帰
4450 ● MAIN. 復帰：'<------------------------------------------------------------
4460 IF 寡内 ¾•l THEN RETURN ●終了
4470 IF案内た2 OR 案内 ¾•3 THEN RETURN• 内容
4480 IF宴内か4 THEN RETURN• ファイル結合
4490 '-------------------------------------------------------------> *内容．案内
4500 ' ••••••••••••••••••••••••• SUB ROUTINE<END)•••••••••••••••• • ••••••••••••• 
4510' 
4600 '......................... —設定 <START>••••••••••••••••••••••••••••••••••

4610• 変叢．設定 1:'<-----------------------------------------------------------
4620 FOR I • O TO 問 題敷か解笞 $(!) •"" :NEXT I:SR¾•l :SM¾•! 
4630• 変散 ．設定 2
4640 FOR I•O TO 例題歎¾:例題 $(!)•"":NEXT !:FOR I•O TO 問 題敷¾ : 問 IIS<I>•"":NEXT I 

: FOR I•l TO 10:LNS<I >•"":NEXT I 
4650 FOR I•l TO 問 題乱歓敷¼: IF案内 Xく2 THEN M¾CI>•!+INT{RND•9l:NEXT I 

ELSE M¾{I>•SM¾CI):NEXT I 
4660 TS•"": RT¾•O: MT炉 Q:K炉 0:S¾•O: Rl¾•0: R公•0 : M¾•l: 宴内 ¾•Q:COLOR 4.0, ,O:LC•6 
4670 RETURN 
4680• 内容表示．処理：＇く- ------------------
4690 TY¾•KINSTR(TS,"¥") : IF TY¾•O THEN GOTO• 内容表示
4700 TM¾ • VAL<KMIDS<TS. TY¾ ● l, 2)): TMS• STRS<M¾< TM¾)) 

: IF M¾<TM¾)•l AND KMIDS<TS, TY¾+3, l)="•" THEN TM$•"" ELSE 
IF M¾<TM¾l•-1 AND KMIDS<TS, TY¾+3, 1>•" ¥" THEN TMS•"-" 

4710 IF LEFTS{ TMS,ll •" ー" THEN TM$•"- "● MIDS<TMS, 2, 80) ELSE TMS•MIDS< TM$, 2. 80) 
4720 TS•KLEFTS<TS, TY¾-1 HTMS+KMIDS<TS, TY¾'4, 250): GOTO• 内容裟示．処 J!JI
4730●内容．表示
4740 IF RIGHTS<TS, l >•"@" THEN READ ZFS:GOSUB• 檀．表示 ELSE GOSUB• 単．表示
4 750 RETURN 
4760• 例問 設 定 ： ' <------------------------------------------------------------
4 770 ZSBS•RIGHTS< STRS<LX¾), 2HRIGHTS<STRS<L Y¾). 2) :BBS• MIDS<TS. 4. 80) 

: ZCS•RIGHTS< STRS<DX>. l >+RIGHTS< STRS{DY), l): BlS•LEFTS<BS. I) 
4780 RMS•"S31" • 81S•ZSBS+ZCS•88$:IF 8IS•"T" THEN RMS•"T 3 "+258$+88$ 
4 790 RETURN 
4800• ベ ＿ ジデ ー タ．設定： ＇ ＜ー一一—
4810 RESTORE•Pl: IF P¾= I l'HEN RETURN 
4820 RESTORE•P2: IF P¾•2 THEN RETURN 
8ヽ30 RESTORE•P3: IF P¾•3 THEN RETURN 

4840 RESTORE•P4: IF P¾=4 THEN RETURN 
8ヽ50 RESTORE•PS: IF P¾•S THEN RETURN 

4860 RESTORE•P6: IF P¾•6 THEN RETURN 
8ヽ70 RESTORE•P7: IF P¼•7 THEN RETURN 

4880 RESTORE•P8: IF P¾•B THEN RETURN 
4890 RESTORE•P9:IF P¾•9 THEN RETURN 
4900 RESTORE•PlO:IF P¾=lO THEN RETURN 
9ヽ10 RESTORE•Pl l: IF P¾•l l THEN RETURN 

4920 RESTORE•Pl 2: IF P¼•l2 THEN RETURN 
4930 RESTORE•Pl 3: IF P¼• l 3 THEN RETURN 
9ヽ40 RESTORE•Pl ヽ： IF P¾>•l4 THEN RETURN 
9ヽ50 ●問 題． 鼠 性：'<------------------------------------------------------------

4960 'MFS• 問 題 S<M¾):正解＄●"" 
4970 Ml¾•Q:FOR l•O TO 9:ZS(!)0"":88$CI> •"":NEXT I 
4980 WHILE (MFSO"") 
4990 TL•INSTR <MFS . "@" >: MS•L EFTS(MF$. TL-l l: Zl $•LEFTS <MS. l):Ml¾•Ml¾ ●l 
5000 IF ZlS•"S" THEN Z¾•lO ELSE 2¾=8 
5010 ZS<Mi¾>=LEFTS(MS, Z¾>: 8BS< Ml¾) =MIDS<MS, Z¼• l, 250) 

：正解 S•iE 鱗 S•BBS<Ml¼): MFS•M!DS< MF$. TL+ 1, 250> 
5020 WEND:SL•LEN< 正鱗＄）
5030 WCLR • l: CLRS•"7": IF KS<> iE解$THEN CLRS•"2" 
5040 RETURN 
5050• 字寄デ ＿ 夕．書さ込み：＇ ＜ー―------------------------------------------------
5060 OPEN "A",01."GAKUSYU.DAl" 

: WRITE o 1. 名前 s.i:;i柏的印Is.柊 了 的 ~I•· 項目 ¾.K'¾, ST ¼:CLOSE 01:RETURN 
5070 ' =•= ・＝●=•=••·· ● .......... ロ••=汲定 <END)•••=••=••••=•••••••••

5080 ' 
5100'·····••=••• •== •==•==• ●●● :,ao I!!~ コマンド <START)••••=••====•
5110• 矢印．入力：＇（（く（（上下左右移動キ ーの入力 ＞＞ ＞＞＞
5120 ex I¼•CX¾: CY! ¼•CY¼: OK ¼=O 
5130• 矢印．キ ー入力 ：ANSS•INKEYS 

: IF ANS$•'"'THEN GOTO• 矢印 ．キ ー 入力 ELSE ANS公•ASC<ANSS>
5140 IF ANS¾•&HIB OR ANS¼•&HOD THEN 01(¾•1 :RETURN 
5150 IF ANS¾•&HlC THEN CX¼•CX¾ ● l: IF CX¼>XX¾THEN CX¾•O 
5160 IF ANS¾=&HlD THEN r:X¼ =[X¾-1: IF CX¾<Q THEN CX ¾•XX¾ 
5170 IF ANS¾•&HlE THEN CY ¾= CY¾-1 :IF CY¼<O THEN CY¾•YY¼ 
5180 IF ANS¾•&HlF THEN CY¾• CY ¾ ● I: IF CY¼>YY¾THFN CY¾=O 
5190 IF ANS¾<&HlC OR ANS¾ >&HlF THEN 8EEP:GOTO• 矢印．入力 ELSE RETURN 
5200' 
5210•CV:' < くくくく 複敷の歌籠変攘 ＞＞＞＞＞ 
5220 CV¼•l :FOR V•l TO 10:V¾<Vl•O 
5230 VZ¾•VAL< MIDS<VZS. V. l)) :V¾<V)•VAL{M!DS<CVS. CV¾. VZ¾>): CV¼•CV¾+VZ¾ 
52ヽ D NEXT V: RETURN 
5250 ' 
5260 •LCP: ' くくくく< LOCATE COLOR PRINT ≫>〉＞
5270 81S•L EFTS<8S. l) 

: IF BlS•"C" THEN 8$•MIDS<8$,2,80):8$• LEFTS(8S,3>+" "+MIDS<8S.4,80) 
5280 8BS•MIDS<8S . 8. 80): B8L•LEN< 88$>: CV$•8$: VZS•"2122": GOSUB•CV 

: CLR•V¼<l):CLRA=V¾(2):!F BlS<>"C" THEN LX¾•V¾<3 ):LY¾=V¾C4) 
5290 IF 8C>O THEN BX•8•LX¾:8Y•l6•LY¾:LINE(8X,8Y )-( 8X+881. •8-l.8Y+IS) .PSET.8C,8F 
5300 LOCATE LX¾,LY¾:COLOR CLR,, ,CLRA:PRINT 88$: :COLOR .O .. n 
5310 LX¾=LX¾+88L:BC•O:RFTURN 
5320 ' 
5330 •SYM:'< くくく< SYM80L{SYM80L@) ≫≫>  
5340 DDY=0:8l$•LEFTS<8$, 1) 

: IF 81S•"C" THEN 8S•MIDS<8S,2,80>:8$•LEFT${8$,3)+" "+MIDS<BS,4,B0) 
5350 88$•MIDS<BS, 10.80) : cv• ニ8$:VZS•" 1112211": GOSUB•CV :CLR•V¾<l): HX•V¾<2) 

: HHY•V¾(3): HY口HHY:IF BU<> "C" THEN LX¾•V¾<4): L Y¾•V¾<5 >: DX•V¾< 6): DY•V¾ 〈7)
5360 IF HX<l THEN HX•l 
5370 IF HHY<l THEN HY•l :DDY•8 
5380 BX•8•LX¾• DX: BY• 16•L Y¾+DY+DDY: 881$•88$ 
5390 WHILE 861$0"": 881¾•KTYPE{88 1S . l) 
5400 IF 881¾•0 THEN SYM80L 〈BX,8Y>, LEFTS<BB!S. I〉,HX,HY ,CLR 

ELSE SYMBOL@(BX, 8Y), LEF1$(88 Is. 2), HX. HY /2. CLR 
5410 881S•MIDS<B81S, 2+881¾. 80): BX•8X+B•HX•< 1 +881¾) 
5420 WEND: LX¾•LX¾•LEN{88$) 
5ヽ 30RETURN 
5440 ' 
5ヽ50•皐表示：＇｛｛くくく単一属性文の表示 8 例 問 処 J!JI≫>≫
5460 ZlS•LEFTS(TS , 1 >: 8S•MIDS<TS. 2. 80): C¾•INSTR<ZZ3$. "C")/3 
5470 IF ZlS•"T" THEN GOSU8•LCP 
5480 IF ZlS•"S" THEN GOSU8•SYM 
5ヽ 90 IF ZlS•"R" THEN GOSU8 ●例問設定： WS•RMS: WCLR•3 : GOSU8• 例 問 ．枠

: RT¼•RT¾+ 1-C¾: 例題 $CRT¾> ●例題 S<RT¾l+RMS●＇〇＂
5500 IF ZlS•"M" THEN GOSU8 ●例 問 ．汲定： WS•RMS: WCLR• l : GO SUB• 例 問 ．枠

5510 RETURN 
5520' 

MT¾•MT¼+ 1-C¾ : 問 題 S<MT¾l •問題 S<MT¾>+RMS+"@"

5530 ●複．表示：＇ ＜くくくく 複最属性文の表示 ＞＞〉＞＞
55<0 TFS•T$:ZF1$•LEFT$(TF$, 1) 

5550 TFS•ZF 1$+" "+MID$<TF$. 2. 250): TL=KINSTR(TF$, "@"): T$=LEFT$(TFS. TL-!) 
: GOSUB• 駁表示： TF$=KMIDS<TF$. TL+!. 250) 

5560 WHILE<TFSO"") 
5570 TL=KINSTR<TF$. "@"): 88$=KLEFT$(TFS. TL-1): ZZ3S•LEFTS(ZFS. 3) 

: ZZ1S•LEFT$(ZFS. 1): TS•ZF l$+"C"+ZZ3S+88S 
5580 IF ZZ!S•"R" OR ZZ!S•"M" THEN T$•ZZ3S+BBS 
5590 IF ZZ!S皿 "T" THEN T$•"SC"+RIGHTS<ZZ3S. l)+"11"+88$ 
5600 IF ZZ!S="L" THEN TS="SC"+RIGHT$(2Z3$. l l+"l "+88$ 
5610 GOSUB• 皐表示： TF$•KMIDS<TF$. TL +l. 250>: ZF$•M!D$(ZF$. 5. 250) 
5620 WEND: RETURN 
5630' 
56<0 ●沼．枠：＇＜くく くく WINDOW:VIEW ≫≫>  
5650 CV$•MW$: VZ$•"33332222": GOSU8•CV: WXl •V¾(1): WY1 •V¾(2): WX2 • V¾(3): WY2•V¾(<) 

VX1=8•V¾(5): VY1•8•V¾(6): VX2•8•V¾(7) : VY2•8•V¾(8 >

VX2口639•(VX2 ● 6<0l+CVX2 M口D 600) :VY2=399•(VY2¥<00)HVY2 MOD <00) 
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5660 W!NDOW(WXl. WY! >-<WX2. WY2> :VJEW<VXl. VY! >-<VX2, VY2) 
5670 RETURN 
5680' 
5690 •LN:'< くくくく LINE ≫≫>  
5700 CVS•LNS :VZS•"l 122221111": GOSUB•CV: LNC•V¾<2): LNXl•V¾<3) :LNYl•V¾<4) 

: LNX2•V¾<S) :LNY2•V¾<6): LNDX•V¾C 7) :LNOY•V¾<B>: LNHX• V¾<9) :LNHY•V¾< 10) 
5710 LNSS•LEFTS< LNS. 1) : BX l • B•LNXl-LNDX+LNHX : BX2•8•LNX2+LNDX-l +LNHX 

: BY l• 16•LNY1 -LNOY+LNHY: BY2• 16*LNY2+LNDY-l +LNHY 
5720 IF LNSS•"L" THEN LINE(BX1.BY1>-<BX2+1.BY2+1).PSET.LNC 
5730 IF LNSS•"B" THEN LINE<BX1.8Yl>-<BX2.BY2〉.PSET.LNC.B
5740 IF LNSS• "F" THEN LINE<BX1..BY1>-(BX2,BY2>.PSET.LNC.BF 
5750 IF LNSS • "E" THEN L!NE<BXl.8Yl)-<BX2.BY2>.PSET.LNC.BF 

: FOR 1•0 TO 2:LINE<BXl+I.BYl+I>-<BX2-I.BY2-!).PSET.l.B.&H5555:NEXT I 
5760 RETURN 
5770' 
5780•T.CLS : ' ( くくく（テキ スト頁面消去 ＞＞＞＞） 
5790 CVS•LNS: VZS•"2222": GOSUB•CV: LXl¾=V¾<l ) : L Yl¾ ロV¾<2 ): LX2¾•V¾< 3): LY2¾•V¾<4) 

: LL 公口LX2¾-LX1¾+1
5800 COLOR 4.0 . • Q:FOR 」 •LYl¾TO LY2¾:LOCATE LXl ¾.J :PR!NT SPCCLLス）；： NEXT J 
5810 RETURN 
5820 ' 
5830•G.CLS: ' < くくく（ グラフィック i!i 面消去 ＞）））） 
5840 CVS•LNS: VZS•"22221 l": GOSUB•CV: DX=V¾C5): DYーV¾<6 )

: BXl•B•V¾< 1 >-DX: BY1•16•Vメ <2>-0Y: BX2•8•V¾< 3)+DX+7: BY2•16•V¾<4 >+DY+l 5 
5850 LINE (BXl .BYl >-<BX2.BY2) .PSET.0. BF 
5860 DX•O: DY•O : RETURN 
5870• 
5880• •••••••••••••••••••••••••••• Ill 品コマンド (END)••••••••••••••••••••••••••
5890• 
5900' —·······················••=• 表示 <START>•••••••••••••••••••• •••••••••••••
5910• 閉 Ill.表示：・ <------------------------------------------------------------
5920 WHILE<RSO"" >: TL•INSTRCRS. "@"): TS•LEFTS<RS. TL-1): RS•MI1lS<RS. TL+l. 250) 
5930 ws可$:WCLR•O: GOSUB• 例問．枠： BYO• BY+l6+LS¾:GOSUB• 単 ．表示
5940 FOR J=l TO LS¾:LINE<BX-Wl .BYO+」）-< BX-1. BYO+J). PSE.J, LC •• LS<LS¾. J): NEXT J 
5950 WEND: RETURN 
5960• 解答．表示：＇ ＜――----------------------------------------------------------
5970 KF$•K$:SSL•0 
5980 FOR I•l TO Ml¾:ZS•ZS< I> :WS•ZS+SPACES <LEN<BBS<I»>:GOSUB• 例問 ．枠：NEXT I 
5990 FOR I•l TO Mlr.:ZS•ZS<IJ: ZI S•LEFTS<ZS. l) :KBL•LEN<BBS(J)) :SSL•SSL+l<BL 
6000 Zヽ＄一LEFTSCZS.2>+CLRS+" ":IF ZlS="S" THEN Z4S•Zl$+CLRS+MIDSCZS.3.2) 
6010 ZS•Z4S+MIDS<ZS. S. BO>: BBS•LEFTS<KFS. KBL): TS•ZS+BBS: GOSUB *単．表示
6020 IF LEN<BBS>•KBL THEN KF$口M!DS<KFS.KBL+l,80) :NEXT I 
6030 RETURN 
60ヽ0 • 案内.&示：＇ ＜ー-----------------------------------------------------------
6050 XX¾•3+GS¾:YY¾•O: L Y¾•24: LNS•" 0247825" :GOSUB•T. CLS: LNS•"F6"+LNS: GOSUB•LN 
6060 FOR I•O TO XX¾:LX¾•5+14•I :BS•"C 7 "+案内 $(!):BC•l :GOSUB•LCP:NEXT I 
6070 RETURN 
6080• 案内．選択 ：＇＜―― ----------------------------------------------------------
6090 LX¾•5+CX1¾•1 ヽ： L Y¾•24: BS•'"C 7'"+案内 S<CXl¾> :GOSUB•LCP 

: LX¾•5+CX¾•l4: L Y¾•2ヽ： B$•"Cl2 "+案内$< CX¾ ,: GO SUB•LCP 
6100• 案内．入力： GOSUB●矢印 ．入力： IF OK¾=O THEN GOT口●案内．選択
6110 IF ANS¾•&HOO THEN CXl か•0: RETURN ELSE BEEP: GOTO• 案内．入力
6120• 終了 ．判定．汲示 ：＇ ＜ー―-----------------------------------------------------
6130 LNS•" 124 7825": GO SUB•T . CLS: G口SUB•G.CLS:XX¾•l:YY¾•O:

: LNSー "F6"+LNS :GOSUB•LN:BS•" 121024本当に柊了しますか?" : GOSUB•LCP 
6140 FOR I•O TO XX¾:LX¾•35+20•I :B$•"C 7 "+轄了 SCI>:BC•l :GOSUB•LCP:NEXT I 
6150 RETURN 
6160• 柊了 ． 判定．選択：＇く—------ --------------- - ---------------- ----------------
61 70 LX¾=35+20•CX1¾: L Y¾•24: BS•"C 7 "+終了 S ( CXl¾l :GOSUB•LCP 

: LX¾•35+20•CX¾: L Y¾•24: B$• "Cl2 "+柊了 $CCX¾) :GOSUB•LCP 
6180• 柊了．判定 ．入力：GOSUB●矢印．入力： IF OK¾•O THEN GOTO• 柊了 ．判定．選択
6190 IF ANS¾=&HOD THEN CXl¾• O:LNS•" 02ヽ 782ヽ ":GOSUB•T.CLS:GOSUB•G.CLS:RETURN

ELSE BEEP:GOTO• 柊 T .判定．入力
6200•MSG. 待って：＇ ＜――---------------------------------------------------------
6210 LNSー" 024782ヽ ":GOSUB•T.CLS:GOSUB•G . CLS:B$• " 123024 しばらくお持ち下さい"

: BC•6:GOSUB•LCP:RETURN 
6220•ESC.& 示：'<-------------------------------------------------------------
6230 LX¾•2: L Y¾•2ヽ： GOSUB•ESC. キ ー ：8$•" 6 62ヽ "+ESCS<ESC¾> :BC•l :GOSUB•LCP 

: ESC¾•O: RETURN 
6240• ベージ表示：＇＜ー一―--- -----------------------
6250 8$•" 6 1924 Pose[ /"+RIGHTS <STRSCPT¾).2)+"]":BC•l :GOSUB•LCP:LXX2¾•LX¾ 

: CLR•l :BC=6:GOSUB• 下．キー： LX¾•LX¾-BBL: CLR• 1 : BC•6: GOSUB• 上．キ - :LXX l¾•LX¾ 
: BS•STRS<4-GS¾>+" 2624"+RIGHTS< STRS<P¾>. 2): GOSUB•LCP 

6260 LNS•" 1233723": GOSUB•T . CLS: GOSUB•G . CLS: CLR•4-GS公： BXL=BX2-BX1 
: IF P¾(PT¾THEN ORAW " S1BU8C•CLR:L•BXL;" 

6270 IF P¾<•l THEN LX¾•LXXl¾: CLR•O: GOSUB• 上 ．キ ー
6280 IF P¾>•PT¾THEN LX¾•LXX2¾:CLR•O:GOSUB• 下．キー

: LOCATE 1.23:COLOR 12:PRINT LEFTS<項目＄（項目¾). 16); :COLOR 4-GS¾ 
: PRINT "の "+GSS CGS¾)+"はここまでです .. , 

6290 RETURN 
6300• 例題．キ ー表示： . <--------------------------------------------------------
6310 8$•" 6 5324 例 Ill解答":BC•l: GOSUB•LCP: LX¾•LX¾-BBL: CLR•l: BC•6 : GOSUB•CR. キ
- :RETURN 
6320• 問題．キ ー表示.. < --------------------------------------------------------
6330 BS•" 6 362ヽ 問・題( /"+RIGHTS(" "+STRS<MT¾>.3>+"]" :BC•l:GOSUB•LCP 

: CLR•l :BC•6:GOSUB• 右．キー： LX¾•LX¾-BBL: BC•6: GO SUB• 左．キー
6340 8$•" 6 552ヽ 正解 ":BC•l : GOSUB•LCP :LX¾•LX¾-BBL : CLR•l: BC•6: GOSUB•CR. キ ー

: 8$•" 6 632、IT正 ":BCー1:GOSUB•LCP:LXスーLX¾-BBL:CLR•l : BC•6:GOSUB•BS . キ ー
: 8$•" 6 7224 採点":BC• l : GOSUB•LCP: LX¾•LX¾-BBL: GDSUB•YEN. キ ー

6350 RETURN 
6360• 問題 ．書号表示 ：'<--------------------------------------------------------
6370 BS•STRS<4-GS¾)+" 4324"+RIGHT$(" "+STRS(MX). 3): GOSUB•LCP: RETURN 
6380• 正解．表示： . <------------------------------------------------------------
6390 BEEP: GO SUB•MSG. 表示： K¾•Kか 1 : KT X•KT¾ 令1: KS• 正解＄：解笞 S CM¾>•KS: ANS¾•&HlC 

: RETURN 
6400• 採点．表示 ：＇＜ー ―----------------------------
6410 MLX¾•LX¾: MLY¾•L Y¾: MW•l: GOSUB•MSG . 樟
6420 IF K¾•O THEN 寧 •O ELSE 寧¾•l OOO•S¾/K¾: 寧 ●寧 ¾/10
6430 T$•"T4123@正解徴 @"+STRS<S¾>+"@ I解答歎 @"+STRS<K¾)+"@•正鱗寧か+STRS<寧）

: TS•TS+"@¾@": ZFS•" 5 @ 7 @ 5 @ 7 @ 5 @ 7 @ 5 @": GOSUB•ll . 表示
6440 S¾•O: K¾•O: LX¾•MLX¾:LY¾•ML Y¾:RETURN 
6450•MSG. 去示：＇ ＜―――----------------------------------------------------------
6460 MW• 1 : GO SUB•MSG. 枠： ER¾•O 
6470 FOR Iー1TO LEN<正解 $):IFM!DSCKS.I.l>OMIDS(正鱗$.I. 1) THEN ERY. • ER¾+ 1 
6480 NEXT I: IF ER¾>5 THEN ER¾•5 
6490 GCLR•2:CLRS•" 7 ":MSG$•MSG$(4+ER¾> :IF ER¾•O THEN GCLR•7:CLR$•" 1 " 

: MSG$•MSGS<INT<RN0•4)+1 ) ELSE IF ANS¾•&HOO THEN MSGS•MSGS(O> 
6500 PAINT CB• ヽ 1.16•23+8 ). GCLR. 4: BS•CLR$+"ヽ223"+MSG$: GOSUB•LCP: RETURN 
6510• 内容．枠 ；； . <------------------------------
6520 LNS• .. 02ヽ 7824":GOSUB•T. CLS: GO SUB•G . CLS: CLR• ヽ -GS¾

: POINT<O. 24): ORAW "S lC•CLR ;0639. 351" 
6530 FOR J•O TO 1: FOR I=O TO 1: 

: BX•B+l•623: BY•32+J•335: LINE<BX. BY>-(BX-8+16•1 . BY- B+l6•J). PSET. O. BF 
: H•< I-J)"2+(1-J >•2: H•H/4 :CIRCLE(BX. BY>. 8. ヽ -GS¾.. H.H+l/ヽ ：NEXT I. J 

6540 KMX• 項目か KM$•項目 S (KM¾> : BS•" 1 0 O"+RIGHTS<STRSCKM¾>. 2> : GOSUB•LCP 
; BS•"Cl2 " +LEFTS (KMS .16) :GOSUB•LCP : BS •"C 1 " +MIDS (KMS .17.62):GOSUB•LCP 

6550 LNS•" l 1 6 l ": GOSUB•G . CLS:BS•STRS<4-GS¾>+" 1 l"+"( "+GSS (GS¾)+"]" 
: GOSUB•LCP: RETURN 

6560•JW:'« ●事項．枠 ）一―-------------------------------------------------------
6570 WT$•MI0$(W$. 7. BO>: CVS•WS: VZS•" 1122" :GOSUB•CV: WZ¾ •VY.(1 >: WCLR•VY.<2> 

: BY1 •1 6•V¾C3) - 12: BY2•16•V¾< ヽ）+B: JS• 事項 SCWZ¾>: JL•LEN<JS): WT¾•JL+4+LEN(WT$> 
6580 FOR I•0 TO 2: LINE<ヽ +!.BYl +I)-(635-I. BY2-I>. PSET. WCLR. B. LS< I+l. 1) 

: LINE< 12. BY! +I>-< l 2+8•WT¾. BYI +I). PSET. 0: NEXT I 
6590 BXー 16:BY•BYl-B: SYMBOL@<BX. BY> .JS. 1. 1. 7: 

: BX•BX+8•JL: SYMBOL@<BX. BY)." ("+WTS+") ". 1. 1. 4: RETURN 
6600•MSG. A':'<---------------------------------------------------------------
6610 LNl$•" 4023762ヽ " : LNS•"40237623": GOSUB•T. CLS: LNS•"FO"+LNlS: GOSUB•LN 
6620 IF MW•O THEN LINE (8•40. 16•23+7)-<8•78. 16•23+7). PSET. 4-GS¾ 

ELSE LNS•"B"+RIGHT$CSTRSC4-GS¾> .1)+LNIS:GOSUB•LN 
6630 RETURN 
6640• 例問．枠 ：'<--------------------------------------------------------------
6650 WU•LEFTS(WS. l>:JF WIS•"T" THEN WS•LEFTS(WS.8)+" "+MIDS(WS.9.80) 
6660 CVS• WS: VZS•"211221 l" :GOSUB•CV: HX•V¾<2l: HY•V¾<3>: LX¾•V¾< ヽ）： LY¾•VX(5) 

: DX•V¾<6) :DY•V¾<7) :BX•B•LX¾+OX : BY•l6•L Y¾+OY: WL • 8•LEN<MIDS<W$, 11. 80) l 
6670 IF WlSー"T" THEN HY•2 ELSE IF HY•O THEN BY•BY+B:HY=l 
6680 IF WCLR•O THEN C¾• 1 
6690 L!NE<BX-C¾. BY>-<BX+WL-2. BY+B•HY-2). PSET. WCLR. BF: LX¾•LX¾+WL/8: BX•BX+WL 
6700 RETURN 
6710•REI.SEN:'((例 111 での纏表示）一―----------------------- ---- - ----------------
6720 FOR l•l TO 10:IF LNS<I>く）"" THEN NEXT I ELSE LT¾•l-1 
6730 FOR l•l TO LT¾:CVS•LNS< I): VZS•"2222": GOSUB•CV: LZ¾•V¾< ヽ）： LS公•<LZ¾MOD 8) 

: BXl•B•V¾<l) :BX2• 8•V¾<3)-l :BY•l6•VX<2)+LZY. 
: FOR J=l TO LS¾:LINE<BX1.BY+J> - <BX2.BY+J).PSET.LC •. LSCLS¾.J):NEXT 」 .I

6740 IF LC•6 THEN RETURN 
6750 FOR I•l TO 10:LNS<I>•"":NEXT J:LC•6:RETURN 
6760•JIKU:' « ●慶瓢．軸天示）一―-------------------------------------------------
6770 CVS•GMWS: VZS•"33332222": GOSUB•CV: WWXl • V¾< l): WWYl•- l•V¾< く ）： WWX2•V公 (3)

: WWY2•-l•V¾<2 > :VVXl•B•V¾<S): VVY1•8•V¾(6>: VVX2•8•V¾< 7): VVY2•B•V¾<8) 
: W!NDOW(WWXl. WWYl >-<WWX2. WWY2l :VtEW(VVXl. VVYl)-(VVX2. VVY2> 

6780 FOR l•WWXI TO WWX2:LJNE<I.WWY1>-<I.WWY2).PSET.l:NEXT I 
-・ FOR I•WWYl TO WWY2:L!NE(WWX1.ll-<WWX2.J).PSET.l:NEXT I 

6790 LINE (WWXI .Q l-(WWX2. Ol. PSET, 7: XOX•PO INH2l: XOY•POINT(3) 
: LINE<O. WWY2l-<O. WWYI l. PSET, 7: YOX•POINT<7l: YOY•POINT<3 l 

6800 GDX• CWWX2-WWXI l/<VVX2-VVX1 l :GDY•<WWY?.-WWY! l/(VVY2-VVY1 l 
: MWS•MW0$: GOSUB• 窓．枠

6810 POINTCVVXl+XOX.VVYl+XOYl:DRAW "S1C7R4F2H2G2":SYM80L STEP<ヽ .-6),XS.l.1.7
: POINT<VVXI +YOX, VVYI +YOYl: DRAW "S1C7U2G2E2H2": SYMBOL STEP< -6. -12>. YS. I. I. 7 

6820 Xl • WWX I -4•GOX : X2•WWX2+4•GOX: RETURN 
6830•GRAPH:'« • グラフ .fl示）一-------------------------------------------------
6840 WINOOW(WWXI, WWYI l-(WWX2, WWY2): VIEW<WXI. WY!)-(WX2. WY2): Y•-Y 
6850 IF X<•Xl THEN GOTO ● GRAPH. START 
6860 IF X<•WWXl+GDX OR X< • Xl+GDX THEN X9•X:Y9•Y:RETURN 
6870 IF GG¾ ロIANO X>•WWXI ANO Yl•WWYI ANO Y<•WWY2-B•GOY THEN GG¾• Q:VVOX•B•LENCGS 
) +4: VIEW(VVXI-VVOX. VVYI)-<VVX2-VVDX. VVY2>: SYMBOL<X. Yl. GS. I. I. GCLR: Y• - Y : GOTO•GRA 
PH 
6880、 LINE(X9,Y9l-(X,Y l, PSET,GCLR:X9•X: .Y9•Y:IF X>•X2-GDX THEN GOTO•GRAPH.END 
6890 RETURN 
6900•GRAPH. START,:'<----------------------------------------------------------
6910 CIRCLECX,Yl,2sGOX,GCLR:IF LEFTS<OCS,ll•"C" THEN CIRCLE<X.Yl.2•GOX.GCLR .... F 

6920 IF X(•WWXI THEN X•WWXI . 
6930 MW$•MW0S: GOSUB• 序．枠： GG¾• I : RE-TURN 
6940•GRAPH. END:'<------------------------------------------------------------
6950 CIRCLECX.Yl.2•GDX.GCLR:!F RIGHTS<DCS.ll•"C" THEN CIRCLE<X,Yl.2•GOX.GCLR ... 

6960 MWS•MWOS: GOSUB• 序．枠：RETURN 
6970•CR. キー： '<--------------------------------------------------------------
6980 BX•LX¾•B+LLX: BY•L Y¾•l6+LL Y :POINT<BX, BY> 
6990 DRAW "SIC•BC: TIS, 1SBF14C•CLR: 012. 12BL38Ul0C•CLR: 04G2LSE2G2H2" 
7000 BC•O:LLX•O:LLY•O:RETURN 
7010•BS. キ ー： ＇ ＜――------------------------------------------------------------
7020 BX•LX¾•B+LLX: BY• L Y¾• l 6+LL Y: POINT< BX. BY l 
7030 DRAW "SIC•BC: Tl S. 158Fl4C•CLR: 012. l 28Ll0BU6C•CLR: E3D2RSD2LS02F3" 
7040 BC• O :LLX•O: LL Y• O :RETURN 
7050•ESC. キー：' <-------------------------------------------------------------
7060 BX•LX¾•B-8: BY•l Y¾•l6 :POINT<BX, BYl :DRAW "SIC6T39, lSBL358UlSC1031, 15" 
7070 LOCATE LX¾,LY¾:CQLOR I :PRINT "ESC": :RETURN 
7080•YEN. キ ー：＇く— ------------------------------------------------------------
7090 BX•LX¾•B-4: BY•L Y¾•l 6: POINTCBX, BYl: DRAW "SIC6TIS, ISBLIヽ BUISC1012.l4" 
7100 LOCATE LX¾,LY¾:c•LOR J:PRINT "¥"::RETURN 
7110●右 ．キー：＇（一―- -- -----------------------
7120 BX•LX¾•B+LLX: BY•L Y¾•l6+LL Y: POINT<BX, BY) 
7130 DRAW "SlC•BC:TlS, 158Fl4C•CLR:Ol2.128Ll08U6RBG3E3F3" 
7140 BC•O: LLX•O: LL Y•O: RETURN 
7150●左．キー・'<--------------------------------------------------------------
7160 BX•LX¾•B+LLX: BY•L Y¾• l6+LL Y: POINT< BX. BY l 
7170 DRAW "S lC•BC:TlS , lSBFl ヽC•CLR:012, 128L28U6LBH3F3E3" 
7180 BC• O:LLX•O:LLY•O:RETURN 
7190• 上．キー ：＇ ＜――------------------------------------------------------------
7200 BX•LX¾•B+LLX: 8Y•LY¾•l6+LL Y :POINT<BX, BY〉
7210 DRAW "SlC•BC: TIS, 158Fl4C•CLR: 012. 128L68U2UBH3F3G3" 
7220 BC•O: LLX•O :LLY•O: RETURN 
7230• 下．キー：＇＜――------ ------------------------------------------------------
72ヽ0 BX一LX¾•B+LLX :BY•l Y¾•l6+LL Y :POINT<BX. BY> 
7250 DRAW "SlC•BC:Tl S, lSBFl ヽC•CLR:012, 12BL68Ul008F3H3E3" 
7260 BC•O: LLX•O: LL Y•O: RETURN 
7270•ROOT:'<-------------------- ----------- --------------------------- -------
7280 CVS• ROOTS: VZSー"12222":GOSUB•CV:CLR•V¾C 1 l: 8X•B•V¾<2l: BYー l6•V¾<3l : OX•B•V¾<4l 

: OY•VX<Sl : POINT(BX, BYl: BXl •BX+B : BYl•BY-OY 
7290 DRAW "SlC • CLR :8012H2M• BX1:, •BY! :R•OX:" : RETURN 
7300•INNT:'<--------------------------------------------- - ------ ------ -------
7310 CVS• INNTS: VZS•" 1221" :GOSUB•CV :CLR•V¾C ll: 8X•B•VX<2 l :BYー l6•VXC3l-8+VXC ヽ）

: POINT< BX, BY l : BX 1•BX+6: BY1 • BY+29 
7320 DRAW "SIC•CLR: BR6BD2F2G2M•BX1:, •BY!: G2F2" :RETURN 
7330'-------・・・・・・・・・・・・・・・-・ 裟示 <END>一●●●一--------・--...... ------------------
7340' 
7400'----------・--・-----・・--・----頁面 <START) -•-••••••---•••-•--------••••-- -7410• 項目員iiii :' <------------------------------------------------------------
7420 COLOR 4,0 •• o:cONSOLE 0.25:MWS-" 0 0639399 0 OBOSO":GOSUB• 窪 ．枠
7430 CLS :LNS•"ES O 38023 8" :GOSUB•LN 
7440 IF寡内 X>OTHEN KMS一＂寡 内 取 消飽の項目 "+GSS<GS¾l+" を n り消して 、 元
の字否に戻ります＂：項目 S<O l•LEFTS<KMs+SPACES<BOl, 77) 
7450 XX¾•3:YY¾•9:FOR J-0 TO YY¾:FOR r-o TO xxx:LX¾•4+I•l9:LYス・ヽ +J•2: KM¾-I•lO+J 

: PIJINT<B•LX¾, 16•LY¾l :WL•B•l6-l :DRAW "SlCIT-WL: .15":COLOR 1 :LOCATE LX¾-2.LY¾ 
: PRINT USING "印 ":KM¾ : : COLOR 7: PRINT LEFTS<項目 S<KM¾l, 16>: :NEXT I.J 

7460 LNS-"F71B OBO l":GOSUB•LN:LNS-"Fl 2 OlB l":GOSUB•LN:LNS-"FS O O 2 l" 
: GOSUB•LN:LNS• "E7 8 270 3 B" : GOSUB•LN 

7470 BS● " 1 37 2 で選んで で決定":BC•6: GOSUB•LCP: LX¾• LX¾-BBL + 1 
7480 CLR• 1 : BC-6: LLX•4: GO SUB●右．キ ー ： LXX-LX¾+ 3: BC•6: LLX-ヽ：GOSUB●左．キー

: LX¾•LX¾+3: BC•6: LLX-4: GOSUB• 上．キー： LX¾-LX¾+ 3: BC-6: LLX• ヽ :GOSUB●下．キー
: LX¾•LX¾+ 11 : BC•6: LLX•4: GO SUB•CR. キー

7490 RETURN 
7500• 項目．入力：'<------------------------------------------------------------
7510 BS•STRS<4-GS¾l+"210 2"+GSS<GS¾l+"する項目を選んで下さい" : GOSUB•LCP 

: ESC¾•O: GOSUB•ESC. 表示： XX¾-3:YY¾•9 
7520• 項目 ．表示： '<------------------------------------------------------------
7530 CZl¾•CXl¾•lO+CYl¾:LOCATE 、+CX1¾•19.4+CY1¾•2:COLOR 7: 

: PRINT LEFTS<項目 SCCZl¾l. 16 l: 
75ヽ0 CZX•CX¾• 1 O+CY¾: KMS-項目 S CCZ¾l :BBBS-LEFTS(KMS. l6l :COLOR 12 

: LOCATE 4+CX¾•l 9, 4+CY¾•2 :PRINT BBB$: 
7550 LOCATE 0,0:COLOR l:PRINT USING ""'":CZ¾: :COLOR 12:PRINT BBB$: :COLOR I 

: PRINT " "+MIOS<KM$, 17,61): 
7560 GOSUB●矢印 ．入力： IF OK¾•O THEN GOTO• 項目 ．表示
7570 LNS•" lO 236 2":GOSUB•T.CLS:RETURN 
7580' 
7590 -項目寡内.ii iii :'<--------------------------------------------------------
7600 XX¾ 一O:YY¾-3:COLOR ヽ .o.o:CLS:LNS•"ES O 38023 B" :GOSUB•LN 

: LNS•"E7 B 270 3 B":GOSUB•LN ・
7610 BS•STR$<4-GS¾l+" 10 2 各項目では、次の内容を "+GSS<GSY.l+"し:t.す":GOSUB•LCP 

: BS•" 6 4 7 2 前項目":BC-1: GOSUB•LCP: LX¾-LX¾-BBL: CLR-1: BC•6: GOSUB• 上．キ ー
: BS•" 6 5B 2 次項目":BC•l: GOSUB•LCP: L X¾-LX¾-BBL: CLR•l: BC•6: GOSUB• 下．キー

7620 FOR J•O TO 9:PQINHB-2 . 16 • < ヽ•?. • J)) :w< l•J\ ・ ： o: •• • ·1•8• 6 I : 
: DRAW "SlCIT-WL1 :.15BU15C7T•WL2:.)S":NEXT J:Escx-1:GOSUB•ESC.ilc 示：RETURN 

7630• 項目宴内 ．入力 ：＇ ＜――------------------------------------------------------
7640 FOR J-0 TO 9: L Y¾-4+2•J: KM¾•lO•CY¾+J : KM$• 項目 S<KM¾l : LOCATE O. LY¾ 

: COLOR l:PRINT USING ""'":KM¾: :COLOR 7:PRINT LEFTS<KMS. 16l 
: COLOR 1 :PRINT "'"'+MIDS<KMS, 17.61): :NfXT J 

7650•KOUMOKU. ANNA I. INKEY: ' -•-•• 項目寡内での 1文字入力 ．．．．．
7660 GOSUB●矢印．入力： IF OK¾•O THEN GOTO• 項目案内．入力
7670 IF ANS¾• &HlB THEN RETURN ELSE BEEP:GOTO•KOUMOKU . ANNAI. INKEY 
76BO' 
7690• 略了 .iii iii :'<------------------------------------------------------------
7700 COLOR .ヽ0: CONSOLE O, 25, 0: MW$-'" 0 0639399 n 0B050'": GOSUB• 忘．枠：CLS 

: LN$•"E7 5 47520":GOSUB•LN: 終了略刻 $•TIMES
7710 BB¾•60•VAL<LEFTS<III! 蛉応刻 S,2l l+VAL<MIDS<III! 蛉峙削 $.4.2))

: EE¾•60•VAL<LEFTS<沢了崎刻 S,2ll+VAL<MIDS<終了崎刻＄．ヽ ， 2))
: IF KT炉 0 THEN 寧 •0 ELSE 拿 •ST¾/KT¾•lOO

7720 MSG$●＂お綬れさまでした・ ・ ・ ":L¾-LENCMSGSl:FOR I-1 TO LX STEP 2:LY¾-6 
: LX¾• l5+2•I:8S•"C l " +MIO$ <MSGS.I.2l:GOSIJB•LCP:FQR J•l TO 1000:NEXT .1.1 
: BS•" 4 2B Bあなたの字否デ ー クです": GOSUB•LCP 

7730 BS-" 9 1510字 Ii 壽~ ": GOSUB•LCP: BS•"C 1 "+名前 S:GOSUB•LCP 
： BS● " 9 1512字否月日":GOSUB•LCP: BS•"C 1 "+DATES: GOSUB•LCP 
: BS-" 9 3512字習” 間 ":GOSUB•LCP:BS-"C 1 "+STRS<EEX-BB¾l+" 分": GOSUB•LCP 

7740 BS● " 9 1514全鱗吝敷 ":GOSUB•LCP:BS-"C 1 "+STRS<KT¾l:GOSUB•LCP 
: BS-" 9 3514全正答霞 ":GOSUB•LCP:BS•"C 1 "+STRS<STXJ:GOSUB -LCP 
: BS-" 9 5514正答寧":GOSUB -LCP: BS•"C 1 "+STRS<事）+"¾": GOSUB•LCP 

7750 BS-" 5 2Bl6この次も頑張り :t.しょう":GOSUB•LCP 
: 8$•" 5 201BS E E Y O U A G A I N S O O N ": GOSUB•LCP 

7760 BS-" 12 224 を押すと ．電澱は自動的に切れ :t.す （その後でディスクを取り出し
て下さい） ":BC-6:GOSUB•LCP:LX¾-3:LY¾•24:CLR• l :BC•6:GOSU8•CR. キー：RETURN 
7770' ••---•••••----•--------••••- iii iii (ENO)•------•---•-••••--•••-------•--•• 
10000• 初期．設定：＇ （一―---------------------------------------------------------
10010 項目戴 ¾-40:例麗敷メー100:間 11 霰 ¾•1 50: 問題乱霞霰 Zー100:

: MWOS-" 0 16639399 0 28050" 
10020 OIM 項目＄（項目徴¾) . 例題＄（例題最 Xl.問● ＄（問題叡"・鱗答＄ （問●歎¾)

: OIM MXC問題乱量霰 Xl,SM¾<問 ●乱霞量 Xl,LS<5,5l
:'MX,SM¾ ・・問題の乱最 LS・・・ラ インスタイル MWOS・ • ・Ill枠餃定初期鍾

10030 RESTORE• 項目 ．デー タ
: FOR I•O TO 39: READ KS: 項目 SCI>一LEFTS<KS+SPACES<BOl,77) :NEXT I 

10040 LS(I, I l一&HFFFF:LS(2,1 l一&H5555:LS<2. 2l•&H555S :LS< 3, 1 >-&HFFFF: LS< 3, 2l一O
: LS< 3. 3l•&HFFFF: LS'4. 1 >•&HCOCO: LS<4. 2l-&H3333: LS<4, 3l•&HOCOC: LS'4, 4 l一〇
: LS<5. l l-&HCCCC :LS<5. 2l•&H3333:LS<5, 3)一0:LS<5. 4 l•&HCCCC :LS<5, 5l一&H3333

10050 ESCS(Ol一＂寡 内 ":ESCS(1l 一＇寡 内 終了 " :GSS<Ol•"字習 " : GSS< 1 l一...畷＂
10060寡内 S<Ol一" "+GSS<GS¾l+"蒙行 ＂：寡内 SCIl一" CAL襲 T " 

震内 $(2)一＂他の項目字習＂ ：寡内 $(3)一＂倍の項目参顎＂
：寡内 $(4)一＂ 参照績了 ＂ 

10070事項 $(1)一"女凸定濃女女＂：事項 $(2)一＂＊貪定糧＊＊＇’ ：事項 $(3)一＂濱棗注重豪棗＂
：終了 S<Ol一＂ 薯了する ＂：納了$(!)•"納了しない＂

10080 MSGS<Ol一＂がんばって I I ":MSGS<l>-"よくでさ :t.した I"
: MSGS<2l一"THAT' S R I G HT. ":MSGS<3l一"OK I O K I O K r・" 
: MSGS<ヽ ）一＂ピンポンツ，正鱗です．＂

10090 MSG$(5l一＂おしい 一つ ":MSGS<6l一＂ちょっと違うみたい"
MSGS(7l一＂そうかな？ よく考えて I":MSGS<Bl一"I!念 I t, う一度やりなおし＂
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MSGS<9>一"プーツ， まちがいで す ． ＂
l O l 00 RETURN 
10110叫胃蝕．蒼面：＇ （
10120 COLOR 4,0, .o:c□NSOLE o.2s.o:MWS•" 0 0639399 0 08050":GOSUB•Ill. 枠
10130 CLS:LNS•"EO O 48023":GOSUB•LN:LNSー "E720 160 S 8"; GOSUB•LN 
10140 BBS•"基望量字 I C A L "; BS•"22422 111 "+BBS: GOSUB•SYM 

:8●ー"42422 l "+BBS; GOSUB•SYM 
10150 B●ー" l 27 4がんばって勉檜し ま し ょ う " ; GOSUB•LCP 
10160 BS•" ヽ 26 6●●● 操作の説明をし土す＊＊寧" ; GOSUB•LCP 
10170 BS• " 54 l 7<項目などは、 で選んで で決定して下さい <II:の表
示を採択） >":GOSUB•LCP:CLR•S:LX¾•l5: LY¾ • 7:GOSUB -t;. キー： LX¾•LX¾+ 3: GO SUB• 左．キ
- ; LX¾• LX¾+ 3; GOSUB• 上．キ ー： LXスーLX¾+3: GOSUB• 下．キ ー： LX¾•LX¾+ 12: GO SUB•CR, キ ー
lOlBO BS•"054 l 9<字否畜面では 、字習内容の解餃と｀例題、練習問題が表示されます
) ";GOSUB•LCP 
10190 T●ー"T310@● 例題は@?@ が表示されますから を押して下さいか

: ZFS•" S @ 6 @ S @" :GOSUB ●複．表示： LN$•"F3121016ll":GOSUB•LN 
: LX¾•36 ; LY¾ ー10;CLR•S: GO SUB•CR , キ ー

10200 BS• " S 31 l● 纏習問題は が天示されますから解答をして下さい＂
: GOSUB•LCP:LNS•"Fll6112012";GQSUB•LN 

10210 BS•" 54 113< 画面下椰にキーの説明がでます（必饗に応じて伎用して下さい）＞＂
: GOSUB•LCP 

10220 BS•" S 314• ・・・・字否項目一覧では、主な字習内容が表示され、学習画面で
は、 ":GOSUB•LCP:BS•" S 141SC AL蔚了，他の項目学習他の項目参照などが選択でき土
す ":GOSUB•LCP:LX¾•6:LY¾•14:GOSUB•ESC.キー
10230 BS•" S 316• ・・・ベージを変え土す（ で前ベ ー ジヘ ｀ で次ページヘ移
ります）"; GOSUB•LCP 
10240 LX¾•S: LY¾ ー16:CLRー1:BC •6: GOSUB• 上．キー： LX¾• LX¾+3: BC•6: GOSUB●下．キ ー

: LX¾• LX¾+24 :CLR•S; LLX•4; GOSUB• 上 ．キ ー： LX¾•LX¾+l 7 :LLX•4: GOSUB• 下．キ ー
10250 BS•" S 317• ・ ・ ・ 練 習問題の解苓位置を変えます（ で前問へ． で次問
ヘ存り土す） " : GOSUB•LCP 
10260 LX¾•S:LY¾•l7 :CLR• l :BC•6:GOSUB• 左．キー： LX¾• LX¾+ 3: BC•6: GOSUB●右．キ ー

: LX¾•LX¾+ 36: CLR•S: LLX•4: GO SUB ー左．キー： LX¾•LX¾+ 13: LLX•4 : G口SUB•右．キー
10270 BS•" S 318• ・・・・・纏習問題の正解を与えます";GOSUB•LCP 

: LX¾•6 : L Y¾•lB: CLR•l: BC•6: LLX•4; GOSUB•CR. キー
102BO BS•" S 319• ・・・ ・・入力した文字の IT正に使い 2す （左隠 1文字が消去されま
す） "; GOSUB•LCP: LX¾•6 ;L Y¾•l 9: CLR• l: BC•6: LLX• ヽ:GOSUB•BS. キー
10290 BS•" S 320• ・ ・ ・ ・ ・ それまでの解芥電、正答霰，正笞寧を与えます＂

; GOSUB•LCP: LX¾•7: L Y¾•20; GOSUB•YEN. キ ー
10300 LNS•"E71022702ヽ B": GOSUB•LN 
10310 TS•"T1322@あなたの字年クラス出席番号は? @(例 lMOl >@":ZFS•" 42@ ヽ@"

: GOSUB• 慣．表示
10320 BS•" 1 1223学年クラス出席書号の後， を 押 し て 下 さ い <IT正 1;1: > ":BC•6 

: GOSUB•LCP 
10330 LX¾•37: L Y¾•23: CLR•l: BC•6 :GOSUB•CR. キ ー ：LX¾•63 : LLX•4; BC• 6: GOSUB•BS. キ ー

: LX¾•S2: L Y¾•22; CLR• ヽ :BC•7: GOSUB•CR. キ ー ：LNSー"FヽSB226423":GOSUB•LN 
10340 RETURN 
10350' 
10360• 名前．入力： ' <-―--------------------------------------------------------
10370 LX¾•S9 :L Y¾•22 :LOCATE LX¾, L YX, 1: AA$•"" 
10380• 名 前 .1文字入力
10390 ANSS•INKEY$: IF ANS$• '"' THEN GOTO• 名前 ，1文字入力
10400 ANS¾•ASC<ANSS> : AL•LENCAAS> 
10410 IF ANS¾•&HOO AND AL>O THEN LOCATE , ,0:RETURN 
10420 IF ANS¾•&HOB AND AL>O THEN AAS•LEFTS<AAS, AL-1 >: GOTO• 名前．表示
l 0430 IF AN S¾> &H60 AND ANS公<&H78 THEN ANS¾•ANS¾-32; ANSS•CHR$<ANS¾> 
104ヽ0 IF AL•4 OR ANS¾<&H30 OR ANS¾>&HSA OR CANS¾>&H35 ANO ANS¾(&H41 > 

THEN BEEP: GOTO• 名前 .1文字入力
10ヽ50·•••••·••NS$
10460• 名前．表示
10470 LOC•TE LX¾:PRINT SPC<4>:LOC•TE LX¾: PRINT•AS: ;GOTO• 名前 .1文字入力
1n4sn ・ 
10490• 項目．デ ー タ：＇（一-------------------------- ------------------------------
10500 DAT• " 紆 了 基巳貴字 I CA  I. を終了します＂
10510 D•T• " 霞式の加法汝法整式などの定讀と 、そ のたし● 、引き算を計算する＂
10520 DATA " 整式の彙法 (1) 皐項式と皐項式，皐項式と多項式のかけ● を計算する"
10530 DAT• " Ill式の乗法 <2> 多 項式と冬巧式のかけ● （公 式による展開 ）を計 算する＂
10540 DATA " 黙式の乗法 <3> 霰式の乗法 (2)の ~~ さ、公 式による展閂を it霞す る"
四 0 DATA " 因敷分 Ill< I> 公式による比較的簡隼な因霰分解を行う＂

●データファイルプログラム（一部）

10000'2次 111量の最大最小
10010'項目 X•21,SAVE "¥NAIYOU¥K"+RIGHTS< STRS<項目 X+IOO>.2)+". OAT" 
10020 PTX•7, G口TO•内 容
10030' 
10040•Pl,'< --------------------------------------

ll540•P4,'<-------------------
l!SSO W●ー"274 62次 11111:のグラフについて（まとめ） ", GOSUB•JW 
ll560 OATA "Tl! 4@ y - a (x - p)@2@+ q@のグラフ l;I @y - a x @2@のグラフをか." 7 
@T 7@ 7 @ 54@ 7 @T 7@ 54" 

ll570 DATA "Tl! Sil x韓方内に p ,y韓方内に qだけ平行奪動 aしたものか." 6 @. 54か
11580 DATA "T l 7@例● a グラフを書きなさい@","15 @ 5 @" 
ll590 DATA "S l 8 Bil(庫）@ y -2cx + 1)@2@-2か,"Sl2@712@T 7@712か
11600 DATA "T llO@(@y ~ 2x il2ilのグラフを@"," 3 @RT ilRlCil 3 " 
11610 DATA "S l ll B@x鴫方向に@-l@,y輪方向に@"."312ilR2 @312か
11620 DATA "T l 13@-2@平行移働したもの）@". "RT @ 3 @" 
11630 DATA "BO 7@ !Ill● a次 の グラフを畏す 2次 11111:を求めなさい @","15@5@"
11640 OATA "BO 9@Cll@yー(Xil-• l$@)@2il+ • 2S@"・"5 @ 7 @MT @ 7 @T 7@MT @" 
ll650 DATA "T3010@(2)@y - <x @-• 3S@)@2@-• 4$@"," 5@  7 @MT@ 7 @T 7@MT @" 
11660 DATA "T30ll@(3)@y - - (x il-• 5S@>@2@+• 6$@"," 5 iJ 7 @MT @ 7 @T 7@MT il" 
11670 DATA "T3012@(4)@y - - Cx il+• 7$@>i)2@-• 8$@"," 5 iJ 7 @MT@ 7 @T 7@MT @" 
ll680 DATA "T3013@(5)@y - •• o•ac x @+•10Sil)@2@+•llS@" ・ " 5 @ 7 @MT @ 7 @MT @ 7 
ilT 7iJMT @" 
ll690 DATA "TSS 9@(6)@y - - (x @+•13$@}@2@- •14$@"." 5 @ 7 @MT @ 7 @T 7@MT @" 
11700 DATA "S71262 8481". "S62 948@.12● •"·'り12 " 
11710 DATA "T5Sll@(7)@y - -·•1s•acx @-•16S@)il2@+•l7$il" ・" 5 @ 7 @MT @ 7 @MT @ 
7 iJT 7iJMT @" 
11720 DATA "T55!3il(8)@y - - - (x il+•l9$ol)il2il-•20$@"," 5@  7 @MT iJ 7 @T 7@MT @" 

11730 DATA "S712641248l","S64l348@•1asil","M2" 
11740 FDR I•l TO 20cMXCI>•INTCRND•4>+lcNEXT r,F□R I • 9 TO 18 STEP 3CMX<I)•INTCRND 
•2>+2cNEXT I 
ll750 GMWS•" -5 -7 5 73030504S"cXS•"x"cYS•"y"cGOSU8•JIKU 
11760 GS•"Cll"c GCLR•2cFOR X•Xl TO X2 STEP' GOXcY•CX-MXCl»'2+MXC2)cGOSU8•GRAPHCN 
EXT X 
ll770 GS• "C2)"cGCLR• 4cFOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•(X-MXC3)}'2-MXC4) cGOSU8•GRAPHcN 
EXT X 
11780 G●ー "(3)"cGCLR•ScFOR X•Xl TO X2 STEP G•X,Y•-CX-MX<5)}'2+MX<6)cGOSU8•GRAPH 
NEXT X 
11790 GS一 "(4l" c GCLR•7cFOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•-CX+MX<7»'2-MXC8) cGOSU8•GRAPH 
NEXT X 
11800 GMWSー"-5 -7 5 7553075ヽ5"cGOSU8•JIKU 
ll810 G$•"(5)"cGCLR•2cFOR X•Xl TO X2 STEP G0XCY•MXC9)•(X+MX(l0))'2+MX(ll)CG0SU8 
•GRAPH c NEXT X 
11820 GSー"(6)"cGCLR•4c FOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•CX+MX<l3)}'2/MX<l2)-MXCl4)cGOSU8 

•GRAPH, NEXT X 
11830 GS•"C7)"cGCLR• ScFOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•-MX<l5)•(X-MX<l6))'2+MX<17)cGOSU 
8•GRAPH cNEXT X 
11840 GS•"C8)"cGCLR•7c FOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•-(X+MX < 19))'2/MX< l8>-MXC20), GOSU 
8•GRAPHcNEXT X 
11850 DATA "Z"c cRETURN 
11860•S4 
11870 GMWS•" -4 -3 4 5 4302445" CXS• "x"cY●ー"y" cGOSU8•JIKU 
ll880 L$•"13il 5 9109 @11 9139 @17 9189 @" cGOSU8•SENcGQSU8•REIDAI 
11890 GS•"", GCLR•3 cFDR X•Xl TO X2 STEP GOXC Y•2•X'2, GOSU8•GRAPH, NEXT X 
l 1900 L●ー"14@13 916 l O@"cGOSU8•SENcGOSUB•REIDAI 
ll910 GS•"" cGCLR•4c FOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•2•CX+ll ' 2cGOSU8•GRAPHcNEXT X 
11920 L●ー"14@18 92lllil"cGOSU8•SENcGOSUB•REIDAI 
l l 930 GCLR•O , FOR X•Xl TO X2 STEP GOX, Y•2• CX+l)'2cGOSU8•GRAPHcNEXT X 

: GS•"C•l" cGCLR•4'FOR X•Xl TO X2 STEP GOXcY•2•CX+l)'2-2 cGOSU8•GRAPHcNEXT X 
11940 GOSUB•MDNDAI 
11950'------------------------------------------------------------------->•Pヽ
11960•PS,'<------------------------------------------------------------------
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強誘電性有機薄膜の電気・光物性

(1) D -Eヒステリシス曲線

永守知見・＊堀内俊痔・＊松重和美
く平成元年 9月20日受理〉

Photo-Electrical Properties of Ferroelectric Organic Films 
(1) D-E Hysteresis Loops 

In order to investigate the photo-electrical properties of ferroelectric organic films, a D-E 

hysteresis measuring system was newly constructed. The temperature variation of the hysteresis 

curves for several ferroelectric polymers were measured and analyzed. 

Tomomi NAGAMORI, *Toshihisa HORIUCHI and *Kazumi MATSUSHIGE 

1 . は じ め に

強誘電体は最も特殊な誘電体であり，電気的に圧電

性，焦電性などの興味ある物性を示す．最近，高分子

においても強誘電性を示すものが見いだされ，その電

気物性に解明と共に応用が注目を集めている．特に，

光照射下における特異な分極反転現象（図 1)1)は新し

いタイプの有機非線形光情報素子への展開の可能性を

秘めており，今後の研究の進展が期待されている．

本稿は強誘電性有機薄膜の電気・光物性を明らかに

するために，分極反転の電気的観測の一つとして使わ

れるヒステリシス曲線を取り上げ，その測定法および

実験結果を記述する．

D (μC/cmり D
 

-1 

(a) 光照射前 (b) 光照射後

図 1 光照射による特異な分極反転現象

E
 

＊九州大学工学部応用理学教室

2 • 電気物性の基礎

2-1. 高分子強誘電体

物質が電場や応力などの外場のない自然の状態で，

自発的に電気分極をもち，外部電界により分極の向き

を反転するものを強誘電体という．最近，高分子にも

強誘電体が存在することが見いだされた．現在，強誘

電性が確かめられている有機高分子には，ポリ フッ化

ビニリデン (PVDF), フッ化ビニリデンとトリフルオ

ロエチレ ンの共重合体 (P(VDF /Tr FE)), フッ化ビ

ニリデンとテトラフルオロエチレンの共重合体 (P

(VDF /TeFE))などがある．図 2にVDFとTrFEの

構造単位を示すが，その特徴として次の 2つがある．

(1) 電気陰性度の大小関係により， Fはマイナス，

Hはプラスに帯電し，分子鎖とは垂直方向に大き

な双極子モーメントをもっ. (TrFEではその双極

子モーメントはVDFの1/2になる）

(2) PVDFの分子鎖には，あまりエネルギーの違わ

ないいくつかの可能な形態があり，結晶間の転移

が容易におきる．

以上， 2つの特徴を挙げたが，高分子の中ではじめ

て強誘電性が見いだされたのは， PVDFのfJ型結晶に

ついてである．また， PVDFを通常の条件で溶融体から

冷却して結晶化させると，自発分極を持たないa型結

晶ができるが，しかしこれを機械的に延伸させると，

分子鎖が延伸方向に向いたfJ型結晶に変わる．これに

対して， フッ化ビニリデンと トリフルオロエチレンの

ランダム共重合体は， VDFが40,.....,80%程度の共重合比

の領域ではじめから強誘電性を持つ炉型結晶が出来る．
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(a) フッ化ビニリデン
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(b) トリフルオロエチレン

図 2 高分子強誘電体モノマーの双極子モーメント

なお，フィルム状のPVDF, P (VDF/TrF 

E) は多結晶体である．そのため延伸したものでは，

個々の結晶は強誘電体でも，それぞれの方向が揃って

いないために，フィルム全体としては自発分極を持た

ない．そこで，フィルム全体として，フィルム面に垂

直方向に自発分極をもたせるためには，フィルムに高

い直流電場を加えて，各結晶の自発分極の方向を揃え

てやる必要がある．（ポーリング操作という） 2) 

2-2. 分極反転の電気的観測

強誘電性高分子の分極反転は， X線回折によっても

直接検証されているが，電気的応答として見るのに次

の二つの方法がある．

(1) 分極反転スイッチング：ー P孔こ分極した試料

に， t = 0において正方向に定電場Eを加え， p

が一 psiJ)ら+P孔こ反転する過程を，フィルム表

面電極上の電荷密度（電気変位） D, あるいはD

の時間変化であるスイッチング電流の時間変化と

して観測する．

(2) D-Eヒステリ シス ：試料に大きな振幅の周期

的電場（正弦波あるいは三角波）を加え，分極反

転によって生ずる Dと電場Eとの関係を示すルー

プ（ヒステリシス・ループ）を観測する．抗電界

や残留分極の測定が容易である. 3) 

ここでは(2)のD-Eヒステリシスの方法で実験を行

った．

3. 実験方法

3-1. 実験回路

D-Eヒステリシスを観測するための回路として，

商用周波数の電圧をトランスで昇圧して試料に印加し，

D-Eヒステリシス曲線をブラウン管で観測する方法

(Sawyer-Tower法）が普通に用いられてきたが，最近

ではオペアンプを使った回路で測定されるようになっ

た．これは，強誘電体について行う実験において，さ

まざまな刺激に対する電荷応答の測定が重要であり，

次のような利点があるからである．実験に使用した図

3の回路叫こおいては，オペアンプ 2個を使用して，

CHARGE AMPとATTENUATORを構成している

が， CHARGEAMPのところで，コンデンサにより負

帰還をかけている．こうすると，入力端の電位はほと

んど零となり，理想的な電荷の測定ができる．この場

合，扱う電荷が微小であるために，入カバイアス電流

が小さいことが要求され，そのため現在供給可能な標

準オペアンプの中でも最も超低入カバイアス電流の

* AD515を使用した．

AD515を使用する際，プリント基板上のリーク電流

をカットすることが重要で， 2番の入カピンに

GUARDを設けた．図 4にAD515用に作成したプリン

ト基板のパターンの一部を示す. ATTENUATORと

しては汎用オペアンプLF356を使用した．

今，薄膜試料の両面に電極をつけて，平行平板コン

デンサ（厚さ t'電極面積A) を構成し，電圧Vを印

加して電極上の電荷Qを測定すると，電界Eと電気変

位Dは

V=Et (1) Q=DA (2) 

RECORDER 

[J 
x
 

~ 

図 3 D-Eヒステリシス測定回路
図 4 プリントパターン

＊アナログデバイス社製
バイアス電流 0.075pA
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の関係より決まる．通常の誘電体ではDはEに比例し，

比例係数が誘電率cを与える．

図 2の実験回路ではRECORDERにVQとVvを入力

させているが， VとVv, QとVqの間には

Vv=-(R2/R1)V (3) 

VQ=-Q/C 

の関係がある. 5) 

(4) 

3-2. 実験セル

図 5に実験に使用したセルを示す．外側は黄銅を使

用し，内部の絶縁はテフロンを用いた．高圧ケーブル

から下部の銅板に印加し，はさんだ試料を通し，上部

の小さな黄銅電極から前述の回路のAD515に微小信

号を取り出した．ここで，注意しなければならないの

は，試料の押え方である．数十μmの試料フィルムの回

りをテフロンで押えながら，しかもこれとは別に，上

部の電極も圧電効果を考慮して，わずかな力で接触さ

せることが必要である．そのために，試料押さえ用の

スプリングと，電極用にはリン青銅で柔らかいバネを

作り試料を押さえた．また，下部の銅板の中にヒータ

とサーモカップルを埋め込んだ．

3-3. 実験試料

実験試料として，つぎの 3つを使用した．

①
 

(a) PVDF 

(b) P (VDF /Tr FE) 

(c) 各種コンデンサ

(a)は呉羽化学工業， (b)はダイキン工業より提供してい

ただいたフィルムであり，電極としてAuを厚さ 50 0 

Aで，直径 9......__,llmm両面にアルゴンスパッタリングし

たもの．また， (a)の厚さは25μm,(b)は厚さが27μmで

共重合体のモル分率は65/35である• (C)は製作した測

定回路の動作特性をチェックし，上記強誘電体試料と

の比較をするために使用した各種のコンデンサである．

4. 実験結果

まず，強誘電体と常誘電体の比較をするために，試

料としてコンデンサを観測してみた．図 6に， (a)フィ

ルム， (b)スチロール， (c)マイラ， (d)MKH積層（積層

構造の金属化プラスティック・フィルム・コンデン

サ）， (e)セラミックの 5種類の結果を示す．

(a)........,(d)まで，損失の無い常誘電体の特性がよくあら

われ，回路が正常に動作していることがわかる．

(e)のセラミックは，高容量用に使用されるチタン酸

バリウム系の磁気コンデンサで，位相のずれはないが，

これは印加される電圧の大きさで容量が変化する，っ

まり誘電率が変化する欠点があり，そのため，非線形

なカーブを描いている．

次に， PVDFについて測定した．試料の厚さは25μ

m, 印加電圧2.55kV,周波数0.08Hzのときの温度特性

を図 7に示す．温度とともに，しだいに傾きが立って

くる，即ち，キュリー点に近づくにつれて誘電率が上

(a)フィルム (b)スチロール (c)マイラ

0.047 [μF] 1800 [pF] 15000 [pF] 
耐圧 400[VJ 耐圧 1000[VJ 耐圧 50 [VJ 

Q [μCJ Q [μCJ 

①⑯  
V [VJ 

①ヒータ ②試料 ③スプリング ④テフロン棒

⑤上部電極 ⑥ BNC端子 ⑦銅電極 ⑧熱電対

⑨テフロン台 ⑩高圧ケープル

-200-100/I 100 200 

/ +-s 

V [V] 

-2 

図 5 実験セル概略図 (d) MKH栢層

0.023 [μF] 
耐圧 250 [VJ 

(e)セラミック

0.001 [μF] 
耐圧 3 [kV] 

図 6 コンデンサ特性
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昇するのがわかる．しかし，曲線の先端部が文献に見

られるように尖っていない．これはPVDFの場合，完全

な分極反転を起こすには200MV/m以上の電界が必

要であるが，実験で用いたHIGHVOLT AGE AMPと

膜厚の関係で約lOOMV/m程度の高電界しか印加で

きなかったことに起因している．

D [mC/m門

90『CJ

72 

50 
30 

E [MV/m] 

120 

図 7 PVDFの温度特性

同じく， P(VDF /Tr FE)のD-E履歴曲線の温度特

性を図 8' 図 9に示す．周波数は同じで， PVDFと同

様，顕著な強誘電的D-E特性が観測された．実験に

使用した共重合体試料のキュリー点は，約95℃に存在

し，それ以上の温度では常誘電性を示すと考えられて

いる．

しかし，上図の温度特性において，温度が60℃を超

えると D-E曲線は丸みを帯び，履歴現象が消失し始

めないのは，温度上昇に伴う分子運動の活性化による

イオン伝導が起き，周波数が0.08H,と低いためにそれ

を解消できずに， D-EとI-Vが重なった形で観測

されたためと考えられる．

5. まとめ

強誘電性有機薄膜の電気・光物性を明らかにするた

めのアプローチとして， D-Eヒステリシスに関して

実験を行ってきた．今回の実験から得られた結果をま

とめると次のようになる．

D [mC/m門

1. 76 [kV] 

E [MV/m] 

-50 50 

図8 P (VDF /Tr FE) の

常温におけるD-E履歴特性

50 + D [mC/m打

50 

-50 

図9 P (VDF /Tr FE)の

75『CJ

61 

45 

31.6 

E [MV/m] 

D-E履歴曲線の温度変化

(1) 製作した実験回路，セルは分極反転を精密に観

測するのに有効である．

(2) PVDF, P (VDF /Tr FE)共重合体試料で強誘

電性特有のD-E履歴曲線が観測された．しかし，

より完全な分極反転を起こすには，試料に対して，
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もっと高電界を印加してやる必要がある．

(3) P (VDF /Tr FE)は，低周波を使うと，転移点

近傍でイオン伝導のためヒステリシス曲線が観測

できなくなる．

得られた結果から， (1)については低入カバイアス電

流のオペアンプや，絶縁破壊を防ぐための電極の表面

をきれいに磨くことが必要であり， (2)については試料

をもっと薄くしなければならない．そのために，スピ

ンコート法を使って試料を作るよう，現在，装置を計

画中である. (3)は周波数を上げればよい．しかし，使

用したHIGHVOLT AGE AMPが対応できないので，

試料の極薄膜化による印加電圧の低下を含め改良中で

ある．

以上の結果をふまえて，次の段階である光との関連

を調べるため新しいセル（図10) を現在製作中である．

これは真空中で，試料に光をあて，観測できるように

なっている．これについての実験結果は応用物理学会

九州支部学術講演会にて発表予定である．

最後に，実験機器の製作にあたりまして，ご援助を

いただきました九州大学応用理学教室工作室の百田繁

治氏，生田竜也氏の両氏に厚く御礼申し上げます．

①ゴムパッキン

④テフロン棒

⑦真空引口

⑩銅電極

⑬上部屯極

⑯高圧ケープル

②電極回転止ネジ

⑤ ENC端子

⑧ヒータ
⑪石英ガラス

⑭ネサガラス

⑰熱電対

③スプリ ング

⑥這極支持台

⑨テフロ ン台

⑫光照射孔

⑮試料

図10 光照射用D-E測定真空セル概略図
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高温における変形応力測定装置

宮川英明• 藤井直人＊• 山田正信＊＊
く平成元年 9月20日受理〉

Flow Stress Measurement Apparatus 

at High Temperature 

For the measurement of the flow stress of metals at high temperature, we made the models of 

a heating furnace and a loading train, which were attached to tensile testing machine. The tensile 

testing machine is Shimadzu Autograph Type AG-IOTA (capacity lOton) which can be controlled by 

a personal computer. 

The performance tests of the flow stress measurement apparatus to which these devices were 

attached were carried out, in which sufficient results were obtained. 

Hideaki MIYAGAWA, N aoto FUJII and Masanobu YAMADA 

1. 緒 戸

従来の高温材料試験は定速引張，または定応カク

リープなど限られた変形経路に沿って得られた実験結

果をもとに研究が行われてきた．しかし，工場現場で

の加工は，さまざまな変形経路に沿って行われており，

このような工程における変形応力の予測は重要な課題

の一つである．しかし，金属材料について高温変形応

カの変形経路依存性についての研究はこれまでほとん

どなく，変形応力を予測する一般的な方法はまだ確立

していない．

そこで，このような研究を進める目的で，高温雰囲

気を得るための加熱用電気炉および引張治具を製作し，

パソコンを用いて制御できるようにした島津オートグ

ラフ AG-lOTAに取り付けた．この装置はひずみ制御

および荷重制御が可能であり，自作のソフトを用いる

事により，高温雰囲気中で任意の変形経路で引張試験

を行い，必要なデータをパソコンに収録できる．その

概要および性能について報告する．

2 • 装置の製作

2. 1 加熱用電気炉

電気炉は引張試験中，試験片を一定の高温雰囲気に

保持するためのものである．したがって，実験中の温

度変化をできるだけ無くすように，試料および荷重を

伝達するための引張治具を包み込む型に設計した．試

験材料としては，アルミニウムおよびその固溶強化合

金や分散強化合金などを対象と考えたので，大気中で

実験しても酸化の影響はない．したがって気密性等に

ついては考慮せず，電気炉の形として図 1に示すよう

に円筒形の半割にし，開閉型とした．

電気炉に要求されることは，引張試験中試験片を所

定の一定温度に長時間保ち，炉内に温度変化が起こら

ないようにすることである．均熱管としての内壁には

温度むらがなく，できるだけ均一温度分布になるよう

に，熱伝導率のいい銅パイプ（内径57.5mm, 肉厚 3mm) 

を2つ割にして使用した．しかし，銅は酸化し易いと

いう欠点がある．特に，高温にするためにすぐに酸化

して表面が黒くなり剥げ落ちるので，長期間使用する

と取り換えが必要になる．そのため取り換えが簡単に

できるように，四箇所をさら小ねじで取り付けるよう

にした．この銅パイプがケーシング金属と接触すると

接触部を通って熱の流出が生じ温度を局部的に下げる

ことが考えられる．そこで耐火煉瓦を使って，この銅

パイプが上下面等と直接接触しない様に工夫した．発

熱部は丸型炉耐火物（縦溝）を使用し，電熱線として，

Ni-Crに比べて固有抵抗が高く比重が小さい，カンタ

ル線を使用した．

縦方向に均一温度分布域をできるだけ長く確保する

こと，および温度制御を容易にするため発熱部を独立

した上部炉，中央部炉，下部炉の三段に分けた．最高

温度 773Kまでの高温雰囲気を設定し上部炉，中央部

＊現在九州カネカロン（掬勤務（平成元年 3月 有明工業高等専門学校機械工学科卒業）

＊＊現在トヨタ自動車（掬勤務（平成元年 3月 有明工業高等専門学校機械工学科卒業）



38 高温における変形応力測定装置

Heat insulating 
ceramic fiber 

図 l 加熱用電気炉概略図

炉，下部炉の各カンタル線の使用限度をそれぞれ600

W までとした．銅内壁，丸型炉耐火物以外のケーシン

グ等の部品は，ボルト・ナットを含めすべてステンレ

ス鋼を使った．丸型耐火物と炉外壁の間の空間には，

断熱材として，断熱性，耐熱性に飯れている綿状カオ

ウール ・バルクを充填した．

試験片加熱部は，鉛直方向に長い筒型の空洞で，上

下は開いたままであるので，対流による熱損失や，温

度勾配をできるだけ少なくするために密閉する必要が

ある．断熱煉瓦を円盤型に削って上下に蓋をするよう

に付けた．中央部には，直径12mmの引張治具が通るの

で，試験中に治具に触れることのない程度に穴を開け

た．カンタル線は，炉外壁との絶縁のためはめ込んだ

ハトメ硝子の穴から炉外に出し，炉外壁に取り付けた

金具付磁器ターミナル上で銅線と接続し電源回路につ

ないだ．この部分の外観を写真 1に示す．

2. 2 加熱用電気炉取付台

電気炉取付台を写真 1に示す．試験片の長さが変

わっても，試験片ゲージ部を炉の中央の位置にセット

できるようにするため，中央の軸がねじによって，上

下に移動できる（移動距離70mm以内）構造にした．電

気炉を取付けているアームの反対側に電気炉に釣合う

重りを付けて平衡状態を保てるようにした．電気炉を

使用しない実験においては，電気炉支持アームを回転

させることにより電気炉全体がオートグラフのクロス

ヘッド移動空間から外に出るような位置に取付台を固

定した．

2. 3 引張治具

この研究では， 473K~773K の高温雰囲気の中で

引張試験を行うので，耐熱耐食性に優れ，かつ，熱伝

等率が低い材質であるステンレス鋼を用いて治具を製

作した．製作の上で，特に考慮した点は，電気炉から

の熱によるロードセルの温度上昇を防ぐことと，試験

機系の弾性定数を大きくするとともに，ロー ドセルを

保護することの二点である．

温度変化によって介入する荷重の測定誤差をでき

るだけ少なくするため，ロ ードセルの下部に電気炉か

らの熱を遮断する役目をする反射板を設置し，また炉

内の熱をできるだけロードセルに伝えないように水の

循環による冷却装置も設けた．

引張治具等を含む試験機系の弾性定数を大きくする

ため，治具の各部はねじで締め付ける方法をとった．

このようにすると試験機系全体が硬くなるので，試験

片の取り付け，取り外しの際にロードセルを壊したり，

試験片に不用意に荷重を加える危険がある．これを避

けるために図 2に示すように引張治具に Freeな点を

一箇所設け，クロスヘッドの上昇によってこの箇所は，

一点で接触し，試験片に荷重が加わるようにした．し

かし，点接触であるため，接触点には大きな応力が加

わるので，この点の変形を極力小さくするため，この

部分にWC系の超硬合金を用いた．更に，試験片取付

写真 1 電気炉側面および取付台
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具には， M6,M7いずれの取り付けねじをもつ試験片

も使用できるように，径の違う二組のねじ込み式試験

片取付具を用意した．試験片より下に位置する引張治

具の死荷重は7.330Nである．引張治具の概略図を図 2

に示し，装置に取り付けた状態を写真 2に示す．

2. 4 温度読取り装置

実験中に，電気炉内壁均熱管の上部，下部および試

験片の温度を読み取るために，熱電対用多点温度計と

して温度読取り装置を製作した．これは，押ボタン式

多箇所切換器とパネル式デジタル指示計を組合わせた

もので，測定回路を手動のボタンで切換えることで必

要な場所の温度が測定できるようにした．この指示計

は，指示精度0.25%である．熱電対はすべてクロメル・

アルメル熱電対を用いた．

2. 5 電気炉の電源回路および温度制御

電気炉発熱部を，上部炉，中央部炉，下部炉の三段

に分けたので，電源部もそれぞれ独立に上部，中央部，

下部の発熱部に分けた．したがって温度制御もそれぞ

れ独立となり，上部炉，下部炉のカンタル線に流す電

流をそれぞれボルト・スライダックを用いて制御し，

中央発熱部は，サイリスタ・レギュレータを用い pI 

写真 2 引張治具および電気炉

Load cell 

Free point 

Pull rod 

0
 8
0
1
 

Pull rod 

Enlarged view 

図2 引張治具概略図

D制御で行うようにした. P ID制御用の熱電対は，

炉内壁均熱管中央部に取り付けた．この位置が温度制

御に最適であった．上部炉，下部炉の温度制御のため，

炉内壁均熱管上部，下部に熱電対を設け均熱管上部下

部の温度をモニターできるようにした．さらに，上部

炉，下部炉の電流を測定するための電流計を二個，全

電流測定用の電流計一個を設け，実験効率を良くする

ためにタイマーも設置した．製作したこれらの装置を

写真 3に，その回路図を図 3に示す．

3. 装置の性能

3. 1 加熱用電気炉性能試験

製作した電気炉と温度制御装置を用いて，電気炉の

性能試験を行った．性能試験は直径 3mm, ゲージ長さ

30mmの軟鋼丸棒試験片を用い試験片の上部，中央部，

下部の温度分布を知るため，試験片上部，中央部，下

部の三箇所に，熱電対をパーカッション溶接し温度測

定を行った．試験温度は473K-...,773Kまで50Kおきの

7種類とした．

各設定温度について上部，下部炉のカンタル線に流

す電流をそれぞれのボルト・スライダックによって最

適制御するための，設定電圧を求めた．また均熱管中

央部は，指示調節計の温度を設定すると PID式制御

により自動的に設定温度になる．したがって試験片が

所定の温度になるような，指示調節計の設定温度を決

定した．

このような操作で熱された銅均熱管内壁の温度測定
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写真 3 電気炉電源部
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Thyristor unit 
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Ignition unit 

To furnace 
--, 

Upper F. 

MiddleF. 

Lower F. 

は，銅内壁均熱管上，中，下部分に取り付けた熱電対

で行い，試験片温度の測定は，試験片の上，中，下部

分に溶接した熱電対で行った．実際の実験では試験片

に熱電対を溶接することはできないので，熱電対を一

個試験片中央部側面に接触するように取り付けて，こ

の部分の温度測定を行った．これは実際の実験の時行

う温度測定方法であり，試験片に溶接した熱電対の温

度と，このように試験片中央部側面に接触させた熱電

対の温度との差を知って，側面に接触させた熱電対の

温度から試験片の温度を求めることができる．

室温を295K~296Kの一定条件にして，銅均熱管内

壁の上，中，下部温度は温度差が 2K以内，試験片温

度は上，中，下部それぞれ土 lK以内を目標として，

ボルト・スライダック設定電圧および指示調節計設定

温度を求めた．このようにして測定した内壁三箇所，

試験片三箇所，側面一箇所の合計七箇所の測定温度と

ボルト・スライダック設定電圧，指示調節計設定温度

の関係をまとめて表 1に示した．この表から分かるよ

うに試験片の上部，中央部，下部の温度差はなく目標

とした性能が得られた．なお， 5時間経過しても各部

の温度変化は見られなかった．試験片温度と上部，下

部炉用電源のボルト・スライダック設定電圧の関係を

図4に示した．実測値は，上部，下部炉いずれも直線

に乗り電気炉が制御し易いことを示している．

3. 2 試験機系のばね定数 (km)の測定

実験中は試験片が電気炉内の高温雰囲気状態でひず

みを生じるので直接試験片の伸びを洞定することが出

来ない．したがって，試験片の塑性ひずみcpは試験片の

見かけのひずみEa, 見かけのヤング率Kおよび変形応

力6を用いて(1)式によって求めなければならない．見

かけのヤング率Kは試験機系のばね定数 kmと(2)式の

関係がある. (Eは試験片の実験温度におけるヤング

80 

50 

Room temperature 22℃ -23℃ 

＞ 
~40 
・-
~ 
旦30
!; 

20ト ・Set temperature of middle furnace (C) 

,205 255 304 354 403 452 501 
10 

゜200 300 400 500 
Specimen temperature('t) 

600 

図3 電気炉電源回路図 図4 試験片温度と電気炉設定電圧の関係
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表 I.試験片温度分布と電気炉設定電圧

目標温度 入力電圧 測定 温度 （℃ ）

均熱管銅壁 試験片 試験片側面

上段炉 23V 上段 205 上部 200 
200°C 中段炉 205℃ 中段 205 中央部 200 中央部 202 

下段炉 27.5V 下段 206 下部 200 

上段炉 27V 上段 254 上部 250 
250°C 中段炉 255℃ 中段 255 中央部 250 中央部 251 

下段炉 32V 下段 255 下部 250 

上段炉 31V 上段 304 上部 300 
300°C 中段炉 304℃ 中段 304 中央部 300 中央部 301 

下段炉 36V 下段 305 下部 300 

上段炉 35V 上段 354 上部 350 
350°C 中段炉 354℃ 中段 354 中央部 350 中央部 351 

下段炉 40V 下段 354 下部 350 

上段炉 39V 上段 402 上部 400 
400°C 中段炉 403℃ 中段 403 中央部 400 中央部 401 

下段炉 44V 下段 403 下部 400 

上段炉 43 5V 上段 450 上部 450 
450°C 中段炉 452℃ 中段 452 中央部 450 中央部 451 

下段炉 48V 下段 450 下部 450 

上段炉 47.5V 上段 500 上部 500 
500°C 中段炉 501℃ 中段 501 中央部 500 中央部 501 

下段炉 52. 75V 下段 500 下部 500 

率， 1,Sはそれぞれ試験片ゲージ部の長さと断面積）

したがって，見かけのヤング率を知るために，試験機

系のばね定数 kmを求める必要がある．

(J 
Ep=Ea--

K 
(1) 

1 1 S 
K=E+ tkm (Z) 

このため軟鋼丸棒を用いて試験機系のばね定数の測

定を行った.1。/Soの異なったいくつかの試験片につい

て定速引張試験を行い，そのときの荷重一伸び線図の

傾きの逆数を1。/Soに対してプロットすると直線が得

られ，その傾きが1/E,接片が1/kmとなる.1。/Soの異

なる軟鋼試験片 6本を用いて容量lOOkgfのロードセ

ルを使用したときの測定結果の一例を図 5に示した．

容盪lOOkgfおよび500kgfのロードセルを使用したと

きの，いくつかの異なる荷重に対する試験機系のばね

定数測定結果を図 6に示した．その結果，試験機系の

ばね定数は荷重によって変わり，それぞれ医 6内に示

した近似式が得られた．

3. 3 ひずみ制御および荷重制御試験

試験機の制御方法は，島津オートグラフ AG-lOT

AにパソコンNEC P C-9801から0.2sec毎に外部

入力信号を与え (0.2sec毎にパルスを出すパルス発信

機を製作し，これをパソコンに組み込み，オートグラ

フとパソコンとの間の制御データ，測定データの入出

カタイマーとした），クロスヘッドの移動量（ひずみ制

御）あるいは荷重（荷重制御）を制御する方式である．

同時に，実際のクロスヘッドの移動董および荷重など

必要な測定データを，制御している同じパソコンに読

み込み実験データとして収録し，測定終了と同時にフ

ロッピィ・ディスクに保存した．さらに，実験中の荷

重変化とクロスヘッドの移動鐵をモニターするため，

および必要な場合チャート紙から測定値を読み取れる

ようにするため， X-Yレコーダを用いて荷重変化とク

2-51 Load=56N 
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図 5 試験機系のばね定数測定例
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ロスヘッドの移動量をチャート紙に記録するシステム

とした．クロスヘッド移動量の測定には差動変圧器(L

VDT)を用いた．その測定誤差は土 3X 10-sm以下で

あった．その作動系統図を図 7に示した．

ひずみ制御および荷重制御の性能を調べるため，室

温で純アルミニウムを用いて，それぞれの制御方法に

よる引張試験を行った．

Servo Power Servo 
amp. amp. motor I 

-----------------------__ , 
AUTOGRAPH AG-10TA 

図 7 オー トグラフ作動系統図

2 3 
t I ks 

図8 ひずみ制御および荷重制御実験結果

その結果を図 8に示す．まず，図 8の(a)に示した

実線の変形経路に沿って，ひずみ制御により引張試験

を行い， (b)図に示すような応カ一時間線図が測定デー

タとして得られた．次に，ひずみ制御実験で測定され

た(b)図の応カ一時間線図のデータを，荷重制御するた

めのデータとしてパソコンから出力し，荷重制御によ

る試験を行い，測定値としてひずみ一時間線図を求め

た．このようにして求めたひずみ一時間線図が図 8(a) 

の破線であり，はじめにひずみ制御実験の変形経路と

して出力した同図の実線とほぽ一致する結果が得られ

た．このようにいずれの制御方式も，精度よく作動す

ることが確認された．今後，この装置を用いて金属に

おける高温変形応力の変形経路依存性についての研究

を進めていきたい．

おわりに，装置の設計にあたり懇切なご指導を賜っ

た九小l・I大学総合理工学研究科材料開発専攻中島英治先

生，吉永日出男先生に深く感謝の意を表す.WC系の

超鋼合金は住友電工に提供いただいた．記して感謝の

意を表する．パソコン用タイマーを製作していただい

た本校電気工学科近藤誠四郎先生に感謝する．また，

装置の製作にご協力いただいた有明高専実習工場の技

官の方々に心から感謝する．
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PSPCを用いた微小部X線応力測定装置の測定精度

大山司朗•宮川英明
く平成元年 9月20日受理〉

The measurement accuracy of the small area X-ray stress 
measurement apparatus using PSPC 

43 

It has been a long time since the method for X-ray stress measurement was applied to measuring 

residual stress. Recently a position sensitive proportional counter has been developed and is being 

used in X-ray stress measurement apparatus. The advantage of a newly-developed apparatus is so 

remarkable : the apparatus with p. s. p. c. has made them possible to reduce the measuring time in 

minutes and to measure residual stress in a small area as well. The measurement accuracy depends 

upon the size of crystal grains. So we examined the relation between the size of crystal grains and 

the measurement accuracy of apparatus with p. s. p. c. 

Shiro Qy AMA and Hideaki M1Y AGA w A 

1 . まえがき 2 • 実 験

2. 1 供試材料X線応力測定が残留応力の測定に採用されて久しい

が，近年位置敏感型比例計数管 (PSPC)が開発さ

れ， X線応力測定現場に採用されつつある．この装置

は，測定時間が極度に短縮され，また微小部の応力測

定が可能という画期的な装置である．微小部の応力測

定となると当然被測定材料の結晶粒の大きさに影響を

受ける．我々はPSPCを使って結晶粒の大きさと測

定精度の関連を調べた．

材料は軟鋼 (SS41), 高張力綱 (SMA50)また微細

粒の大きさを変える為に熱処理および塑性加工を施し

た．表 1に熱処理，加工度，平均結晶粒径を示す．な

お結晶粒径はリニャインタセプト法により測定した。

試料の顕微鏡写真および背面反射回折写真を写真 1に

撮影条件を Table1に示す．

記号 材 料 熱処理 加工 平均粒径 (μm)

Sl SS41 厚さ 3皿から1.42皿に圧延後1173K 10秒保持後水焼入 51.2 

S2 SS41 素材 23.2 

S3 SS41 1173K 30分保持後水焼入 15.6 

S4 SMA50 高張力鋼アーク溶接熱影響部 9.2 

w Zn―22mass%Al 653K 60分保持後水焼入 1.5 

A Zn―22mass%Al 同上焼入後523K 30分保持焼き戻し 1. 7 

B Zn―22mass%Al 同上焼入後523K 3時問保持焼き戻し 2.2 

C Zn―22mass%Al 同上焼入後523K 88時間保持焼き戻し 4.3 

Pl Zn―22mass%Al 同上焼入後523Kで引っ張り（ひずみ速度5* 10-4 1/s) 5.1 

PZ Zn―22mass%Al 同上焼入後523Kで41時間AGING 523Kで引張（ひずみ速度5* 10-• 1/s) 6.0 

P3 Zn-22mass%Al 同上焼入後523Kで192時間AGING 523Kで引張（ひずみ速度5*10-• 1/s) 6.8 

表 1 供試材料
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写真 1 供試材料の結晶粒および

X線背面反射回折写真

Apparatus…Shimazu X-ray diffractometer VD-lA 

X-ray diffraction plane CrKa 

Voltage, current 40kV, 30mA 

a (221) (steel) 
/3 (112) (alloy) 

Slit </, 1 mm double pinhole 

Time 15min. (steel) 
30min. (alloy) 

Distance 57mm (steel) 
56mm (alloy) 

Film Fuji No 150 

Table 1 背面反射回折写真撮影条件
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2. 2 測定装置および測定法

測定装置は理学電機製PSPC微

小部X線応力測定装置を使用した．

また測定法は士 5゚揺動伽並傾法，士

5゚揺動¢並傾法、無揺動の側傾法（こ

の装置は側傾法では揺動できない）

の3種類で行った．データ処理は測

定機付属のソフトにより行った．す

なわち測定X線強度をスムージング

処理，バックグラウンド補正、吸収

補正した後、半価幅法、放物線法，

重心法により回折角を求め，それぞ

れに対する応力誤差 (68.3%信頼限

界）を求めた.x線照射スリットは

直径 1mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.15 

mmの 4種類を使い入射角は 0・,

5・, 10゚，15°,20・, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45゚の10点入射により計算した．

測定条件を Table2に示す．

3. 実験結果および考察

3. 1 鉄鋼材

まずX線入射法の違いによる測定

精度を比較する為に各試験片，回折

ピーク位置計算法別に整理したもの

を図 1に示す．なおデータは 2回の

測定値の平均をとったものである．

側傾法の誤差が極端に大きいが、こ

れは側傾法だけ揺動していないから

である．ゆo法と¢法については，X線

照射域内の結晶粒数が少ないと思わ

れるスリット径の小さいところでは

伽法の方が精度が良い傾向が見える．

これはゆの変化域がゆo法の方が大き

い（すなわち20-sin2¢線圏のsin蒻

軸が長くなる）為，その傾き誤差が

小さくなるからであろう．次にス

リット径が </,= l. 00のところでゆ法

の方が良くなっている傾向があるが，

これはX線照射域内の結晶粒数が十

分多くなり sin渾軸を広げる必要が

無くなっているものと思われる．か

えって高入射角によるピーク位置決

定の誤差要因(X線の材料吸収など）

の方が大きくなって伽法の精度を下

げていると思われる．ちなみに少o法

の計算で高入射角度の40゚，45゚を除
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è
 

ー

1

[~ 
I I I I 

Specimen: 52 Gravity 

ヽヽd ヽ ヽr ヽ＼ ＼ ＼ ヽヽヽ

ロ＼
1
1
0
1
0
0
9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
 

Half v.b Specimen: 51 Parabola 

~ 

Specimen: 51 Gravity 

＼、

゜

b

.

0
4
 

•C

4 

>

n

ー

）

.
_

C
 

‘
l
e
 

l
f
r
d
r
d
 

m
s
 

a

o

o

e

 

H

d

5

0

0

(

 

％

し

．S

I

0

1

1

m

(

e

 

o

.

0

m

 

q
t
i
 

's s

o

o

 

3

.I
 

••• 

2

d

 

n

0
2

d
 

t
e
 

x
 

e
 

．
 

l

i

 

S
F
 

m
 

．
 

5
0
 

c
 

ー

"
2

e
 

0
2
 

p
 

s
 ―

―
―
 

1
0
0
0
9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
 

(
D
d
r
'
l
)
 
b
4
 

1

1

 

d ヽヽヽヽd ヽヽヽヽd ヽ ヽヽヽ゚

図 1

Specimen: Sム Parabora 

[
\‘‘n

‘‘>
1~220

―
―
 

Specimen: Sム Gravity 

f~~o 
X線入射法の違いによる測定精度比較



46 PSPCを用いた微小部X線応力測定装置の測定精度

90 

Specimen: 51 
110・ 

100 
90 

80 

70 

601 
50 

40 

30 

20 

10 

゜

V。ord Specimen: 51 

＼` ~ 
'II ord 

80 

70 

V。ord. o Half v.b 
• Parabola 
c, Gravity 

e
o
●
 

＇ 

6
0
5
0
4
0
3
0
 

(
D
d
w
)
b
<
 

20 

10 

＇ 1
1
 ゚ z

 Specimen: 52 
110― 

100 

90 

80 

70[ 

60 

501 

ム!~~

Y,0 ord Specimen: S 2 '/J ord. 

Specimen: 53 
110 

10ot 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

゜

↓。 ord

三

Specimen: 53 ¥/I ord. 

¥‘] Specimen: 54 iv. ord 

·~~: 三~;贔
80 

足70

::E 60 
・-
b 50 

<l 40 

30 

20 10r~ ~ 
゜0-15 0-30 0-50 1-0― 

220 220 110 44 
Slit dia. (mm) 
Fixed time (sec) 

Specimen: 54 'II ord 

。三。
図2 X線回折ピーク位置計算法の違いによる

測定精度の比較

90 

80 

70 

v., ord ． ー

． ． o Half v.b. 

• Parabola 
c, Gravity 

6
0
5
0
4
0
 

(
D
d
N
)
b
4
 

o

e
 

o

e

 

•
8o

e 

30 

20 

10 

L
1
 

図゚3

100 N 

X線照射スリット穴面積内の結晶粒数と

測定精度の関係

10 

Apparatus… 

．
 

oe
• 

●

o
e
 a

 

o

e

.
 

Rigaku X-ray diffraction stress 

analyzer PSPC/MSF 

X-ray diffraction plane 

Voltage, current 

Smoothing 

Cr Ka a (211) 
CrKa /3(112) 

50kV, 30mA 

11 points 

(steel) 
(alloy) 

X-ray elastic constant -32. 44 MP a/ deg 
-170.3 MPa/deg 

(steel) 
(alloy) 

Table 2 X線応力測定条件

く8点入射で計算してみると，¢法と 同等の良い結果

が得られ上述のことが確認できた．

次に回折ピーク位置計算法の違いによる精度の違い

を見る為に各試験片， 入射法（側傾法は精度が悪いの

で除く） 別に整理したものを図 2に示す．図からは 3

つの計算法に大きな差異は見られない．

図 1, 2共スリッ ト径が大きくなると当然精度も良

くなっているが，S4材のように結晶粒が小さくなり，

X線照射域内に十分な結晶粒数が存在するとス リット
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図4 Zn-22 mass %Alの測定精度

径を大きくして行ってもそれ以上の精度向上はあまり

無いようである．また結晶粒が小さくなると精度も良

くなっているが、 S3材はS2材より粒が小さいにも

かかわらず精度の向上は見受けられないが，これは写

真 1の背面反射回折写真でS2材よりかえって S3材

の方が粗粒を感じさせることから当然かも知れない．

以上のようにX線照射域内の結晶粒の数が大きくな

れば当然測定精度は良くなる訳であるが，この関係を

定量的に求める為に横軸にX線照射域内の結晶粒数N,

縦軸に応力測定誤差△びをとって整理したものを図

3に示す．図からわかるように照射域内の粒数が少な

いときは伽法の方が精度が良いが，数が多くなると¢

法の方が良くなっている．また測定誤差を20MPa以下

にする為にはX線照射域内の結晶粒数がいくら以上必

要かというと，図から¢法で1000個以上あれば良いと

言えるようである。（伽法でも35゚入射以下で整理すれ

ば同じことが言えよう）これをスリット径と平均結晶

粒径の関係で考えてみる．スリット穴径をD,平均結

晶粒径を d,照射域内の結晶粒数を nすると

互げ＝互d2Xn
4 4 

これから D=/nd

よってこの式から結晶粒径が分かればどのスリ ット径

を使えば良いかが分かる．

3. 2 Zn-22 mass%AI合金

表 1,写真 1に示すように，この材料は鉄鋼材に比

べてさらに結晶粒が小さくなる。上の結果から当然直

径0.15mmのスリート径で測定可能なはずである。図

4に放物線法による測定結果を示すが、すこぶる良い

精度となっている．しかし半価幅法は CrKa2のピーク

強度が CrKa1のピーク強度の半分ぐらいのところに

来て半価幅を特定できない状態が出て来て，非常に精

度の悪い結果のものがあった．

4. まとめ

以上のことを整理すると以下のことが言える．

(l)X線入射法の違いによる精度比較では、側傾法はこ

の装置では揺動出来ない為、非常に誤差が大きい.x
線照射域内に十分は結晶粒が得られるときは¢法が良

く，結晶粒が少ないときは伽法が良い．

(2)ピーク位置決定法の違いによる精度の違いは顕著で

はない．ただし二つピーク位置が隣接する場合は，半

価幅法では大きな誤差が出ることがある。

(3)応力測定誤差を士20Mpa以下におさえる為の結晶

粒径 dとスリット径Dの関係式は

D=疇 d となる．
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色による電気絶縁材料の劣化判定について

塚本俊介・須藤修一
く平成元年 9月20日受理〉

On the Diagnosis of Thermal Degradation of 

Insulating Materials by Color Measurement 

Improvement of insulating diagnostic methods is very important to use the electrical equipments 

effectively as well as to increase reliability. 

Recently, the methods of physical and chemical analysis of the thermal degradation have been 

investigated actively. 

We studied the color change of the insulating materials by thermal degradation. This paper 

presents that the good correlation was observed between the degradation and the color difference (△ 

E*ab) in the inside of the epoxy-resin-plate. 

Syunsuke TSUKAMOTO and Syuichi SunoH 

1. まえがき

電気機器の絶縁劣化判定には，従来から，絶縁抵抗

測定，誘電正接測定，絶縁耐力試験等のいわゆる電気

的特性試験が行われてきた．しかしこれらの試験方法

では，経験的に絶縁の良否は分かっても，劣化の程度

については分らないこと，および固体材料の場合破壊

検査も伴うことなどから，稼働中の実機に対して的確

なデータをフィードバックすることには限界があった．

この限界を補う方法として，最近，絶縁材料の本質的

な変化を物理化学的試験によって把握しようとする研

究が行われている (1).

絶縁材料の熱劣化とは，熱的要因による化学構造量

の変化に伴い，物性が低下していくことであり，化学

構造菫の変化と相関性のある何らかの指標を見つけ出

せば，熱劣化を物理化学的に把握できるはずである．

物理化学的な熱劣化判定には， TG法， IR法等い

くつかの方法がある．そのうち絶縁材料の色の変化と

劣化度との関係を利用した測色法については，すでに，

昧安川電機製作所その他において研究がなされ発表さ

れている (2)(3)(4)(5)•

筆者らは，今回は特に，測色法の実用化上極めて重

要と考えられる絶縁層内部に注目して，色の変化を測

定し，劣化判定への適用の可能性について検討したの

で報告する(6).

2. 試料と劣化条件

試料には，回転電機への実用化を想定していること

から，それらの巻線の含浸用樹脂として広く使用され

ているエポキシ樹脂（酸無水物硬化エピビス形）を板

状 (10X 30 X 60mm) に注型したものを用いた．熱劣化

は熱風循環式恒温槽中で行った．劣化条件を表 1に示

す．

劣化温度［℃］ 劣化時間 ［日］

230 

210 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
12, 13, 21 

1 , 2 , 4 , 8 , 12, 13, 
21, 41 

表 1 劣化条件

3. 測色計と測色原理

測色計は，日本電色工業跨製の測色色差計 z
-L80 (積分球方式）を透過光測定方式で使用した．測

色原理を図 1に示す．

図 1 測色原理
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4. 色の表わしかた

前述の測色計は三刺激値X, Y, Zをフィルタを通

して直接求め，それを L*a*b*表色系に換算してい

る．

L*a*b*表色系は， 1975年にCIE (国際照明委員

会）で採択されたもので，わが国でもそっくり JI S 

に採用され，色差を表す時に専ら使用されている．公

式の名称は "CI E 1976 (L * a * b *)色空間”と呼

ぶ(7). 図2にL*a*b*色空間を示す．

白 L* 

I 
b*黄

／ a• 

乙 ／ 
赤

-b• 
青

黒

(a) 

A: 未劣化

L• 
B: 7日劣化

1001 A C : 21日劣化

(230 [℃］） 

B 

b• 

a ． ／ 

(b) 

図 2 L*a*b*表色系

L * (エルスターと読む．他も同様）は明度指数で明

るさを表わし， a*b*はクロマティクネス指数と呼び，

色度（色相と彩度）を表わす．すべての色は図 2(a) 

の空間に位置し，図 2 (b) に示すように 2座標点間

の距離は色差を表わす．つまり色差△E*abは，

△ E*ab={(△ L*)汀（△a*)2+(△ b*)哨…… (1)

で表わされる．

測定では，劣化させる前の未劣化工ポキシ樹脂の座

標を基準として，各劣化試料の色差△E*abを求めた．

5. 測色結果

5・1 測色準備

熱劣化を施すと材料の表面は，比較的短時間で褐色

や黒色へと変化する．内部は徐々に変色するにもかか

わらず表面だけが黒色化するのは，表面は空気にさら

されており，表面からの酸素の拡散による酸化劣化が

原因といわれている(2).

そこで筆者らは測色に先立ち，劣化試料の表面を

0. 5 [mm]の厚さで削り取り，酸化劣化の影響を取り除

くことにした． この， 0.5 [mm]という数値は文献(2)に

発表されている「酸化劣化の深さ」から決定した．そ

れによると，酸化劣化度は， 0.5[mm]以上深いところ

では一定となり，表面からの酸素拡散による酸化劣化

の影響はなくなるというものである．図 3にその関係

を示す．

8
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 TQ) ;Jf/';JJ,,51沿
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邸
四

劣化温度 160『C] △ 

180 [℃］• 
200『CJ 0 

O.Ol O 0.5 1.0 

表面からの深さ [mm]

図3 材料表面からの深さと酸化劣化度との関係

ここで酸化劣化度は式(2)で表される赤外線吸収スペク

トルの特性吸収の光学濃度Dを，図 4に示すように波

数 1610[cm―1], 1730 [cm―!Jそれぞれについて求め，

その比をもって表わした．

4000cm― 1 塁J~坦

二―ー未劣化
劣化後

400cm-1 

図4 エポキ シ樹脂劣化による赤外線吸収

スペクトルの変化
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つまり酸化によって生じるカルボニル基による

1730 [cm―!J付近の吸収と，工ポキシ基による

1610 [cm―!J付近での吸収の比をもって酸化劣化度とし

た．

D=tn(『）
酸化劣化度＝

D1730 

Dl610 

また，表面を削り取った試料は，測色光の透過率を

高めるために，切削面を研磨紙と研磨液で研磨を行っ

た．研磨はエメリーペーパーでNo.280からNo.880, さら

にNo.1200としだいにきめ細かく注水しながら行い，最

後にアルミナ懸だ＜液No.250で行った．

5• 2 劣化日数と色差

各々の劣化条件で劣化させた試料について測色し，

未劣化試料の色を基準として表わした色差を，劣化日

数の対数に対してプロットしたのが図 5である．
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図 5 劣化日数と色差

5• 3 アレニウスプロットと活性化エネルギー

次に210『CJ,230『CJそれぞれの温度で劣化させ

た試料が同一色差になるまでの時間を図 5より求めて

アレニウスプロット（【付録 1】参照）を作成した．こ

れを図 6に示す．

この直線の傾きから，工ポキシ樹脂の活性化エネル

ギー△Eが求まるが，色差をどこにとるかで多少値が

違ったので，色差が40と70の2つの場合を別々に求め，

その平均を活性化エネルギー△Eとした．その値は△

E = 41. 8 [kcal/mol] となった．

10 

rnl
姦
8'.:1}$

0.1 

活性化エネルギー△E=41.8 

[Kcal/mo!] 

230°C 

図 6 アレニウスプロット

5・4 換算時間 0と色差

次に劣化の換算時間0を求めた．【付録 2】で詳述す

るように0は，そのまま劣化度を表わす値で，時間の次

元を有することから換算時間と呼ばれ，次式で表わさ

れるものである．

0=~:exp( ―怠点）dt 

色差=70の時

2.1 2.2 

X 1Q-3 

210゚C
1 /T [K-1] 

..... .... (4) 

ここに，△E; 活性化エネルギー [cal/mol] 

R; 気体定数 1. 986 [cal/mol・K] 

T: 絶対温度 [K] 

t ; 劣化時間 [h] 

それぞれの試料について求めた換算時間0 (=劣化

度）に対する色差△E*abをプロットしたものが図 7

である．

図 7より，劣化度を表わす0と色差△ E*abとの関

係は直線性をもったものとなり，その相関性の強さが

確認された（飽和部分をのぞいたデータより求めた相

関係数 r=0.99). さらに， 210『CJ,230『CJと異

なる温度で劣化しても，そのデータはほぽ一本の曲線

で回帰していることが判り，促進劣化のデータから機

器使用温度への外挿が可能なことを裏付けている. 0 

が10嘔 [h]以上の領域では色差の値が飽和傾向を示し

ているが，これは試料の表面が焼けただれていたこと

から，別のメカニズムによる反応が生じたものと考え

られる．
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を利用した測色素子の開発に取り組んでいる．それに

ついては次報によることとしたい．

最後に，このテーマについて共に研究を進めながら

多くの教えを頂いた（掬安川電機製作所の材料研究ブ

ループの諸氏に謝意を表したい．

40 

30 

20 

10 

Q. 
10―1 10―n , ・o―16 

換算時間 8[ h] 

図 7 劣化度と色差の関係

6 . 結 論

これらの結果から， 0が10-16[h]以下の直線領域を

利用すれば，工ポキシ樹脂の色差を測定することによ

り，その劣化度を判定可能であることが確かめられ，

絶縁診断に十分利用できることが分かった．ちなみに

0が10-16 [h]という換算時間をT=l55『C] (F種絶

縁材料の使用温度）で式(2)に代入して実時間 tを求め

ると t=約26年となり，機器の寿命管理の点からも相

当の期間であると言える．

以上が本報告の結論であるが，この測色法における

技術的優位性と問題点について付言しておく．

測色計は近年，製品の色管理面でのニーズが多様化

しており，計算機を搭載し小形軽量化され，手軽な測

定ができるようになっている．それゆえに測色法によ

る絶縁診断の可能性が大きくなっているのであるが，

実機への適用にあたっては種々の問題点が考えられる．

高圧の回転機械への適用を例にとると次のような事柄

である．

(1)測色部位の決定

数十年にわたり測色するのであるから，塵埃等によ

る汚損のないところが必要であり，狭い機器の内部

にその部位を設定しなければならない．

(2)高圧電源に対する絶縁対策

(3)測色素子の経年劣化対策

(4)既存の測色計と測色素子とのマッチング
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【付録 1】 アレニウスプロット (I)

電気絶縁材料の熱劣化は，一種の化学反応現象であ

るため，化学反応速度論に従うことが証明されている．

化学反応速度論とは，化学反応速度は反応を受けてい

る物質の濃度に比例するという法則で，これは次式で

示される．

de 
dt 

=-k•cn 

ここに， C ; 濃度

k; 速度率

n ; 次数

反応の速度率 Kは，アレニウスが反応速度との温度

の関係を求めた際に式(2)によって表わされることを見

. . ... .. .. (1) 

これらの問題点をひとつずつ解決していき実用化を

はかるため，現在細径 (1mm cp)の耐熱光ファイバー

いだした．

K=A・exp(-
△E RT) ......... (2) 

式(1)で，ある物質量 Xが熱劣化を受ける化学反応では，

n = 1として次式が成立する．
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dx △E 
両＝一A・exp(―詞)x ……… (3)

これを解いて

和 x=-A·exp(—褻）t+B ……… (4) 

そして

fn t=tn(B-1nx)+醤菜 ・・・・・・・・・ (5) 

となる．式(5)から，劣化温度の絶対値Tの逆数を横軸

に，寿命時間 tの対数を縦軸にして測定値を記入する

と直接関係になる．これをアレニウスプロ ットという．

この関係を利用して任意の温度における寿命の推定が

できる．また，この直線の傾きは活性化エネルギーを

表わす．

【付録 2】 物理化学的な劣化判定法の理論(2)

絶縁材料の熱劣化とは熱的要因による化学構造量の

変化にともない物性が低下していくことで，その速度

は温度が高くなるほど速くなり，アレニウスの速度式

に従うという考え方が定着している．

つまり，絶縁材料の物性の低下をもたらす化学構造

量 Xの変化がアレニウスの反応速度式に従うとすると

dx △E 
―dt =A・exp(―詞）・g(x) ・・・・・・・・・(6)

で表わされる．ここでX は化学構造量， tは劣化時間，

Aは頻度因子，△Eは活性化エネルギー， Rは気体定

数， Tは絶対温度， g (X) は反応機構を表す化学構

造量 Xの関数である．

時間 0のとき，つまり未劣化時の化学構造量をX。,

時間 tの時の化学構造量をxtとして，式(6)を積分する

と

-~::。 g応 =A ・ ~:exp( 一 砕）dt 

. .. . .. .. . (7) 

となる．式(7)において，右辺の積分は時間の次元とな

るので，換算時間と呼ばれ通常0で表わしている．そこ

で式(7)は

x, dx 
-~x。 g(x) =A ・ 0 ・  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(8) 

と表わされる．式(8)は，反応機構を表わす g (X) と

頻度因子Aとが変化しない劣化温度の領域では，異な

る温度条件下で熱劣化が生じても，換算時間0が等し

ければ化学構造量 Xの変化も等しいということになる．

したがって0はXのみの関数ということになり，

0= J(x)・・・・・・・・・(9) 

と表わされる．さらに絶縁材料の特性値 Pの変化が化

学構造量 Xの変化のみによってもたらされ

P = h (x)・・・・・・・・・(10) 

で表わされると式(9)は

0=/{h―l(P)} ・・・・・・・・・(11) 

となり，物性値Pから熱劣化の換算時間0を求めるこ

とができる．つまり本文式(4)で表わされる 0が反応の

進行の度合を示す共通の尺度となり，これは熱分析結

果の速度論的解析の基礎となっている (3しただし，この

原理は化学反応が式(6)のように単一の活性化エネル

ギーで支配される単一の反応で進行し，測定している

物理量が式(10)のように化学構造董の変化のみによって

もたらされる場合に成り立つものである．例えば，異

なる絶縁材料間や，同一材料でも異なる反応領域間に

は適用できない．

ちなみに筆者らの行った試験において化学構造量x

の変化は熱劣化による何らかの構造変化であり，特性

値Pが，それによって生じた色差である．

【参考文献】

1)磯部昭二：電気機器絶縁の実際（開発社） p.87 

2)本文(2)に同じ

3)神戸博太郎；熱分析（講談社） p.96 
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磁歪振動の励振部複数化による高周波特性

小沢 賢治
く平成元年 9月21日受理〉

High Frequecy Characteristics of Magnetrostrictive 

Oscillating Model Arranged Two Oscillating Domains 

Some useful resultzs have obtained in high frequency region of magnetstrictive oscillation by 

arranging two oscillating domains fitly. 

For example, frequency giving maximum output voltage of the sample which has two 5 mm length 

oscillating domains and 5 mm length detective domain is 2. 3 times as much as it of the sample which 

has 5 mm length oscillating domain and 5 mm length detective domain. 

Kenji OzAWA 

1. まえがき

近年，特性のすぐれた磁歪材料が開発され，これを

用いた多くのデバイスが開発・実用化されつつある見

その多くにおいて，磁歪振動の励振及び検出は，コイ

ルを使用している．

この場合， Villari効果による磁気弾性振動の発生す

る領域の長さ，及びJoule効果による磁束検出領域の

長さが，その周波数特性を大きく左右する．

高周化の手段として，従来のコイル長を短くする方

法に対して，上記両効果の存在する領域を短くする方

法が考案された2)_.

その考察では，磁歪の発生・検出の両領域とも単一

となっている．しかし，これを複数化することにより，

一層，高周波化されることが期待されるが，この方面

の研究は見当らない．

本論文は，限られた条件の下ではあるが，ニヶ所の

励振領域を持つ模型で，両効果の存在する領域の長さ

及び配置を変化させたときの出力特性を計算で求め，

高周波化のための両効果の存在領域の長さ，及び配置

を求めたものである．

2. 対象と定式化

図 1に示す様に，無限長一次元の非磁歪性の金属線

上に， Ai.A2, Dのみに磁歪効果を持たせたものを対

象とする．

ここで，この対象を実験的に解析しようとすると，

試料間の特性差およびコイル自身の持つ特性，部分的

磁歪性付与のための熱処理条件のきびしさ，反射波の

存在等の多くの困難が伴う．

そこで，対象の特性を計算により求めた、

図 1において，次の様にして検出コイルに発生する

電圧（出力電圧 Eout) を求めた．

｀
ー
・t
 

3

ル

n

イ

•I 
oS

コ振

ー

――
 （

励二 二検出コイル
→ l A1 if..+i A2 If-

I l I 

：→ 1B: ← ： 
'I  I'  

0 X1 X2 店 x,

I
I
I
I
I
 

↓
 

P

D

 

I

I

↑’ 
Xs X6 

X 

図 l 対象模型

領域んを N等分したとき， n番目の微小領域に発

生する歪を名(x,t)とすると，

名(x,t)=Ksin叫

ただし，励振コイルに流れる電流iをI。sin叫とし試料

のヤング率，磁歪率，透磁率をそれぞれE,I', μ と

し，コイルの単位長当りの巻き数を加とすると K=

I'μm1l。/Eである．

名(x,t)による， D内の任意の点Pでの歪の波を伽(x,t)

とすると，

伽(x,t)=KAi/N・sin{叫―/3x+/3 

(xi+ A1・n/N)} 

領域Aぷよる点Pでの歪をりA1(x,t)とすると

N 

伽 (x,t)=lim区伽(x,t)
N→ oon=l 

2K A1 = . 
(3 

sin/3・sin { cvt -(J(x -x1) 
2 



56 磁歪振動の励振部複数化による高周波特性

+/3 
A1 
2 ｝ 

ただし，¢ は位相定数

同様にして，領域 A孔こよる点Pでの歪の波を， ¢dx,

t)とすると，

2K A2 ふ
釦 (x,t)=・sin/32・sin加t-/3(x -X3) + /3 z 

/3 
｝ 

従って，領域 A1,ふ両方によって点Pに生じる歪の波

ゆ(x,t)は，試料が線形であるとすると，

2K A1 如，t)=----sin/3 ・sin{叫疇(x-x1)
/3 2 

＋吟｝＋警sin吟
A2 

・sin{叫ー/3(X-X3) + /3 } 
2 

<J;(x,t)によって，発生する磁束を¢(x,t)とすると

¢(x,t)=『・ゆ(x,t)

点Pでのコイルの単一長当りの巻き数をm2とすると，

x~x+Llx間で，コイルに鎖交する磁束数LJ(])(x,t) は

LJ(J)(x,t)=K'¢(x,tJ・L1x・m2 

ただし， K'は，発生磁束数に対する鎖交磁束数の割合

である．

従って， x~x+Llxで，検出コイルに発生する起電力を

Lle(x,t)とすれば，

a Lle(x,t) =-Ll(])(x,t) at 
a 

=K'加ー—¢(x,t) ·Llxat 
従って， Ai,A2により，検出コイル全体に発生する起

電力e(x,t)は，

e(x,t)=~Lle(x,t) 

=『K'm占 (x,t)dx
ェ. at 

=I''K'm2立＼ェ•<J;(x,t)dx at x• 

積分を実行すると，

『<J;(x,t)dx= —塞sin且伍―叫・ {sin2取店一X1)
ェ5 /3 2 2 

2 /3 /3 +sin万(x4玉）+Zsin一 (x2-x1)・sin取X4-X3)・COS
2 2 

/3 
2 
一（功十X2-X3-X4)}百・sin(叫十a)

これを前式に代入し， e(x,t)の振幅 Eoutを求めると，

1 /3 /3 Eout=C-lsin一 (xs-xs)IX {sin2一 (x2-x1)
/ 2 2 

/3 /3 +sin2一 (x4-X3) + 2s in一 (x2-x1)
2 2 

/3 ・sin万(x4玉）

/3 +cos万(xi+x2-X3-X4)}百

2 v2 
C=--m憚 2I'I"μK'I。

冗 E

ただし， Vは波の伝搬速度である．

数値計算においては，コンピュータの計算誤差に

よって｛ ｝の中が負になることがあるので，｛ ｝の

中はその絶対値を取り，また C=lとして， Eoutの相

対値を求めた．またv= 4000ml secとした．

3. 計算とその結果

A, ふ D

→ B/← A, D 

図2 ニヶ所励振 図 3 単一励振

図 2において， A戸 5mmとし， Az, Dは， 2.5mm, 5 

mm, 10mmの組み合わせであり，これを試料とする．試

料の呼称は，たとえば A戸 5mm,A亡 2.5mm, D= 10mm 

であれば， 5-2.5-10と定める．

各試料において，非磁歪性領域長 Bをパラメータと

して，一定入力電流の信号の周波数fに対する出力電

圧Eoutを計算する．なお fの値は200HZ刻みで， 200

Hz,.._..,z MHZであり， Bの値は，刻み幅0.5mm, 範囲

0 ,.._..,zommにした．

同一試料，同一パラメータにおける Eoutの最大の

極大を与える山に着目して，その山の Eoutの最大値

をEMAXとし， EMAXを与える周波数を FO,Eout 

が EMAX//2になる周波数領域幅を BW,EMAXと

BWの積を EB,EMAXとFOの積を EF,EMAXと

BWとFOの積を EBFとし，これらを計算した．

更に，同一試料において，パラメータ Bを変化させ

たときの， EMAX,FO, BW, EB, EF, EBFの各

最大値を， EMAXMAX,FOMAX, BWMAX, 

EBMAX, EFMAX, EBFMAXとし，これらと，こ

れらを与える Bを求めた．

図 3に対しては， A,,Dは医 2に同じであり，

EMAX, FO, BW, EB, EF, EBFは，図 2と同様に

して求めた．

この様にして得られた各量を， X軸にふあるいは

Dを取ってグラフに表わすと，図 3に対しては，図 4

～図 9' 図2に対しては，図10,.....,図15となった．

ただし，図10,.....,図15には，試料 5-0-Xも参考の

ため描いた．

また，図10,.....,図15における各計算値を与える Bの

値，およびその時の弾性波の波長入を求めると，表 1

～表 5となる．
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表 1

2.5 
X [mm] 

二ヶ所励振 BWMAX-X

EMAXMAXを与える Bと入

10 

~ 
X mm 

2.5 5 10 

B=6mm B=8.5皿n B=17mm 
5-5-X 

入=10.Smm 入=13.5mm 入=22.2mm

B =9mm B =8.5rnm B =12mm 
5-X-5 

入=12.9mm 入=13.5mm 入=19.3mm

s"キ
＼ 

°ミ合、

0.5 

表 5

2.5 

図15

表 2

表 3

表 4

10 
X [mm] 

二ヶ所励振 EBMAX-X

BWMAXを与えるBと入

~ 試料

X mm 

2.5 5 10 

B =1.5mm B=Omm B =Omrn 
5-5-X 

入=7.7mm 入=21.9mm 入=27 .3rnrn 

B=Omm B=Omm B =3.5mm 
5-X-5 

入=19.0mm 入=21.9mm 入=13.0mm 

EBMAXを与えるBと入

~ 試料

X mm 

2.5 5 10 

B =3.5mm B=5mm B=Omm 
5-5-X 

入=9.0mm 入=10.8mm 入=22.2mm 

B=5.5血］ B=5mm B =6.5mm 
5-X-5 

入=9.9mm 入=10.8mm 入=14.9mm

EFMAXを与えるBと入

｀ 試料

X mm 

2.5 5 10 

B =11.5mm B =15.5mm B =12mm 
5-5-X 

入=8.3rnm 入=10.3mm 入=18.2mm

B = 15mm B =15.5mm B =6.5rnm 
5-X-5 

入=9.5mm 入=10.3mm 入=14.9mm

EFBMAXを与えるBと入

三試料

X mm 

2.5 5 10 

B =2.5mm B=4mm B =lOmm 
5-5-X 

入=8.3mm 入=10.0mm 入=16.5mm

B =4.5rnm B=4mm B=5mm 
5-X-5 

入=8.8rnm 入=10.0mm 入=13.9mm
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図4,..,__, 図9から次のことが，わかった．

EB, EFは， Dの変化に対して，複雑に変化するが

FO, EMAX,BWは，比較的規則的に変化する.Dが

大きくなると， FO,BWは小さくなり， EMAXは大き

くなる．

この場合， FOとBWは，んが小さい程， Dの変化の

影響を大きく受け，また EMAXは，その逆になること

がわかった．

このことは， FO,及び BWを大きくするには，んは

小さく，また EMAXを大きくするには， A1は大きく

した方が有利であることを暗示している．

図10"-'図15から次のことがわかった．

AFOMAX, EMAXMAX, BWMAX, 

EFMAX, 及び EFBMAXは，ふ=Oの場合即ち単一

領域励振と比べると，大きくなり，また BWMAXは小

さくなる．

FOMAXのグラフから，出力電圧極大の最大を与え

る周波数 FOMAXは，ふあるいは Dを大きくする

と，小さくなる．その影響は， Azより Dの方が大き

い．また，励振領域をニケ所にすると， B=0.5mmの場

合，ーケ所励振に比べ，試料 5-5-2.5の場合の

EOMAXは，試料 5-0-2.5の約1.6倍になる．

EMAXMAXは，励振領域単一の場合と同様，ふ又

は， Dの増加と共に，増加する．

試料 5-5-10のEMAXMAXは， B=l7mmのと

き， 5-0-5のEMAXの約1.9倍になる．

BWMAXは， Az,あるいは Dの増加と共に減少す

る．また，励振領域をニケ所にすると，ーケ所励振の

場合に比べ，減少する．たとえば，試料 5-5-5の

場合には， B=Ommで， 5-0-5の約0.5倍に減少す

る．

EBMAXについては，励振領域を一ケ所からニケ所

に増しても，あまり効果はない．しかし， 5-5-5 

の場合には， 5-0-5に比べると，かなり大きい．

EFMAXは，励振領域をニケ所にすると，その効果は

大きい．たとえば， 5-5-5では， B=15.5mmのと

き5-0-5の2.3倍となる.Az, D間には EFMAX

に与える影響の差はあまり認められない.EFBMAX 

については，試料 5-5-5のB=4mmは， 5-0-5

の約1.3倍となり，ニケ所励振の効果が認められる．し

かし， Aぃあるいは， DのEABMAXへの影響は大き

く，その大きさ決定には注意を要する．

表 1,..,__, 表 5から，ニケ所励振の各試料において各量

の最大を与える励振領域間の間隔 B,及びその時の周

波数fが求められる．

4. まとめ

励振領域をーケ所からニケ所に増加させると，高周

波化，高出力化には効果的であることがわかった．

高周波化のためには，単一励振試料 5-0

-2.5 (A戸 5mm, D=2. 5mm) に対し， A戸 5mmを，

ふとの間隔0.5mmとなる様に追加した試料 (5-5 

-2.5, B=0.5)にしてやると，出力電圧を最大にする

周波数は560KHZになり，前者の1.6倍になる．

高周波・高出力化のためには，試料 5-0-5 (A戸

5mm, D = 5 mm)にA庁 5mmをB=15.5となる様に追加

して二励振領域にしてやると，出力電圧x周波数は，

/=388KHZで，前者の2.3倍となる．

高周波・高出カ・広帯域化のためには，試料 5-0

-5に， A戸 5mm, B = 4 mmの第二励振領域を付加し

てやると， /=397KHZで，前者の1.3倍となる．

今後の課題として，まず，上の結果を実験で確める

ことがあげられる．

次に，励振，検出両領域とも複数の場合には，より

高周波特性が改善されると期待されるので，これにつ

いての検討，及び，指定された特性を持たせるための，

励振領域，検出領域の設計等が課題として残る．

5. 文 献

1) たとえば，自江公輔：非晶質磁歪材料の応用，

日本応用磁気学会第13回研究資料，昭55年 1月

井上他：導電性高磁歪薄板中の基本磁気弾性波動，

日本応用磁気学会誌， 10(2)(1986) 

2)角野他：非晶質磁性中の磁気弾性波発生に及ぼす

熱処理効果とその応用，日本応用磁気学会誌， 12

(2) (1988) 
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CCDイメージセンサを用いた光源の変位検出

近藤誠四郎
く平成元年 9月20日受理〉

Displacement Detection of a Light Source 

Using CCD Image Sensor 

61 

A CCD is often used as an image device, and, with the development of micro manufacturing 

technology of IC, even a device in which the pixel sizes are arranged with fine and high precision has 

been produced. With the help of this device, we worked out, experimented, and discussed a way to 

detect and measure light source displacement with pixel pitch. 

Seishiro KONDO 

1 . まえがき

機械工作においてその加工精度の向上をはかるため，

加工中に目標からの変位があった場合これを修正する

機構を持ったエ具を使用する方法が考案されている．

この修正機構を作動させて，修正を行うためにはエ具

の目標位置からの変位を検出することが必要である．

変位検出法としてポジションセンサ (PSD) を用い

る方法も考えられるが，ここでは一次元CCDイメー

ジセンサを 2個使用する方法を考案し，実験検討を

行った．

センサに当たる光量の変化として，影響を与えるので

光の通過時間に見合うだけの感度に調整しておけば，

静止した光ビームの場合と同様に出力信号が得られ，

位置検出を行うことができる．したがって，ここでは

静止した光ビームの場合について一次元CCDイメー

ジセンサを使用した，位置検出のための装置を製作し

工作機械への利用の可能性および精度について実験検

討を行った．

CCDは撮像デバイス，メモリ，アナログ信号処理

等に利用されているが，中でも撮像デバイスとしてテ

レビカメラ，ファクシミリ等に多数使用されている．

これらは多数の画素を一次元または二次元に配列した

もので，集積回路の微細加工技術の進歩にともなって

その画素サイズも非常に微細化されたものが製造可能

となっている．この微小な画素が規則正しく配列され

た一次元CCDイメージセンサを利用して，光ビーム

がセンサ上に到達している位置を測定し，その到達位

置に変位が生じたとき画素ピッチでこれを検出しよう

とするものである．

2 • 検出方法

図 1(a)に示すように回転するエ具に取り付けられた

光源が描く円周上に互いに90度方向の異なる SX,SY 

二個のセンサを配置する．センサ上を通過する光ビー

ムは図 1(b)のように画素の列方向に対してほぼ直角に

通過することとなる．この場合静止した光ビームがセ

ンサ上に到達している時と異なる点は光ビームの回転

にともなって出力信号が断続することである．これは

(a)センサ配置

センサ

nnnnnnnnn 
(c) 出力信号

>大

図 1 光ビームとセンサおよび出力
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今，センサ上に光があたっているとすると，その出

力は，シフトパルスが加わった後クロックパルスに

よってシフトされて図 1(c)のように時間直列の信号と

して順次取り出される．シフト開始後のクロックパル

スの数が Nlのとき出力がHレベルとなり， N2のと

きLレベルに戻ったとすると，センサの画素ピッチを

Pとして

d = (Nl-N2)・P 

の幅にわたって光ビームが当たっておりその中心は，

画素端より

N=  
Nl-N2 

2 
・P 

の位置にあることになる．光源の位置に変位があった

場合，クロックパルス数の変化分を L1Nとすると，そ

の変化 Lidは

Lid= L1N・P 

として求めることができる．

PC 

3. 装置概要

ここで用いたCCDイメージセンサは下記のような

仕様のものである．

型名： TC D107 

画素数： 1024 

画素サイ ズ： 14 X 14 [μm] (14 [μm] ピッチ）

感光部：高感度 pnフォトダイオード

駆動方式： 2相

出力方式：チャネル合成，分離方式

試作した装置は，固 2に示すような構成となっている．

センサ上の一部分に光ビームが当たっているときの動

作概要を以下に述べる．

(1)クロックパルス CKを分周して得られる，一定周期

のシフト開始パルス SHが加わると，クロックパル

スCKによって CCDの影像信号が画素列の端から，

順次シフトされ図 1(c)のような信号となって取り出

される．このとき，同時に F.F 1およびF.F 2を

シフトパルスによってセッ トしてお く．

PA 

pp I 

PB 

図 2 装置構成図
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(a) 間nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n~t 
(b)エSHl 

V。『
(c) 

QFI 
(e) 

(f) VG↑ 「|「|「l「l「l「l「l「|「|「|「l「|

(g) 
QF2 

(h) V G2↑ 「|「|「1nnnnn「|「|「|「l「|「|「|「1n
図3 各部電圧波形

(2)CCDセンサの出力信号は，バッファアンプを通過

したあとコンパレータに加えられ，周囲の明るさと，

光ビームの明るさに応じて設定したスレッショルド

電圧 Vthを，越えたか否を判定し図 3(c)のような波

形を得る．

(3)この信号によって，再トリガ形単安定マルチバイブ

レータM.Mをトリガし図 3(d)のような出力が得ら

れる．ここでM.Mの発生パルス幅は，クロックパル

スの周期より大きく設定しておく．

(4)M. M出力波形の立ち上がりによって， F.F 1をリ

セットし，立ち下がりによって F.F 2をリセットし

図 3(e), (g)が得られる．

(5)F. F 1とF.F 2の出力信号をゲート信号として，

取り出される図 3(f), (h)のクロックパルスの数を二

つのカウンタ CNTl, CNT2によってカウント

する．

(6)カウント結果は ppIの二つのポートを介してパソ

コンに取り込み， この値によって光ビームの左右両

端の位置が検出される．左右両端の値の平均値に

よってビームの中心位置が求められる．

(7)この中心位置の値を監視することによって光ビーム

の変位を検出，測定することができる．

測定値

[~~。

2.5 

2.0 

1.5 

0.5 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0変位

[mm] 

図4 測定結果 50 [pm]間隔

測定値

守。

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

。゚ 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0変位

[mm] 

図 6 測定結果 70 [p,m]問隔
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図 7 測定誤差 70 [p,m]間隔
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4. 実験結果

XYステージ上に設置した，レーザ光源に微小変位

を与え，この変位と本装置で測定した結果との関係を

図4, 6に示す．図 4は50[11m]間隔での測定であり，

図5にその誤差を示す．図 6, 7は70[11m]間隔での

測定結果および誤差である．使用したレーザの光ビー

ムは輪郭の不鮮明，変動その他の原因でカウント値は

常に微妙な変動をしており，そのためここでの測定値

は20回の測定を平均したものである．本装置を用いた

測定方法では，測定原理から考えて，画素ピッチの範

囲の量子化誤差および，ディジタル計測において避け

られない 1カウント相当の誤差は当然含まれるので，

最大土28[11m]誤差は生じることとなる．結果は，大

部分の場合この範囲内に入っているが，上述の光源に

起因するものや回路動作の変動等の要因により

-28----..,+48 [11m]の誤差が生じており理論的に考えられ

る値を多少上回っている．しかし土50[11m]以上の変

位であれば充分その検出，測定が可能であると言える．

機械工作において要求される変位検出感度としては土

100 [11m]あれば，修正機構を備えていない場合に比べ

て加工精度の向上をはかることが可能である．従って

このような用途においては，本装置で充分実用に耐え

得るものと考えられる．

5. む す び

前述の PSDを用いる方法ではセンサ上を光ビーム

が移動している状態で，ある一瞬を捕らえて工具の回

転に同期して測定することが必要であり，そのタイミ

ングのずれは直接誤差の原因として影響を与える．し

かし本方式の場合は，センサ出力が表れた後次の出力

が表れるまでの間で信号を取り込めばよく，工具の回

転速度等の変動によって測定タイミングのずれが誤差

の原因となることはない．

今回使用した CCDセンサは画素ヒ゜ッチ14[p,m]のも

のであるが，さらに小さいピッチのセンサを使用すれ

ば精度をあげることも可能である．本研究では前述の

理由で静止した光源について実験検討を行ったが，回

転光源についても同様の検討をくわえ，さらに高い精

度での変位検出についての研究を進める必要があろう．

終わりに本研究にあたって，電気工学科62年度卒業

研究生の弥山君，中野君の協力があったことを記しこ

こに謝意を表する．

6 . 参 考 文 献

塚本哲男： CCDの基礎 オーム社
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高分解能熱分解ガスクロマトグラフィー

-Fourier変換赤外分光光度法 (PyHRGC-FTI R) 

による高分子化合物の熱分解に関する研究(1)

- 2, 3の高分子化合物の PyHRGC-FTIRによる熱分解生成物の分析一

吉 武 紀 道 ・岡田
く平成元年 9月21日受理〉

章

A Study of Thermal degradation of Polymers by PyHRGC-FTIR Method 
-Analysis of Pyrolysis products in the polymers 

by PyHRGC-FTIR method-

Synopsis 

This study was carried out in order to identify the pyrolysis products in several polymers by 

means of PyHRGC-FTIR (Pyrolysis high resolution gaschromatography-Fourier transform infrared 

spectroscopy) method. Polymers used were Polyethylene, Nylon 6, Nylon 6, 6 and Polyethylene 

terephthalate copolymer. Polymers were pyrolyzed at 600℃ and a fused silica capillary column 

(silicone OV-101, 25m) was used. 

Each polymers shows chracteristic pyrograms. Some pyrolysis products in the polymers were 

identified. 

N orimichi Y OS HIT AKE and Akira OKADA 

1. 緒 百

近年ではキャピラリーカラムの進歩が著しく溶融シ

リカキャピラリーカラム (FSCC)を用いて高分子化合

物の熱分解ガスクロマトグラフィーにおいて一度の分

析で全熱分解生成物の分析が可能となってきた．この

新しいキャピラリーカラムを用いたガスクロマトグラ

フィーを今日，高分解能ガスクロマトグラフィー

(HRGC; High Resolution Gas Chromatograghy) 1> 

と呼び，従来の充填カラムに代わって数年前からガス

クロマトグラフィーの主流になりつつある．

FT-IRは従来の分散型赤外分光法に代わって高感

度，高速測定を得意とすることから現在普及は著しい．

高感度を生かした数々のアタッチメントが利用できる

ばかりではなく，高速測定が可能なことから GC-

FTIR2•3>を始めとし LC(液体クロマトグラフィー）—

FTIR, SFC (超臨界流体クロマトグラフィ―)-FTIR, 

TG (熱重羹分析）—FTIR4>, DSC (示差走差熱量測

定）ーFTIR等の複合測定が多く考えられ実験段階から

実用の段階に達している．また GC-FTIRはGC-MS

（マススペクトロメトリー）と比較できるが，それぞ

れに特徴があり，感度では MSに及ばないもの，定性

能力で優る面もあり，相補う部分が多く， GC-FTIR-

MS も既に使用され始めている 5,6,7)•

熱分解ガスクロマトグラフィー (PyGC) とFT-IR

を結合した PyGC-FTIRについての文献は極めて少

なく Herres8・9>,Liu10等の文献が見られるのみである．

そこで本研究では，最近発展の著しいキャピラリーカ

ラムと FT-IRを 結 合 し た 新 し い 測 定 法 で あ る

PyHRGC-FTIR (高分解能熱分解ガスクロマトグラ

フィーーフーリェ変換赤外分光光度法）を用いて熱分

解生成物の検討を行うことを目的とした．

第 2章実 験

2. 1 試料

試料はポリエチレン (PE:繊維），ナイロン— 6 (N 

A-6 : 繊維），ナイロン— 6, 6 (NA-6, 6 : 繊維），

ポリエチレンテレフタレート共重合体 (PET:ペレッ

ト状）を用いた．試料は繊維，ペレット共細かく刻ん

で，極めて微菫 (0.5~5 mg)を白金製の試料ホルダー



66 高分解能熱分解ガスクロマトグラフィー

に取り，熱分解装置の石英管内に水平に挿入し，電気

炉の中心で熱分解させ， PyHRGC-FTIRの試料とし

た．

2. 2 測定装置

熱分解装置（島津製作所KK製 PYR-2A型）をガスク

ロマトグラフ（同じく GC-14A型）に接続，インター

2 Xl 
l 3 

り56 
1a9i0 

゜
5 10 

Rt(MIN) 

15 
.•_- I ↑ I I tこ二

15 20 O 

図 1 FIDによるパイログラム (xl) (ポリエチレン）

10 15 20 25 
Rt(MIN) 

30 

図3 FIDによるパイログラム (xl6)(ポリエチレン）

フェースを経て FTIR(米国ニコレー社製 FT-IR710

型）に接続した. GCで分離された成分は FT-IRの

MCT (Mercury, Cadmium, Telluride)検出器で検出

された後，再び GCの恒温槽の他方より入り FID検出

器（水素炎イオン化検出器）でも検出された．

I , , I , I 

5 10 15 
Rt(MIN) 

20 

図2 FIDによるパイログラム (x4) (ポリエチレン）

B-2 2 3 6 
4 5 7 

. 8 1。

―-屯苅oTT"ゴ窃on-rl5.ooTr,,品窃o
RETENTION TIME (MINI 

図4 GSRによるパイログラム（ポリエチレン）
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またデータ処理は GCでは島津製作所KK製クロマト

パック (CR-6A型）及び FTIRのデータ処理機能を用

し)ナこ．

2. 3 測定条件

熱分解混度は600度とし，カラムにはシリコン OV-

1 (25m, 溶融シリカキャピラリーカラム）を用い

た．カラムの昇温条件は次のとおりである．ポリエチ

レン以外の試料では40℃で 5分保持した後， 20℃/min 

で280℃まで昇温し，ついで， 280℃を測定終了まで保っ

た．キャリヤーガスにはヘリウムを用いた．ポリエチ

レンにおいては40度 2分保持後，昇温速度16℃/min 

で280℃まで上げ280℃を測定終了まで保った．

3 結果と考察

3. 1 ポリエチレン11-13)

ポリエチレンのクロマトグラムを図 1,2, 3に示す．

図において保持時間 (Rt) 2 分~6 分は数成分を含む

末分離ヒ゜ークであるが，低沸点の炭化水素と考えられ

る. (CO, CO2, H心は FIDに感度はない．）図 1にお

いて 6分以上では等間隔の少なくとも 16本数えること

ができる．感度を上げると図 2に示すように18本まで

数えられる．これは同族系列の炭化水素が規則正しく

現れていることを推測させる．更に感度を上げると大

きなピークの間に更に Rt9.32, 10. 25, 11. 29分等にい

くつかの小ピークを判別することが出来る．（図 3)

図 4に図 1に示した分解生成物の FTIRによるパ

イログラム（グラムーシュミレットーレコンストラク

ション ：GRSと略称する）を示す.GSRによるパイロ

グラムでは FIDにおいては見られなかったAピーク

が存在するが， Bピーク以降は対応させることが出来

る．図 4と図 1との比較により Rt6.05分のピーク番号

1 (FIDでは Rt6.43分）より Rt20.26分のピーク番号

18迄 (FIDでは Rt20.88分）対応している．

GSRによるパイログラムの各成分を FT-IRに組み

込んでいる検索ソフトによる同定を試みた．その結果

を図 5に示す．

ピークA (Rtl.29分）では FIDでは検出されなかっ

たCO2が顕著であった．又水分を思わせるピークが認

められた．（図 5左上）ピーク B(Rt2.25~5.00分付近

までの広いピーク）では， Rt2.15分 (B-1)付近では

エチレ ンが検索にかかるが，ピーク頂点付近では，

Rt3.69分で 1 —ヘキセン， Rt4.19分 (B-2) でも 1 —ヘ

キサン， Rt4.99分で 1ーウンデセン等の 1ーオレフィン

が検索の第一候補にかかり， Rtの増加につれ炭素数が

大きくなっていることが分かった．

ピーク番号 1(Rt6.05分）では 1 —ウンデセンである

が，候補としてはC8, 9,17のオレフィ ンが上がり，

ピーク Bより炭素数はより大きくなっている．ピーク

番号 2(Rt7 .01分）は 1 —ウンデセンであるが候補とし

てはC7 , C 9 , C 14 (7ーテトラデセン）等が上がって

いる．

ピーク番号 3以降ではピーク番号 5(Rtl0.41分）で

1ーエイコセ ン(C20)が，またピーク番号 6(Rt 11.35 

分）で 1ーノナデセン (C19)が検索にかかるが， ピー

ク番号18(Rt20.26分）でも 1ーエイコセン， 1-ノナデ

セン等である．これらのピークがオレフィンの同族列

であり， Rtが増すにつれて分子量の大きなオレフィン

であることを推察させた．

このように検索のデータベースの規模が約5000で比

較的小さいものであること，及び FTIRではこのよう

な同族列の検索は得意でないことが分かる．しかし検

索結果によれば末端に二重結合を有する 1ーオレフィ

ンがかかってくるので， このことは末知ヒ゜ークについ

ての有力な情報を与えてくれる. MSは分子量によっ

てピークを区別しており GC-MSではより容易に検索

ができるであろうことが推察される．

ポリエチレンにおいてはパイログラムよりメチレン

基の各所より結合が切れて規則的に炭素鎖の少ないオ

レフィンから多いものまで多数生じていることが分か

る．

3. 2 ナイロン— 6 14) 

GSRにおけるパイ ログラムを図 6に示す．図 6は極

めて単純なパイログラムで Rt12.08分にメインピーク

が一本ある他は Rtl.5,,..,_,3.5分とメインピーク周辺に

微少ピークを数本認めるのみである．微少ピーク

(Rtl0,,..,_,18分付近）を拡大して図 7に示した．

メインピークは検索により eーカプロラクタムであ

ることが分かった．（図 8)

ナイロン 6においてパイログラムは熱分解により合

成原料である cーカプロラクタムに解重合することを

示している．

3. 3 ポリエチレンテレフタレート共重合体15-19)

FID及び GSRのパイログラムを図 9,10に示す．

GSRのパイログラムのA,B, C三つのピークがほぽ

同一のピーク高さを示しているのに対し FIDのパイ

ログラムにおいてはAピークが特に大きい．これは化

合物の FTIRの検出器である MCT検出器と FID検

出器に対する検出感度の相違と考えられる. Bピーク

(Rtll. 88) (図11)は検索により安息香酸と同定され

たが，文献 1) の結果とも一致した.Aピークはフェ

ノールと検索された. Cピークは安息香酸フェニルエ

ステルと検索されたがこれは PETより生じたものと

考えられるが，文献 1) と同定結果の中には含まれて

いず，確定は出来ない．
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例
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安息香酸は PETのエステル基とメチレン基の

COO-C止結合より切れて生じるものと考えられる．

3. 4 ナイロン— 6'6 13) (図12,-,.,17)

ナイロン— 6, 6のGCのFIDによるパイログラム

を図12に示す．

Rt 2分付近から 4,6分付近から Bの，いずれも大

きなピークが認められる．ついで10分付近よりポリエ

チレンにおいても認められた等間隔のピーク群(17本）

が続く，それぞれのピークは大ピークの前後に中ない

し小ピークを伴なっておりポリエチレンの場合とまっ

たく同一とは言えないが類似のピーク群であると考え

られる．図13に示す拡大したパイログラムで一層，中

小ピークは明確となった．他にA,Cピークの肩にピー

クを認めることができた．

FTIRによる熱分解生成物の FT-IRによるデータ

を図14,拡大したパイログラムを図15, 16に示す.A

ピークについては Rt3分付近にピークを持つが，炭

酸ガスが主体である.Rt5. 77分のBヒ゜ークは検索によ

りシクロペンタノンであることが分かった．図17に示

すように Cピークは，オクタン酸 (C8) が第 1候補

でヘプタン酸 (C7), カプロン酸 (C6), バレリン

酸 (C5)等が続くがカルボン酸であることは確かで

あるがこれだけでは確実とは言えない．

ピーク番号 1 (RtlO分付近）はポリエチレンの場合

と似通っているがアミン類が検索の候補にかかってく

る点が異なっている. 7 -テトラデセン， 1-エイコセ

ン等の他にドデシルアミン等を候補に含む．ナイロ ン

-6, 6は当然窒素化合物（ヘキサメチレンジアミン）

を含むので熱分解物の中にもアミン類を含み得るが確

認はできなかった．

シクロペンタノンは原料アジピン酸とヘキサメチレ

ンジアミンとの結合部 CO-NHとアジピン酸の OC-

(CH山の結合部より切れ生じるものと考えられる．

4. 結 語

オンライン高分解能ガスクロマトグラフィー一

フーリェ変換 FT-IRを用いてポリエチレンなど 2,3 

の高分子物質の熱分解生成物の検討を行った．

高分子物質の種類により比較的単純なまた規則的な

熱分解生成物を生じたことを示すパイログラム（ナイ

ロ ン— 6 , エチレン等の例）からより複雑な熱分解生成

物が生じていることを示すパイログラム（ナイロン 6,

6, ポリエチレンテレフタレート共重合体），未発表で

あるがポリウレタン，工ポキシ樹脂まで種々あり，パ

イログラムより直接熱分解機構を予測させる場合も

あった．

キャピラリーカラムについては従来の充填カラムに

比して高分離能を有することは分かるが，低沸点化合

物の分離は余り良くない．更によい実験条件の設定が

必要ではないかと考える．

ポリエチレン，ナイロン6,6, 等にみられる同族列の

検索について FT-IRではピークの特定は出来なかっ

た．この様な場合には分子量による検索の可能な

PyGC-MSの方が有利であろう．

ナイロン 6における cーカプロラクタム，ポリエチレ

ンテレフタレート共重合体における安息香酸，ナイ ロ

ン— 6, 6におけるシクロペンタノンはソフトによる検

索と文献（例えば文献 1)) と比較して確実と考えら

れるが，他の例では，検索結果と文献1)の結果とは異

なっていることもある．検索により数種類の化合物が

候補に上がるが，確実性については十分慎重を期さな

ければならない.GSR, 官能基によるケミグラム，検

索，パイログラムの拡大縮小機能，それに文献との比

較等からの収集した情報を的確に判断する必要がある．

GC及びGC-FTIRのソフト等を有効に生かすことで，

完全な同定は不可能だとしても検索をより狭めていく

ことは可能であろう．

PyGC-FTIRによる高分子の熱分解研究の例は多く

ない．その有効性 (PyGC-MSに対する）が十分明らか

にされるのは今後の問題と考える．今後詳細な処理を

行い検討を進めて行きたいと考えている．
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Present Perfect 

From the viewpoint of Time Frame 

Kenji MrTo 

(Received September 13, 1989) 

0. Introduction 

Present Perfect, as'past with present relevance,''past involving the present'of Leech (1987), 

generally expresses Aspect :'continuance,''experience,''completeness,''result,'etc. However, it is 

well-known that these are for convenience'sake, not the intrinsic meaning of Present Perfect, 

because, for example, there are some differences on the classification among scholars. 

To begin with, we will take up some of the classifications which seem to be important, and at 

the same time indicate a few problems. 

Next, we will suggest an alternative of Present Perfect in view of Aspect. 

Lastly, we will consider various matters on Present Perfect and at the same time try to recognize 

that Present Perfect itself is much simpler than Aspect. 

1. Former Classifications 

1. 1. Four Classes 

1. 1. 1. McCawley (1971), Comrie (1976) 

A. Universal (Perfect of persistent situations) 

(1) a. I've known Max since 1960. 

b. We've lived here for ten years. 

B. Existential (Experiential perfect) 

(2) a. I have read Principia Mathematica five times. 

b. Bill has been to America. 

C. Hot news (Perfect of recent past) 

(3) a. Malcolm X has just been assassinated. 

b. Bill has just arrived. 

D. Stative (Perfect of result) 

(4) a. I can't come to your party tonight-I've caught the flu. 

b. John has arrived. 

•• …・ ・ ・ ・McCawley (1971) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Comrie (1976) 

・・・••…・ McCawley (1971) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Comrie (1976) 

……… McCawley (1971) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Comrie (1976) 

…•• …・McCawley (1971) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Comrie (1976) 

The parenthesized terms from A. to D. above are used by Comrie (1976). The meanings from A. to D. 

seem to correspond to'continuance,''experience,''completeness'and'result'respectively. 

First, there is a problem between C. and D.; that is to say, C. and D. are different in the existence of just 

and, as Comrie (1976) says, this just presumably shows the temporal closeness or recentness of the point of 

an event to the point of speech and may be one of the factors which distinguish between C. and D. Yet there 

is no ground that D. does not belong to C. (non-temporal closeness to the point of speech), and moreover there 

is a strong possibility that C. has results at the point of speech. In fact, Comrie (1976) regards (5) which has 
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no just as C. 

(5) The Second World War has ended. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Comrie (1976) 

That is to say, it follows that the matter of the temporal closeness to a point of speech is subjective, and 

so the basis of discriminating between C. and D. becomes obscure. If so, the base of telling C. and D. from 

B. also becomes unclear, because there is no reason to believe that B. has no temporal closeness to the point 

of speech, or has no results at the point of speech. 

1. 1. 2. Leech (1987) 

A. STATE-UP-TO-THE-PRESENT 

(6) We've lived in London since last September. 

B. HABIT-IN-A-PERIOD-LEADING-UP-TO-THE-PRESENT 

(7) Mr. Phillips has sung in this choir for fifty years. 

C. INDEFINITE PAST 

(8) Have you ever been to America ? 

Subcategory : RECENT INDEFINITE PAST 

(9) Has the dustman called yet? 

D. RESULT A TIVE PAST 

(10) Someone has broken her doll. 

A. and B. appear to correspond to'continuance'in traditional grammar, C. to'experience'and'complete-

ness,'and D. to'result'. One of the features of this classification is that'experience'and'completeness'are 

united as C. Leech (1987) formulates C. as'at-least-once-in-a-period-leading-up-to-the-present'events. 

Moreover, he states as follows: 

(ID By'indefiniteness'here are meant two things : first the number of events is unspectified - it may 

be one or more than one; secondly, the time is also left unspecified. 

The second point here does not refer to the temporal closeness of the point of an event to the point of 

speech, and so this solves the problem in 1.1.1. that the temporal closeness to a point of speech is quite 

subjective. By the way, it seems to be better to make B. a subcategory of A., because habits generally happen 

repeatedly and regularly, and so seem to represent a series of individual events which is felt a kind of state. 

The problem here is also the relationship between C. and D., because there is no ground that the results of 

the events (8) and (9) in C. are not operative at the point of speech, and moreover that the event (10) in D. is 

not INDEFINITE PAST. 

1. 2. Three Classes 

1. 2. 1. Hornby (1975) 

A. Past activities with in a Period extending to and including the present 

(12) He has often been to Amsterdam. 

B. Completed Activities in the Immediate Past 

(13) George has just gone out. 

C. Present Result of Past Activity or Experience 

(14) Bill has been out of work for several months (so now he and his family are short of money). 
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(15) She has spent many years in France (so now she probably knows a lot about France and the French). 

The example of A. corresponds to'experience'in traditional grammar, B. to'completeness'and C. to 

'result'. 

An interesting point here is that there is no・so-called .'.continuance'. Hornby (1975) states that Present 

Perfect Progressive is used to indicate an activity or state -'continuance'that extends over a period of time 

that began in the past time and includes the point of speech. However, the idea that (1-0 in C. generally 

considered to be'continuance'and (15) in C. generally regarded as'experience'are both classified as'result' 

probably leaves a problem, because, if both of (14) and (15) can be regarded as'result,'both of (12) in A. and (13) 

in B. may well be classified as'result' 

1. 3. Two Classes 

1. 3. 1. Jespersen (1931), Swan (1980) 

A. Inclusive present (Actions and situations continuing up to the present) 

(16) a. I have been married twenty years. 

b. We have had this flat since 1955. 

B. Retrospective present (Finished actions and events) 

(17) a. Have you finished? 

b. I have seen him once only (in the whole of my life). 

c. The President has been assassinated. (= The President is dead.) 

d. I've travelled a lot in America. (= I know America.) 

・・・・・・・・・Jespersen (1931) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Swan (1980) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Jespersen (1931) 

・・・・・・・・・Ibid. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Swan (1980) 

・・・・・・・・・Ibid. 

The parenthesized terms in A. and B. are used by Swan (1980). The example of A. corresponds to 

'continuance'in traditional grammar, and B. to'experience,''completeness'and'result' 

These two classes are grouped on the basis of the continuance of events up to the point of speech, but 

Jespersen (1931,1933) and Swan (1980) say about B. as follows 

(18) a. • • ・first the perfect is a retrospective present, which looks upon the present state as a result of 

what has happened in the past・ • • ……… Jespersen (1931) 

b. • • ・as having results or consequences bearing on the present moment. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Jespersen (1933) 

(19) This normally happens when the past events have some persent importance, and when we could make 

a present tense sentence (with a similar meaning) about the same situation. ・ ・・ ・・・・・・Swan (1980) 

Both Jespersen and Swan, in short, emphasize the results of events at the point of speech. However, if 

B. denotes'result,'A. also has strong possibility of expressing it. 

This is, in fact, true of A. in 1. 1. 1. and A. and B. in the point of speech leads to the fact that the events 

have some effects at the point of speech. But, if A. is regarded as'events continuing up to the point of speech' 

and B. as'events which happened in the past'without using the term'result,'the difference between B. and 

Simple Past Tense becomes indistinct. Therefore, Jespersen and Swan may have B. include the meaning of 

'result,'which causes the difficulty in their classification. 

2. An Alternative 

It is not too much to say that all the classifications from 1.1.1. to 1.3.1., after all, have their problems in 

treating'result'. Thereupon, if we consider Present Perfect from the viewpoint of traditional grammar, the 
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following definition is probably appropriate: Present Perfect mainly expresses'continuance,''repetition,' 

'experience'and'completeness,'and at the same time they have more or less results1 at the point of speech. 

Takahashi (1985) also says as follows : 

(20)・ • ・, all sentences grouped into'completeness,''experience'and'continuance'can be thought of as 

having various "results" depending on the contexts in which they are actually used・ • • 

In other words, the results are not events themselves which Present Perfect represents, but things 

subjectively drawn out of the events. If the results are considered like this, the classification of 1. 3. 1. 

becomes adequate. Then, without directly referring to any results, I assume Present Perfect to be as 

followes: 

(2D Present Perfect is a grammatical form which indefinitely represents that a specific event existed 

somewhere from some point in the past up to the point of speech. 

This assumption is capable of explaining not only the difference between Persent Perfect and Simple Past 

Tense (, which will be referred to in 4.) but also the fact that Present Perfect Progressive, not Present 

Progressive Perfect, exists. 

(22) * John is always having been hurt. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Bach (1981) 

That is to say, the idea is contradictory that events which existed in the past are now in progress; on 

the other hand, Present Perfect Progressive indicates that events in progress existed in the past, so there is 

a sentence like (23), which admits of the interpretation meaning that the event is not in progress at the point 

of speech. 

(23) Be careful ! John has been painting the door. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Hornby (1975) 

3. Aspect 

The explanations I have made until now are given in terms of Aspect. Then, we will touch upon the 

essenetial meaning of Aspect. 

Originally, Aspect is the translation into English of the slavic word vid, which specifies the grammatical 

(syntactical) Aspect : starting, continuance, completeness, etc, expressed by conjugation. But English doesn' 

t have such definite verbal forms. (cf. Otsuka (ed.) (1970), Matsunami (eds.) (1983)) 

Charleston (1955) groups Aspect into two parts : one is Phase Aspect and the other Section Aspect. 

(24) Phase Aspect 

…A. durative aspect (be + ,..__, ing) 

B. perfective aspect (have + p.p.) 
C. prospective aspect (be + going + to-infinitive) 

(25) Section Aspect 

…A. inchoative aspect (begin + to-infinitive, commence, come + to-infinitive, etc.) 
B. egressive aspect (finish, stop + .--...., ing, etc.) 

C. durative aspect (continue, keep(on) + .--...., ing, a verb + on and on, etc.) 
D. iterative aspect (would, used to-infinitive, chatter, etc.) 
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Phase Aspect, except for prospective aspect, corresponds to the grammatical (syntactical) Aspect, and 

Section Aspect and prospective aspect to Aspect of the meanings of verbs themselves, suffixes, comtexts, etc. 

Thus, Aspect of English consists of two types of aspects生 Aspectof events themselves, and the grammatical 

or syntactical Aspect (Perfect and Progressive). 

The meanings of'continuance,''repetition,''experience,''completeness,''result,'etc. which were previous-

ly mentioned are those which Present Perfect signifies as Aspect ; however, this Aspect presumably derives 

from the two aspects mentioned above. Thereupon, in next chapter 4., we will account of various Present 

Perfect sentences, and at the same time take it into consideration that those sentences presumably specify 

something which is simpler than Aspect which has been stated so far. 

4. Aspect, Phase and Time Frame 

4. 1. Phase 

Unlike Aspect, there is an idea that Present Prefect is regarded as Phase, which is originally used by 

Trafer and Smith (1957) ; furthermore, Joos (1964) names perfect form'Perfect Phase'and asserts as follows 

(26) ・・・theperfect phase means that the event is not mentioned for its own sake but for the sake of its 

consequences. 

In his opinion, Perfect Phase consists of two sides, namely an event and its effect ; Perfect Phase refers 

to the effect itself derived from an event. 

(27) a. mentions its own event only (The moon just came into sight.), while (27) b. refers to the effect or 

consequence (The moon showed up and it became light.), not simply the event itself. 

(27) a. The moon appears (or appeared). 

b. The moon has appeared. 

Concerning Present Prefect, Phase seems to express'result'in a broad sense at the point of reference (the 

point of speech)3. 

This is similar to the explanation in 2.: Present Perfect mainly expresses'continuance,''repetition,' 

'experience'and'completeness,'and at the same time they have more or less results at the point of speech. 

4. 2. Time Frame 

Present Perfect can presumably be regarded as both Aspect and Phase, depending on points of view, 

indeed, but I think that Present Perfect is not so complicated but much simpler one, like (28). 

(28) Time Frame, from a certain point in the past up to a point of speech, (where a topic can freely be 

moved by a hearer who exists on the side of a speaker). 

In other words, Present Perfect offers a stage (Time Frame) in which a director (hearer) can shift a 

leading actor (topic) at will from one side (some point in the past) of the stage up to the other (point of speech). 

It can be illustrated as (29) below. 

(29) (the diagonal part is Time Frame (the stage)) 
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冒／／／／／／／／／／／／／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

some point in the past a pomt of speech (reference) 

In order to substantiate the validity of (29), I explain what (29) definitely signifies, making use of (2りin2. 

First of all, various adverbials are grouped on the basis of the point of speech, the reference point of 

Present Perfect. 

(30) the adverbials which never include the point of speech 

e.g. a week ago, last Monday, yesterday, etc. 

(3D the adverbials which always include the point of speech 

e.g. this month, this year, today, etc. 

(32) the adverbials which include the point of speech in some cases but not in the others 

e.g. this March, this morning, tonight, etc. 

(33) the adverbials which represent the period up to the point of speech 

e.g. for the last two weeks (the subcategory of for two weeks in (58)), since I met you, up to now, etc. 

(34) the other adverbials 

e.g. for the two weeks ; frequently, twice ; just ; etc. 

Then the relation of these adverbials with Present Perfect will be examined. As stated in (28), Present 

Perfect gives Time Frame, so it appears to be quite natural that when a Present Perfect sentence is used with 

a time expression, the temporal expression itself comes to have a close relationship with Time Frame. 

Then, first, when a Present Perfect sentence is used with an adverbial of (30), it generally becomes 

unacceptable. 

(35) a.* They've come last Monday. 

b. * I've seen him three times yesterday. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Palmer (197 4) 

・・・・・・・・・Ibid. 

The reason for it is that the topic is fixed on the single point (last Monday, yesterday) within Time Frame 

of (29), so that it cannot freely be moved4. 

Next; with an adverbial of (3D, it becomes acceptable, because the adverbial involves Time Frame and the 

hearer can shift the topic within Time Frame. 

(36) a. They've come this week. 

b. I have been to the dentist today. 

・・・・・・・・・Palmer (1974) 

・・・・・・・・・Leech (1987) 

Next, with an adverbial of (32), it is common to regard the adverbial as including Time Frame; otherwise, 

the hearer cannot move the topic freely within Time Frame. 

(37) a. I have been to the dentist this morning. 

b. I have seen him this March. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Leech (1987) 

・・・・・・・・・Ibid. 

For that reason, in general, (37) a. is uttered in the morning5, and (37) b. during this March respectively6. 

Next, with an adverbial of (33), the adverbial itself can be regarded as Time Frame itself, because it 

designates a period up to a point of speech just as (29). 
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(38) a. I've lived here for the last twelve years. 

b. I've lived here since 197 4. 

79 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Close (1981) 

・・・・・・・・・Ibid. 

Lastly, with adverbials of (34) ; first, the adverbials of frequency such as frequently or twice are just like 

supporting actors of a topic, and specify the number of the occurrences of an event, so the hearer can move 

the topic as many times. 

(39) I've seen him several times. ・・・・・・・・・Ibid. 

Next, just indicates that an event happened at a point close to the point of speech, but it is not objective, 

and therefore the hearer can shift the event freely. 

(40) He has just gone out. ……… Thomson & Martinet (1986). 

All the adverbials of (34) can safely be said to be supporting actors of a topic. Lastly, a problem left here 

is on an adverbial like for two weeks. This can be regarded both as the period up to a point of speech just 

like for the last two weeks in (33) and as the period included in Time Frame of (29) ; that is to say, the hearer 

can freely move an event with the period for two weeks within Time Frame, and when the hearer conforms 

the end of the period for two weeks to the end of Time Frame (the point of speech), he looks upon the period 

for two weeks as the period for the last two weeks in (33). And actually, there is a strong possibility that for 

two weeks is generally regarded as such, because, as stated beforehand, it appears to be natural that when a 

Present Perfect sentence is used with an adverbial which expresses a period, the period itself is considered to 

be Time Frame itself. 

(4D John has lived in Paris for ten years. ・・・・・・・・・ Quirk et al. (1973) 

Quirk et al. (1973) says that (41) generally expresses an event which continues up to the point of speech, 

and also an event which completes before the point of speech. 

So, it follows that it is the adverbial such as for the last two weeks in (33) that is used to ristrict the two 

interpretations of (4D to the first one. Thus, such an adverbial as for the last two weeks seems to be Time 

Frame itself of (29) on the surface, but in fact it shows the period of an event, like such an adverbial as for 

two weeks ; there are many examples like (42) in which the adverbials such as since I met you in (33) is used 

simply as Time Frame, while we have difficulty finding out an example in which the adverbial such as for 

(the last) two weeks is used as Time Frame. In short, it may be said that an adverbial like for the last two 

weeks is the subcategory of an adverbial for two weeks. 

(42) a. We've lived in three different towns since last year. ・ ……・ ・Swan (1980) 

b I .'ve painted two rooms smce lunchtime. ……… Ibid. 

c. Has he written since he left home? ……… Thomson & Martinet (1986) 

. ve written six letters smce breakefast. ……… Ibid. d I' 

e. I've seen him only once smce last month. ……… A.sakawa and Kamata (1986) 

f I' . ve met only one Eskimo smce I came here. ……… Ibid. 

g. The roof has collapsed twice since they srarted the repairs. ……… Ibid. 

4. 3. A Variety of Phenomena Related to Present Perfect 

Here in 4. 3., we will consider various phenomena concerning Present Perfect in terms of Time Frame. 
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4. 3. 1. Present Prefect vs Simple Past Tense 

The contrast of Present Prefect to Simple Past Tense is, on the whole, said to be parallel to that of 

Indefinite Article (a, an) to Definite Article (the). (But precisely, it is only partially parallel, for Present 

Prefect doesn't refer to Future Time in general.) 

(43) a. I took也 taxilast night. 

b. I took竺taxilast night. 

For example, it is because the speaker has the judgment that the hearer knows which specific one the taxi 

is, that Definite Article也 isused in (43) a.; on the other hand, it is because the speaker has the estimate that 

the hearer doesn't know which specific taxi it is, that Indefinite Article~is used in (43)b., though the taxi is 

actually a specific one. In short, it is illustrated as (44). 
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In other words, concerning this judgment on using Definite Article the and Indefinite Article a, an of the 

speaker toward the hearer - Definite Article is true of Simple Past Tense, and Indefinite of Present Perfect 

each. 

(45) a. "Where did you go last year?" 

"I went to France." 

b. I have been to France. 

Although both (45)a. and (45)b. mean a specific event (I left for France in the past), it is because the speaker 

has the estimate that the hearer knows when the event took place, that Simple Past Tense went is used in 

(45) a. ; on the other, it is because the speaker has the judgment that the hearer doesn't know when the event 

occurred, that Present Perfect is used in (45) b. Thus, in the latter case (45) b., the hearer can freely set up a 

point of time when the event happened; therefore, in traditional grammar, the event of (45) b. can be explained 

as'repetition,''experience'or'completeness'- the meanings ('expressing a specific event indefinitely'in (2D 

of Present Prefect interpreted as Aspect. It is illustrated as (46). 

definite …… Simple Past Tense 

(4ro specific三二□indefinite …… Present Perfect 

In terms of the above-mentioned contrast between Present Perfect and Simple Past Tense, the following 

examples can well be explained. 

(47) a. His sister has been an invalid all her life (i.e.'She is still alive'). 

b. His sister was an invalid all her life (i.e. 'She is now dead'). 

(48) a. Has Samuel Beckett written any novels? ('Beckett is still alive') 

b. Did Disraeli write any novels? ('Disraeli is now dead') 

(49) a. Peter has injured his ankle ('His ankle is still bad'). 

・ ・ ・ ・ ・ ・Leech (1987) 

・・・・・・・・・Ibid. 

・・・・・・・・・Ibid. 

・・・・・・・・・Ibid. 

・・・・・・・・・Ibid. 
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b. Peter injured his ankle ('・ • ・but now it's better'). ・・・・・・・・・Ibid. 

Leech (1987) says that (47) a. and (48) a. stand for the person's existence of the subject because of Present 

Perfect, and (47) b. and (48) b. for the person's non-existence of the subject because of Simple Past Tense, but 

in the former case, in terms of Time Frame, the hearer can freely shift each topic (His sister, Samuel Beckett) 

till the point of speech within Time Frame, and so it can be said that the person of the subject is still alive; 

on the other hand, in the latter case, both (47) b. and (48) b. refer to an event at a specific point (not including 

the point of speech) in the past, and so it can be said that the person of the subject does not exist, owing to 

the adverbial all her life in (47) b. and to the known information in (48) b. that Disraeli is dead. This is 

corroborated by the annotation of (50). 

(50) For generations, Sparta produced Greece's greatest warriors (This permits, but does not compel, us 

to infer that'The state of Sparta no longer exists'). ……… Leech (1987) 

The examples of (49) are ones based on whether or not the results of the events are in existence. Yet from 

the viewpoint of Time Frame, on one hand, in (49) a., the hearer can move the event freely within Time Frame, 

so if the event is set at the point of speech, the possibility of the existence of the results will be strong, but 

on the other, in (49) b., the event took place at a specific point in the past, so if the event occurred at a point 

close to the point of speech, the possibility of the existence of its consequences will, of course, be strong. In 

short, neither (49) a. nor (49) b. mentions the existence or non-existence of the results of the events; (49) b. simply 

indicates Time Frame, which reaches the point of speech, and (49) b. indicates that the event happened at a 

specific point of time in the past except the point of speech. Actually, this is supported by the well-known 

fact that Simple Past Tense is used in place of Present Perfect, especially in American English. 

(5U a. Lucy has just called. = Lucy just called. 
b. I've crashed the car. = I crashed the car. 

4. 3. 2. Does the Subject of a Present Perfect Sentence have to be in Existence? 

…・ ・ ・Swan (1980) 

・・・・・・・・・Ibid. 

The subject of a Present Perfect sentence is generally said to have to be in existence. 

(52) a. *Einstein has visited Princeton. ＾ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Ando (1983) 

b. Princeton has been visited by Einstein. ・・・・・・・・・Ibid. 

However, as McCawley (1971) also says, if the primary stress is put on Einstein in (52) a. and Princeton in 

(52)b. respectively, the opposite of (52) will be true. 

(53) a. E1nstein has visited Princeton. 

b. *Pr1nceton has been visited by Einstein. 

……… McCawley (1971) 

・・・・・・・・・Ibid. 

From the facts mentioned above, it turns out that (52) is a marked case, and (53) an unmarked case ; 

Einstein in (52)a. and Pガncetonin (52)b. in the former and Pガncetonin (53)a. and Einstein (53)b. in the latter are 

the topics. Therefore, the topic of a Present Perfect sentence has only to be in existence, not the subject of 

it. (54) below can be explained by this idea. 

(54) Newton has explained the movements of the moon. ・・・・・・・・・Jespersen (1933) 
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(54) signifies that Newton's writings and influence still exist, not Newton himself, as Ando (1983) or Yasui 

(ed.) (1987) also say. The following instances also can be explained7 

(55) Einstein has taught me physics. ……… Yasui (ed.) (1987) 

(56) And then Lettie (the deceased) has been so cruel about her wills. (parenthesis mine) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Spark (1961). 

(57) He (the deceased) has left a fortune. (parenthesis mine) ・・・・・・・・・Ibid. 

The following examples, however, are probably incapable of being well explained simply by the presence 

of the topics. 

(58) (=(5}) 

The Second World War has ended. 

(59) Kennedy has been assassinated. 

(60) The Ford has been damaged by Jqhn. 

・ ・・ ・・・ ・・ ・Comrie (1976) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・McCawley (1971) 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Araki et al. (1977) 

These instances can be explained by Time Frame of (28) ; these are examples which are provided if the 

speaker has the judgment that the hearer doesn't know that the topic no longer exists. These examples tell 

us why the hearer can move the topic freely ; but if the speaker infers that the hearer does know that the topic 

is no longer in existence, (58)~(60) naturally won't be used. 

4. 3. 3. When-Clause and Present Perfect 

翻 a.When I have been in London, I have seen him pretty often. 

b. When I was in London, I saw him pretty often. 

・・・・・・・・・Jespersen (1931) 

・・・・・・・・・Ibid. 

Jespersen (1931) states that (6D a. implies that'I stayed in London more than one time'as a characteristic 

of Present Perfect, and (6D b. implies that'I stayed in London one time', while Ando (1983) asserts that the 

interpretation of Jespersen (1931) on (6D is based upon the conception that when in (6Da. means whenever, and 

when in (6Db. means on the occasion that. Then, this problem will be examined from the viewpoint of Time 

Frame of (28). 

Supposing that the event of the when-clause in (6Da. happened only one time in the past, one frame arises 

somewhere in the past. In that case, the hearer can shift the event (topic) within that frame only, so the main 

clause will be Simple Past Tense like (62). 

(62) When I have been in London, I saw him pretty often. 

And yet, the meaning of (62) is, after all,'the same as the general meaning of (6D b. This can be figured as in 

(63). 

(63) being in London 

seeing him 

紗／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／孤

拗璽惚霰葛 膨弩弩身
↑ 

a point of speech 
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And so, it follows that when a when-clause signifies an only-one-time event, it is common to use Simple 

Past Tense like (6U b., and that in a case like (62), the when-clause e~presses a more-than-one-time event8. In 

other words, the hearer can freely move the event (topic) of the when-clause within Time Frame of (28). This 

can be described as in (64). 

(64) being in London 拗笏叡／／／靡骸笏笏~属冒／／／／眉

seeing him 算屈霰履 屁召屁召屁召 四璽四
a point of speech 

This is true of (6D a., but in the case of (6D a., the main clause is Present Perfect. Thus, the hearer can 

shift the event (topic) of the main clause freely, whthout confining it within the fixed frames as in (64). This 

can be represented as in (65). 

(65) being in London 膨霰靡弩誓警区厩
seeing him 診乏彦砂 診乏易 屁忽且 厄孤

a point of speech 

Consequently, when a when-clause is Present Perfect, the event can be said to have occurred more than 

one time, which can be judged from the characteristic of Time Frame, Present Perfect itself. It cannot be 

judged at all from the idea that when in (6D a. represents whenever, because there is more or less possibility 

of the event of the when-clause in (62) having taken place only one time. One the other hand, there is a 

possibility of when in (6D b. standing for whenever, just as figured in (64). Other examples are shown. 

(66) When I have asked a London policeman the way, I have invariably received a polite answer. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Zandvoort (1975) 

(67) He often gets quarrelsome when he's been drinking. .. ・・・・・・ ・ Hornby (1975) 

(68) Have you ever been watching television when the tube has exploded? ・・・・・・・・ ・Comrie (1976) 

4. 3. 4. Miscellaneous Points 

Here, some more instances are given which support the idea that Present Perfect is Time Frame of (28). 

4. 3. 4. 1. 

When there is a verb in a since-clause, it is commonly Simple Past Tense, as in (69). 

(69) Since I heard her sing, I have always admired her. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Close (1981) 

In fact, however, it is well-known that there exist some examples in which the verb in the since-clause is 

Present Perfect. 

(70) I have lived in this house ever since I have been here. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Inoue (1971) 
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It is generally thought that the verb in the since-clause of (70) is Present Perfect in order to show that the event 

of the clause continues up to the point of speech. Close (1981) also states that it is only when the verb 

expresses an event which persists for a certain period, that Present Perfect is used in a since-clause, and he 

shows the instances of (7D and (72). 

(7D Since we have lived here, we have made many friends. 

(72) Since he has been in the army, we have seen him only twice. 

And another example is shown. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Close (1981) 

・・・・・・・・・Ibid. 

(73)・ • ・because we seem to be having such a lot of wrong numbers since you've been here. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Spark (1961) 

However, there are actually cases in which the events of Present Perfect in the since-cluases mean 

'experience,''completeness'or'result'besides'continuance'in traditional grammar. 

(74) ・・ ・SinceI've come here I find myself thinking of Chinese fairy tales my father told me. 

・・・・・・・・・Oe (1982) 

(74) is an instance of'completeness'or'result.'On this occasion, the hearer can freely move the event (topic) 

within Time Fraine of (28). Moreover, (75) indicates the outcome itself taken from an event of'result' 

(75) Since I'm married, I give you my honour I've not touched a bit of stamped paper. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Inoue (1971) 

And in addition, there are examples of'experience'such as (76). 

(76) a. It is there years since I (last) saw Bill. 

= It is three years since I have seen Bill. ……… Thomson & Martinet (1986) 

b. It is two months since Tom (last) smoked a cigarette. 

= It is two months since Tom has smoked a cigarette. ・・・・・・・・・Ibid. 

On these instances, 6e (1982) states that Present Perfect is used in a since-clause in cases as in (76), on account 

of the negative connotations, and he takes up (77). 

(77)'Where are mummy's jewels? • • ・It's so long since I've seen them・ • • ＾ ・・・・・・・・・Oe (1982) 

(77) probably implies (78). 

(78) I haven't seen them for a long time. 

This sentence suggests the quality of Time Frame in that the event in the since-clause of (77) does not exist 

at any point within Time Frame. Oe (1982) cites the following instance to support the reason why (77) can be 

used. 

(79) It's a very long time since you wrote anything. ＾ ・・・・・・・・・Oe (1982) 
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This viewpoint can be applicable to rhetorical questions of Present Perfect such as (80). 

(80) a. When have I told a lie? ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Inoue (1971) 

b. When else have I seen her like this? ＾ ・・・・・・・・・Oe (1982) 

4. 3. 4. 2. 

Here, in order to emphasize the characteristic of Time Frame as Present Perfect, I show some more 

examples expressing the idea that the hearer is free to move an event (topic) whthin Time Frame of (28), even 

in Present Perfect Progressive sentences which ordinarily specify an event that lasts till the point of speech. 

(81) a . I don't feel like going out this evening. 

I've been working in the garden all day. 

b. The boys have been playing football. 

That's why they are so hot. 

c . We have been building a garage on to the house. 

・・・・・・・・・ Hornby (1975) 

・・・・・・・・・Ibid. 

・・・・・・・・・Ibid. 

This clearly shows that Present Perfect is Time Frame itself of (28) : these three Present Perfect sentences 

show that the events persist up to the point of speech and besides shows that the events finish before the point 

of speech. The following examples also signify the movement of an event within Time Frame. 

(82) a. Who has been sitting in my chair (and is no longer in it) ? 

b. It's been raining, but it's stopped now. 

c. I'll take the wheel now - you've been driving for four hours. 

d. We've been learning English for ten years (and are learning it still). 

e. I've just been listening to a programme on Vietnam. 

5. Conclusion 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Close (1981) 

Ibid. 

・・・・・・・・・Ibid. 

・・・・・・・・・ Ibid. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Leech (1987) 

When Present Perfect is regarded as Aspect as in traditional grammar, it seems to be supposed to specify 

various meanings:'continuance,''repetition,''experience,''completeness,''result,'etc. This is derived from 

the simultaneous consideraton of the grammatical or syntactical Aspect, Present Perfect, with Aspect of 

events themselves, which is expressed by arguments (subjects and objects), verbs, adverbials, etc. 

When Present Perfect is considered to be Phase, it presumably shows Aspect of'result'in a broad sense. 

This seems to be close to the true nature of Present Perfect, but it cannot be grasped without taking into 

consideration Aspect of events themselves. 

It, accordingly, can be said that we draw nearer to the nature・of Present Perfect, if it is looked upon as 

Time Frame, which is concise and simple, rather than as Aspect or Phase, which is more intricate. Time 

Frame can explain various phenomena on Present Perfect. 

In summary, Present Perfect sets up (or offers) the stage (or Time Frame) where actors (or Aspect of 

events themselves) are free to play (or move). 

Notes 

1. Kruisinga (1931) states that'result'is the most frequent function of Present Perfect. 

According to Nakajima (1979), from the historical point of view, the original form of I have wガttenthe 
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book is I have (= hold) the book wガtten,which originally means'I have the book in a written condition.' 

In other words, the meaning has changed from the state of'result'into the action of'completeness.' 

Thus, Perfect Form (have + Past Participle) developed, and in the 14th century, the word order in which 
Past Participle is followed by an object came to be fixed ; moreover, according as'have'got the 

characteristics of auxiliary verbs, losing its original meaning, it connected with intransitive verbs in 

addition to transitive ones, and has become Present Perfect of today. 

2 . Quirk et al. (1972) limit Aspect to the grammatical or syntactical one only. 

3 . Palmer (1965) regards Perfect and Progressive as Aspect, but Palmer (197 4) considers Perfect to be Phase. 

4 . There are, however, examples such as the following. 

(i) Indeed, I have seen Blanche, six or seven years ago, when she was a girl of eighteen. 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Ando (1983) 

(ii) I have gone back to visit two months ago, last weekend, and just yesterday (so far). 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・McCoard (1978) 

The adverbials in (i) and (ii) are additional ones : afterthoughts, and so they are not exceptional. 

Another instance is shown. 

(iii) I've watched her when she didn't know I was watching. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Spark (1961) 

5. Thomson & Martinet (1986), for example, says that'this morning'shows the time only up to about one 

o'clock. 

6 . According to Leech (1987), some speakers use (6D a. even in the afternoon or evening. However, if (6D a. 

is used in the afternoon or evening, the adverbials come to be included in Time Frame, and so the hearer 

cannot freely move the topics within Time Frame. In this respect, the situation is the same as that of 

(59). But there is one difference of (6D from (59): this morning in (6Da. and this March in (6Db. mean'in the 

morning of today'and'in March of this year'respectively, and thus a time frame similar to that of (60) 

can be made, while in the case of (59), such a time frame cannot be. This difference shows that (6D is 

acceptable, while (59) is unacceptable. Another example is shown. 

(iv) A : Have you gone skating yet this winter? 

B: I have gone skating on Chガstmasday. (underline mine) ..... …・McCoard (1978) 

7. The topic'he'in such a sentence as (v) is naturally not alive, but it is due to the predicate'be dead,'and 

therefore is not exceptional. 

(v) He has been dead for two years. 

8. Needless to say, the substitutive usage for Future Perfect is quite another question. 
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Introduction 

89 

The aim of this essay is to examine our author's employment and use of elegant variation in the 

work of The Pガneeand the Pauper (1882)1. The theme of this historical novel for juvenile audience 

is the adventures of two boys, who find their identities switched and learn laboriously and painstak-

ingly what the switch brings them. Among the many linguistic features which make the delineation 

of their ordeals successful may be listed the author's use of elegant variation. Here we shaft confine 

ourselves to referential items dealing with characters and observe some typical cases, discussing 

them mainly from the point of view of the development of the story, and of characterization. 

1 . 0 In this chapter we will observe the author's use of participant items which appear in the uttterances 

of the characters, and will see how they serve characterization in the novel. 

1 . 1 First we will examine the uses of the items found in the speeches of Miles Hendon, guardian of the 

prince toiling in the harsh world. In the context below we find Hendon back in his room, after having saved 

the prince from the jeering mob at the gates of Guildhall, and again from Tom Canty, the father of the beggar 

boy. In his room Hendon muses, with his boy asleep in his bed at his side: 

A smile twinkled in Hendon's eye, and he said to himself 

"By the mass, the little beggaだ takesto one's quarters and usurps one's bed with as natural and 

easy a grace as if he owned them - with never a by-your-leave, or so-please-it-you, or anything of 

the sort. In his deceased ravings he called himself the prince of Wales, and brave doth he keep up 

the character. Poor little f, ガendlessrat, doubtless his mind has been disordered with ill usage. Well, 

I will be his f, ガend;I have saved him, and it draweth me strongly to him; already I love the 

bold-tongued little rascal. How soldier-like he faced the smutty rabble and flung back his high 

defiance! And what a comely, sweet and gentle face he hath, now that sleep hath conjured away 

its troubles and its griefs. I will teach him, I will cure his malady; yea, I will be his elder brother, 

and care for him and watch over him ; and whoso would shame him or do him hurt, may order his 

shroud, for though I be burnt for it he shall need it !" (Ch 12) 

Hendon's attachment to the child is distinctly implied in the adjectives added to all the three headwords in 

the phrases of "the little beggar," "poor little friendless rat," and "the bold-tongued little rascal." It should 

be noticed that the implied author, who makes frequent authorial commentaries and addresses his readers 

with the "we" in guiding them through the tale, invites them to accept and share this endearment of Hendon 

toward the boy by virtue of the fact that the elegant variation is employed which refers the two of Hendon 
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and the prince on their way from the onslaught of the mob back to his abode as "our friend." We are 

suggested to feel strongly in favor of the narrator and the two characters, and in this passage he puts us in 

the position of Miles Hendon and lets us see things from this deliverer's point of view. The references to the 

boy in the passage above are matched together with other instances of elegant variation in Hendon's speeches 

in the neighboring context in the same chapter, all serving to confirm his affection for the prince 

…this poor mind is set upon the one fantasy /If my father liveth still, …, he will welcome the poor 

lad and give him generous shelter for my sake/Lo, the poor thing's madness is up with the time!/ 

If I must humor the poor lad's madness, I must sire him, I must majesty him, I must not go by halves 

…/  Poor ruined little head, it shall not lack friend or shelter whilst I bide with the living./・・・he shall 

be my pet, my little comrade./Y es, he is mine…I took him, a homeless little ragamuffin…/An I had 

not thought of that [the asking of the privilege of being seated in the presence of the majesty] I 

must have had to stand for weeks, till my poor lad's wits are cured. 

Here the reiterative use of the adjective "poor" helps us share with Hendon his compassion for the boy. The 

cumulative effect of the usage seems to reach its highest at the stage where Henden, having left the room for 

a short while and being engaged after that in mending the clothes for the prince, finds the disappearance of 

the boy and raves at the servant of the house for his retardedness in baring the information concerning the 

missing boy. Hendon rages 

Hendon followed after him [the servant] , passed him, and plunged down the stairs two steps at 

a stride, muttering, "Twas that scurvy villain that claimed he was his son. I have lost thee, my poor 

little切 admaster…it is a bitter thought…and I had come to love thee so ! No ! by book and bell, 

not lost! Not lost, for I will ransack the land till I find thee again, Poor child, yonder is his 

breakfast… and mine, but I have no hunger now… so, let the rats have it…speed, speed! that is 

the word !" As he wormed his swift way through the noisy multitudes upon the Bridge, he several 

times said to himself・ ・ ・clinging to the thoughts as if it were a particularly pleasing one : "He 

grumbled, but he went… he went, yes, because he thought Miles Hendon asked it, sweet lad… he 

would neなerhave done it for another, I know it well !" (Ch 13) 

Another thing worth noticing in the passages cited above is the use of the head words in the noun phrases 

employed in referring to persons. The nouns Hendon applies to the prince are "beggar," "lad," "rascal," 

"ragamuffin," and "child," together with synecdtche of "mind" and "head." The first four are words 

denoting a person by a label which is ascribable to the attributes of outward appearance, while the nouns to 

which Hendon designates himself are terms connoting social relationship. His choices are "friend," 

"brother," and "comrade,"and later when he misses the boy he reveals his strong endearment in the use of 

"master," which establishes in his mind his resolute devotion and allegiance to the boy, and allows us to 

assume that our expectation concerning his determination will be fulfilled in later events in the tale. 

1. 2 Next we will look at the passage, in Chapter 3, where the two boys, one the Prince of Wales and the 

other a pauper boy from Offal Court, meet for the first time and carry rather a lengthy dialogue in the prince's 

rich apartment. The prince sends away the servants, asks Tom questions about his family and about his 

life at Offal Court, shows gradual interest and then finds it hardly possible to suppress his excitement when 

the pauper boy describes his life with local boys. In the conversation between the prince and the pauper boy, 

which is mostly in the mode of free direct speech and only a few in direct speech with sppech tags added, can 

be seen the princely language of the former, one of the characteristics of which is its use of terse imperatives, 

while those of the latter's answers are frankness and honesty. Tom repeatedly addresses the prince with'sir'3 
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all through with a few exceptions of'your worship,'and this consistency, it seems, serves to add to the 

well-balanced delineation of the tone of the pauper boy's unaffected juvenile openness and artlessness, and at 

the same time of his dread for and loyalty to the prince. It may be pointed out that the tone of the juvenilities 

- Tom's talk of his life, which is unintimidated and uninhibited, and the words of the prince, who is so much 

thrilled by it - contribute to the effect of bringing to the context a feeling of the exhange of their clothes 

being quite natural and plausible, allowing the critical switch following immediately behind. 

Our impressions of Tom's naivite which are left with us in the context above contrast with those we 

receive in the delineation of their second encounter occurring at the very final stage of the tale (in Chapter 

32) at the coronation in the cathedral of Westminster Abbey. Here Tom is heard addressing to the impostor-

prince as "king" all through, and in his quick orders to the lords at his side is seen Tom showing his 

sophistication and alertness in speech acquired in his short life in court as follows : 

Or 

Or 

In an instant several indignant hands were laid upon the boy; but in the same instant Tom 

Canty, in his regal vestments, made a swift step forward and cried out in a ringing voice. 

"Loose him and forbear! He'is'the king!" 

He [The Lord Protector] would have been obeyed, but the mock king stamped his foot and cried 

out 

"On your peril! Touch him not, he is the king!" 

While all minds were struggling to right themselves, the boy still moved steadily forward, with high 

port and confident mien ; he had never halted from the beginning ; and while the tangled minds still 

floundered helplessly, he stepped upon the platform, and the mock king ran with a glad face to meet 

him ; and fell on his knees before him and said 

"O, my lord the king, let poor Tom Canty be first to swear fealty to thee, and say,'Put on thy 

crown and enter into thine own again !"' 

Another thing which attracts our attention in the context of the coronation concerning participant items 

is the language of Tom, who, when the prince seems almost to fail in furnishing the evidence of his rightful 

sovereignty, earnestly urges him to exert his memory about the incident at their first encounter, and the 

whereabouts of the missing Seal thus : 

"O folly, 0 madness, my king!" cried Tom Canty, in a panic, "wait! - think! Do not give 

up! - the cause is not lost! - I am going to bring that morning back again, every hap just as it 

happened. We talked - I told you of my sisters, Nan and Bet - ah, yes, you remember that ; and 

about mine old grandam - and the rough games of the lads of Offal Court -yes, you remember these 

things also; very well, follow me still, you shall recall everything. You gave me food and drink, and 

did with princely courtesy send away the servant, so that my low breeding might not shame me 

before them - ah, yes, this also you remember." 

"For a jest, my prince, we did exchange garments. Then we stood before a mirror ; and so alike 

were we that both said it seemed as if there had been no change made, yes, you remember that. Then 

you noticed that the soldier had hurt my hand - look ! here it is, I cannot yet even write with it, the 

fingers are so stiff. At this your highn-ess sprang up, vowing vengeance upon the soldier, and ran 

toward the door -you passed a table - that thing you call the Seal lay on that table -you snatched 

it up and looked eagerly about, as if for a place to hide it - your eye caught sight of —" (Ch 32) 

Tom betrays his feeling of intimacy and endearment to the king in the employment of "my prince," which is 
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a single occurrence in the context, other forms of addresses by Tom being mostly "king" all throgh. What 

adds to the effect is the use of such interjections as "ah," "very well," and "look," words which are unlikely 

to be uttered by a prson in a lower rank to the one in the higher, together with Tom's uses of the pronoun 

"you," also of very rare occurrences in this story, found only in a few of the contexts where a speaker shows 

his familiarity or intimacy to the other party, and also his use of such demonstrative pronouns as "that" or 

"these," which in this context add to the communion and sharing of the same knowledge between the two. 

II 

2 . 0 In this chapter we will focus our attention on the author's employment of participant items in the 

description in the authorial narrative. Here the author's use of nouns referring to the characters in various 

discourse situations are most diverse. 

2. 1 First we will examine one of the cases where reference to the characters serves to create a dramatic 

effect in the description. We will take up the following as typical. Here we find Miles Hendon embark on 

the rescue of the prince who is clamoring for admission and taunted by the jeering crowd at the gates of 

Guildhall. The author makes Hendon's presence known with his quotation, and then narrates thus, dramatiz-

ing the act of the unknown new hero 

The speaker was a sort of Don Caesar de Bazan in dress, aspect, and beardng. - The speech 

of this fantastic figure was received with an explosion of jeers and laughter. 

... "Pluck the lad from him…to the horse-pond wi'the cub!" 

Instantly a hand was laid upon the prince, under the impulse of this happy thought ; as instantly 

the stranger's long sword was out and the meddler went to the earth under a sounding thump with 

the flat of it. The next moment a score of voices shouted "Kill the dog! kill him! kill him!" and 

the mob closed in on the warガor,who backed himself against a wall and began to lay about him with 

his long weapon like a madman. His victims sprawled this way and that, but the mob-tide poured 

over their prostrate forms and dashed itself against the champion with undiminished fury. His 

moments seemed numbered, his destruction certain, when suddenly a trumpet-blast sounded, a voice 

shouted, "Way for the king's messenger !" and a troop of horsemen came charging down upon the 

mob who fled out of harm's reach as fast as their legs could carry them. The bold stranger caught 

up the prince in his arms, and was soon far away from danger and the multitude. (Ch 11) 

It should also be noticed that a single employment of an item in a context serves to guide a reader to an 

interpretation in which is implied the author's attitude or judgment towards the role of characters or of the 

nature of the occurrence, as is shown in the following, where Miles Hendon on his journey to his native village 

and to his father's estate in the company of the king is portrayed thus 

…In the afternoon the returning prodigal made constant deflections from his course to see if by 

ascending some hillock he might not pierce the distance and catch a glimpse of his home. … (Ch 

25) 

In contrast to the portrayals of the tortuous trials of the Prince, the new life of Tom in the court are 

rendered with a note of humor and irony. In the following Tom almost finds himself relieved from his frirst 

grueling interview with the royalty 

He [Tom] touched a bell, and a page appeared, who was ordered to desire the presence of Sir 
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William Herbert. This gentleman came straightway, and conducted Tom to an inner apartment. 

Tom's first movement there, was to reach for a cup of water; but a silk-and-velvet servitor seized 

it, dropped upon one knee, and offered it to him on a gold silver. 

Next the tired captive sat down and was going to take off his buskins, timidly asking leave with 

his eye, but another silk-and-velvet discomforter went down upon his knees and took the office from 

him. … (Ch 6) 

2. 2 Next we will shift our attention to the cases where participants items are employed for the effective 

sequencing of the narrative. We will examine the cases where the author seems to try to evade the use of 

items which clarify and identify characters, withholding certain amount of information, which is to be 

unfolded at subsequent stages in the narrative. In the following, John Canty, father of Tom, is seen forcing 

his way to the abode, gripping the arm of the prince, who resists with great outrage. The implied author 

unfolds what he has to tell, making his presence manifest to readers by beginning the passage with the "we," 

and suggesting them to see things from his point of view : 

We left John Canty dragging the rightful prince into Offal Court, with a noisy and delighted mob 

at his heels. There was but one person in it who offered a pleading word for the captive, and he was 

not heeded : he was hardly even heard, so great was the turmoil. The prince continued to struggle 

for freedom, and to rage against the treatment he was suffering, until John Canty lost what little 

patience was left in him, and raised his oaken cudgel in a sudden fury over the prince's head. The 

single pleader for the lad sprang to stop the man's arm, and the blow descended upon his own wrist. 

Canty roared out : 

"Thou'lt meddle, wilt thou ? Then have thy reward." 

His cudgel crashed down upon the meddler's head : there was a groan, a dim form sank to the 

ground among the feet of the crowd, and the next moment it lay there in the dark alone. The mob 

pressed on, their enjoyment nothing disturbed by this episode. (Ch 10) 

One of the author's contrivances seen in the disclosing of the elements in this clamorous turmoil is the 

introduction of the person who stands in Canty's way. The first reference to the man is made by a label 

attached to the nature of his speech act from the point of the linguisitc transaction. The author confines the 

second to one of an agent noun, a derivative of the verb "plead," and in the employment of the third he refers 

to him also by an agent noun, a word which describes only temporary properties, and shuns the portrayal of 

any of his unalienable attributes. The reference at the final stage does not specify him, either. The author's 

aim in his device here is apparently to enhance a dramatic effect at the subsequent point of the narrative 

where the information is imparted that the man was no other than the good old priest, Father Andrew. 

Instances of similar contrivances are seen in the description of a man who makes an unexpected 

appearance at the rescue of the small king who struggles to free himself from the grip of a woman with a fat 

package, and from the augmenting crowd on the road. Notice that the man is identified at the very last in 

the words of the king, who calls his name with title 

The crowd closed around, threatening the king and calling him names; a brawny blacksmith in 

leather apron, and sleeves rolled to his elbows, made a reach for him, saying he would trounce him 

well, for a lesson ; but just then a long sword flashed in the air and fell with convincing force upon 

the man's arm, flat side down, the fantastic owner of it remarking pleasantly at the same time : 

"Marry, good souls, let us proceed gently, not with ill blood and uncharitable words. This is 

matter for the law's consideration, not private and unofficial handling. Loose thy hold from the boy, 

good wife." 
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The blacksmith averaged the stalwart soldier with a glance, then went muttering away, rubbing 

his arm ; the woman released the boy's wrist reluctantly ; the crowd eyed the stranger unlovingly, 

but prudently closed their mouths. The king sprang to his deliverer's side, with flushed cheeks and 

sparkling eyes, exclaiming 

"Thou hast lagged sorely, but thou comes in good season now, Sir Miles; carve me this rabble 

to rags !" (Ch 22) 

2. 3 In this section we will deal with the cases where the choice of participant items is made for the 

effective development of the story, inviting a reader to see things as seen from a character's point of view. 

Instances are taken up where the use of items serving to estrange, highlight or distance characters is observed. 

In the following passage Tom's wretched life is described 

Yet little Tom was not unhappy. He had a hard time of it, but did not know it. It was the sort of 

time that all the Offal Court boys had, therefore he supposed it was the correct and comfortable 

thing. When he came home empty-handed at night, he knew his father would curse him and thrash 

him first, and that when he was done the awful grandmother would do it all over again and improve 

on it; and that away in the night his starving mother would slip to him stealthily with any miserable 

scrap or crust she had been able to save for him by going hungry herself, notwithstanding she was 

often caught in that sort of treason and soundly beaten for it by her husband. (Ch 2) 

What attracts our attention here is that, whereas "his father" is employed in referring to his father at the 

initial stage of the remark about the harsh treatment which is inflicted upon him, in the dependent clause in 

the final that clause, after the mention of his mother's self-sacrificing devotion, the father is referred to as "her 

husband," apparently reflecting the boy's attitude to his father, and bringing the effect of distancing him. In 

this periphrastic item the father is specified with a matrimonial term instead of a filial one. 

We will take up another instance. Hendon and the king are caught at Hendon Hall and put in a prison 

cell. Among men who came to gaze at him and repudiate and insult him was an old man, who Hendon 

recognizes at once to be his former servant : 

The jailer brought in an old man, and said to him 

"The villain is in this room - cast thy old eyes about and see if thou canst say which is he." 

Hendon glanced up, and experienced a pleasant sensation for the first time since he had been in 

the jail. He said to himself, "This is Blake Andrews,a servant all his life in my father's family - a 

good honest soul, with aガghtheart in his breast. That is, formerly. But none are true now; all are 

liars. This man will know me - and will deny me, too, like the rest." 

The old man gazed around the room, glanced at each in turn, and finally said . 

"I see none here but paltry knaves, scum o'the streets…" (Ch 27) 

Hendon shows his rejoice at the appearance of his former servant, calling him "a good honest soul," but 

rejects his hope assuming that he will be denied again as had been at Hendon Hall. The use of his words "this 

man" discloses the distance he holds against the servant. The item employed in referring to this servant 

remains the same in this context up to the point where, in the subsequent passage, the servant betrays his 

loyalty to Hendon, calling him "my master." This recognition causes the substitution of the items. The 

item "the old man" is replaced thus 

The old servant became very valuable to Hendon and the king…/  Andrews was obliged to 

confine himself to brief visits, in order to avoid suspicion ... (Ch 27) 
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The use of the word whict refers to a person's attribute on the social plane, and of the proper noun agrees 

with the re-confirmed relationship between Hendon and his former servant, which was brought about by the 

latter's confidences of his having acknowledged the former as his master. 

Subsequent to the citation above is the delineation of the prince raging at the treatment he has unduly 

to suffer in the jail and at the rumored turn of recent events at the court. Our author shows his elaboration 

in referring to the king when he hotly argues with the old servant over the reported news of the new king back 

in London. We hear the old Andrews wonder thus : 

"What doth the lad mean"/" ... what aileth the boy? ... " 

Contrastively the author's references to the true king when he denounces the mock king are 

His majesty glared at the old man and… /"Methinks they must needs find him first," muttered his 

majesty… /"What Lord protector?" asked his majesty./ His majesty started violently. "The 

'king !'" he cried. "'What'king, good sir?" /This news struck his majesty dumb with amazement… 

It will be safe to say that the item "his majesty" in the autorial narrative is the apt choice which makes the 

element of dramatic irony more implicit in this context. 

Final Remarks 

We have observed some of our author's varied use of elegant variation in referring to characters in the 

work of The Pガneeand the Pauper. The items chosen are seen serving to add to the successful delineation 

of the development of the story and characterization. Items in utterances by characters reflect the emotion 

and feelings they hold toward the other parties, invite us to see things froin their point of view, and help to 

strengthen characterization (Ch I). The participant items by the author's choice serve as a technique in the 

development of the story, create such effects as dramatizing and distancing, and contribute to the implicature 

of dramatic irony (Ch II). 

Notes 

1. Mark Twain, The Pガneeand the Pauper (New York : Bantam Books, 1982) 

2 . The italics in all the quotations are added except those in single quotation marks, which show they are 

the author's. 

3 . The following diagram shows how the prince and the pauper boy address each other in the context of the 

scene in the royal apartment, starting from the point when the servants have been sent away up to the 

exchange of their garments. 

+P T P T P T P T P T N +P T P T 
(lad) (sir) (sir) (sir) (your worship) (sir) (sir) 

P T P T P T P T N +P T P T P T 
(sir) (sir) (sir) (sir) (sir) (good your worship) (sir) 

P T P T P T N +P T P T P T 
(sir) (lad) (sir/your worship) (sir) (sir) (sir/your 

p T p 
worship) (sweet sir) (lad) 

--------------------------------------

[P: the Prince T: Tom N: narrative description + : speech tag] 
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Silas Marner覚書

品川尚司
く平成元年 9月20日受理〉

An Essay on Silas Marner 

The focus is chiefly placed on some problems of the two families, Silas's honest and poor family 

which consists of a foster-father and a deserted girl and Godfrey's wealthy and local old family. 

Hisashi SHINAGAWA 

(1) 

Silas Marnerは，花嫁姿で教会から家に帰り着いた

ばかりのEppieが，養父SilasMarner (以下Silasと記

す）に 'Ofather,'…'What a pretty home ours is! I 

think nobody could be happier than we areいと望

み通りの結婚 養父Silasと同居し，生涯父親に孝養

を盪すことが出来る新家庭を作ることを条件にしたも

の一をすることが出来た歓びを語る台詞で幕となる．

このEppieの話し相手が花婿Aaron Winthrop (以下

Aaronと記す）ではなくてSilasであることがこの作品

の内容を象徴しているのだが，極く手短かにこの作品

の中身に触れると， Silasは全く偶然にも幼女Eppieと

出遇うと，実の親子も及ばぬ父娘の絆で結ばれた家を

築き，冒頭に紹介した様な結婚式を挙げるに至るとい

う珍しい父娘の物語と， GodfreyCass (以下Godfrey

と記す）とNancyLammeter (以下Nancyと記す）

が， Godferyの暗い過去を引きずりながら，結婚によっ

て新しいCass家を築き上げる物語とが巧妙に絡み

合っている．ここには，親子・兄弟・夫婦という家族

を構成する人間関係及び個人と社会の問題とが，円熟

期にはいった作者の手によって描かれている.Jerome 

Thaleはこの作品をan adult book2>とし， Silas is 

more than perfect ; it is a serious and intelligent 

treatment of human life and conduct.3> と言い，

Swiftの代表作Gulliver'sTravelsと同様に，この作品

も高校生向きの域を越えたものであることを指摘して

いるが，その理由は，この作品は上記の様な問題に当

面し，そのために辛酸をなめた経験を持つ大人の読者

に共感を呼ぶ内容を持っているからである．

以下， SilasとEppie父娘， GodfreyとNancy夫妻の二

つの家を中心に，それぞれの問題について考察を試み

ることにする．

ところで，作者GeorgeEliot (以下G.Eliotと記す）

は，この作品を通して，我々は如何にして，何故，自

己犠牲を歴わぬ生き方が出来るのか，言い換えると何

に対して自我を放棄するのかという問題を考えようと

している様に思われる．ただG.Eliotの自己犠牲の概

念はGaskell夫人のいう信仰に基づくものではなく

Joan Bennettが指摘する様に叫それは絶対的な価値

ではなく，相対的なもので，人間の経験と知識の範囲

内の認識可能な世界である．従ってそれは或る意味で

は常識的であり，時代と共に揺れ動く価値であるとい

えよう．

(2) 

G. Eliotが歴史小説に手を染めるべく準備をしてい

たRomolaの執筆予定を急に変更して，この作品を書

き上げたという話はよく知られたことだが， Silas

Marnerに取りかかる頃の作者について少々述べてお

＜． 

1860年 3月23日， G.EliotはTheMill on the Floss 

の最終稿に眼を通すと，翌24日GeorgeHenry Lewes 

（以下G.H. Lewesとする）とイタリア旅行に出る．こ

れはTheMill on the Flossの完成に心血を注ぎ，疲れ

果てた心身を休め次作Romolaを書く為に，資料集め

を目的とする旅であった．

その帰途， G.H. Lewesは二人の息子CharlesLee 

(1842------91) (以下Charlesと記す）とThorntonArnott 

(1844------69) に新しい母親G.Eliotを紹介するために，
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スイスのHofwylの学校に立寄る．長男Charlesは初対

面からG.Eliotの出現を喜び，早速親に同行してロン

ドンの家に帰り，久々に家庭生活の喜びに浸る. G. 

Eliotも聡明なCharlesを気に入り，この頃の様子を親

友Mrs.Charles Brayに宛てた手紙に次の様に書いて

いる．

Our big boy is a great delight to us and makes 

our home doubly cheery. It is very sweet as 

one gets old to have some young life about one. 

…He is quite a passionate musician, and we 

play Beethoven duets with increasing appetite 

every mornmg. … 5) 

突然母親の座についたG.Eliotが，若い生命力に溢

れた息子を迎えて，明る＜快活になった家庭の雰囲気

を素直に喜ぶ気持ちが伝ってくる手紙である．

G. Eliotが妻子のあるG.H. Lewesと結婚するまで

の経緯を見ると，彼女が強引に法律に反する行動に

走った訳ではない．問題はG.H. Lewesの妻Agnesの人

柄にあった.Agnesは放縦気儘が許される家庭に育ち，

結婚後も奔放な性格は変らず，道徳観念に欠け，夫の

同僚ThorntonHuntと同棲し子供を生むという放埒

さであった．しかし， G.H. Lewesがこの妻の行為を黙

認していたと解釈される事情があって，彼はAgnesと

離婚出来ぬというのが法律の判断であった．こうした

事情から， G.EliotはG.H. LewesがAgnesとの婚姻関

係を事実上解消したということを確めた後に結婚した

のだ．しかし， G.Eliotの個人的事清はどうであれ，法

律は飽くまでも彼女の行為を重婚の罪を犯したものと

解釈したのである．

G. Eliotの結婚にはこうした残念な事情があったの

だが， G.H. Lewesとの結婚が英文学史に登えたつ一

人の女流作家を生む端緒となったのは皮肉なことであ

る．というのは， G.Eliot (本名はMaryAnne Evans. 

記述の内容によって本名MaryAnneを使うことがあ

る）は田舎育ちの内気な一面がある為，自分の才能を

積極的に表に出そうとしなかったが， G.H. Lewesは

彼女の作家としての資質を見抜き，彼女を説得し，勇

気付けた結果，作家G.Eliotが誕生した. Scenes of 

Cleガcal Life は彼女の出世作となり，傑作Adam

Bede, The Mill on the Floss等が次々に発表され，彼

女の名声は国外にまで広がった．

そして1860年11月，先に紹介した経緯があって，彼

女はSila.sMarnerに取り掛り，翌年 3月Blackwood社

から出版の運びに至るのである．この時G.Eliotは40

歳を越え，人生の峠を過ぎ，作家としての実績を積み，

名声と地位も確立し，経済的にも安定していた．また

家庭人としても先に紹介した様な喜ぶべき状況があっ

て，新しい歴史小説に挑戦する前に，来し方を振り返

り，人生の基本的な問題について自ら考える所を一つ

の作品に表したいという心境に至ったのも当然ではな

し)か．

"I am writing a story which came across my 

other plans by a sudden inspiration. …It seems 

to me that nobody will take any interest in it 

but myself, for it is extremely unlike the popu-

lar stories going ; but Mr. Lewes declares that 

I am wrong, and says it is as good as anything 

I have done. It is a story old-fashioned village 

life, which has unfolded itself from merest 

millet-seed of thought. …6) 

と，彼女は SilasMarner執筆のエピソードを

Blackwoodに伝えている．人間の一生を後から振り返

ると，そこにその折々の因果関係を発見し説明するこ

とが出来るかも知れないが，人間の意志と行動は，他

者との関係，社会的状況との関係に於いて多様な変化

をするもので，それを予測し見通しを立てることは困

難な場合が多い. G. EliotとG.H. Lewesの出遇いは，

当初は知識階級の一組の男女の友人関係に過ぎなかっ

たであろうが，それから彼等の価値観に基づく判断と

選択の結果，重婚という形の結婚に発展し，当時者の

真摯な努力にも拘わらず，彼等の行動が家庭と社会に

様々な影響を及ぽし，彼等自身も又，その時，その場

に即した生き方を求められ，一定の時を経てみると，

思わぬ現実に辿りついていた，という人生のからくり

にG.Eliotの作家の心が動いた．

(3) 

本題にはいる前に，迂遠かも知れないが， Mary

AnneがG.H. Lewesと結婚するまでの約35年の人生

に於ける注目すべき人や事件について述べておきたい．

前章の終りでも述べた事に関連することである．

Mary Anneの母親Christina Pearsonは父Robert

Evansの二人目の妻で，彼女は末子出産後体調をこわ

し，病気がちになる．この為MaryAnneは幼くして母

親の手から離れ，兄姉に伴われて行動することが多く

なる. G. Eliotの最期を見取った夫のJ.W. Crossはこ

の頃の彼女について，次の様に書いている．

This was the time when the love for her 

brother grew in to the child's affections. She 
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used always to be at his heels, insisting on 

doing everything he did .... In her moral <level-

opment she showed, from the earliest years, the 

trait that was most marked in her all through 

life-namely the absolute need of some one 

person who should be all in all to her, and to 

whom she should be all in allび

つまり Thedominating passion of her childhood 

was love for her brother Issac8>のである． もし母親

が健康であれば彼女は模倣期のmodelとして娘の絶対

的な保護者として，惜しみなく愛情を注ぎ， Mary

Anneの人生に於いて初めて出遇う師としての役割を

果し，授けるべきものを授けたであろうが，事実はそ

れどころか，病弱な母親の負担を軽くするために，

Mary Anneは5歳の時，姉Christinaに連れられて寄

宿学校に入れられる．この時の経験からMary Anne 

never forgot her suffering from cold in the circle of 

bigger girls around the two narrow fire place and 

her fear at night. …9)とある．母親の愛を知らず，最

愛の兄Issacとも別れて，姉に従い，寄宿学校の夜を過

すMaryAnneのせめてもの願いは，淋しさに冷た＜凍

る身体を赤々と燃え盛る火に暖めることであった．こ

の時の辛い記憶がSilasの小屋の炉辺のEppieのimage

になったのではないか．

寄宿学校の経験はMaryAnneの人格の形成と知的

好奇心の充足に大きな影響を及ぼしたのは確かである．

9歳の時， Mary AnneはNuneatonのMrs.Walling-

ton's Boarding Schoolにはいり， MissMaria Lewis 

に出会う．この先生はMaryAnneに精神的に多大な影

響を与えた．彼女は熱心な福音主義者で，親身になっ

てMaryAnneに接し， MissLewis gave the bright 

eager little girl the sympathetic support and affec-

tion that she needed10>. 彼女はMaryAnneに母親の

様に慈愛深く接したのである．そして更に注目すべき

ことは， MissLewisはMaryAnneの侵れた素質に気付

き，それを大切にし育ててくれたことである. Mary 

Anneは13歳迄にこの学校の課業を終えると，先生の推

挙でCoventryにあるMissFranklin's Schoolに進む．

故郷からの離脱である．

Mary Anneはこの学校にはいると，生れ故郷

Nuneatonでは夢想だにしなかった素晴らしい世界に

接し，心は踊る．先生のMary,Rebecca姉妹はBaptist

の牧師FrancisFranklinの娘で， 30歳未満の若さ，特

に妹のRebeccaはパリ仕込みの洗練された教養を身に

つけていた．故郷Warwickshireの方言しか話せな

かったMaryAnneはRebecca風に英語の発音を真似

る様になる．同級生の出身地はインド，ニューヨーク，

ロンドンという具合で，彼女の想像は故郷の村から世

界の都市へと翔んで行くのだ．この間，彼女の読書内

容も豊かになり，彼女は詩，小説，宗教書などを次々

に読破し， ドイツ語，イタリア語の力も身につけて行

＜． 

この様にして， MaryAnneは，生活の場所を変える

度毎に，その知的生活の内容を質量共に充実させて行

き，彼女の知的探究心は遼原の火の様に勢を増して行

くのだ．

この時期の彼女の交友関係を見逃すことは出来ない．

特にBray夫妻との交際は思想的にMaryAnneに決定

的な影響を与え，彼女は聖書の無謬性に疑問を抱き，

彼等にならいキリスト教から離脱して行く．彼女のこ

の転身はスピノザ，フォイエルバッハの思想の影響力

によるものだが，後年にはMaryAnneはコントの実証

主義思想に共鳴し，その思想的立場を固めたことはよ

く指摘されるところである.Mary AnneはEvans家の

変種というべき存在になって行く．そして遂に1842年，

23歳の時，宗教問題で父RobertEvansと真向から対立

し，険悪な関係となる.Robert Evansは無類の力を誇

り，現実処理能力，生活力に俊れた人物で，地方貴族

の財産管理人の役を忠実に勤めた，伝統と慣習を重ん

じる経験主義的な保守的な男なのだ．彼が妻を亡くし

た後は， MaryAnneが主婦代りに父親の面倒を見ると

いう父娘二人の静かな生活を送っていたが，先に述べ

た様な経緯があって， MaryAnneは父親が知らぬ間に

父親の経験と理解の範囲をはるかに越える世界に行っ

てしまっていた．「三位一体説」に根本的な疑問を抱

き，神と宗教の問題は人格と自己充足の問題を考え，

神は人間の中に存在可能な認識の対称である，という

フォイエルバッハ流の新しい人間中心の思想は

Robert Evansとは全 くかみ合わぬものであった．

父娘の宗教上の深刻な対立は義絶の危機をはらんで

いたが，結局， MaryAnneは，自らの思想信条が父親

のそれと対立するという理由で，父親と離別し，彼を

遺棄することはできなかった．

1849年 5月31日， RobertEvans没， 76歳であった．

父親の死を潮に， MaryAnneは独自の人生を歩み始

め，ロンドンに出て行き，前衛的な知識人が論陣を張

る言論雑誌WestminsterReviewの編集に携わる．彼女

の身辺には言論思想界の錘錘たる論客が行き交い，斯

界の雄の一人HerbrtSpencerもいた.MaryAnneがG.

H.Lewisと知り合ったのは彼の紹介によるものであっ

た．彼女はG.H. Lewisの博識に，一方彼は彼女の男ま

さりのオ知と人柄に魅かれて行き，先に述べた事情を

克服し， 1854年 7月20日，彼等はドイツに旅立つ．こ
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れは彼等の事実上の結婚宣言であった．

以上，粗忽粗雑のそしりを恐れながら， G.Eliotの作

家としての出発の基になると考えられることを略記し

たが，彼女は人生の最も大切な時期，即ち 5歳迄に，

一切を包括する絶対的存在となる母親の愛情を知らず，

その代役を兄Issacに求めていた様に思われる．これが

Mary Anneの人生の原体験と言ってもよいが，これを

補充する役割を果してくれたのが福音主義者の女性教

師MariaLewisである．彼女の眼によってMaryAnne 

の素晴しい才能が引出され，それが，以後きら星の様

に現われる彼女の先生，友人などとの交友の中で磨き

上げられ，彼女の内面世界を作り上げて行くのである．

素晴しい交友の輪の広がりとその成果が父親との宗教

上の深刻な対立につながるという皮肉な展開，その父

娘の悲劇には個人の良心と思想と伝統社会の問題，人

間は何処まで思想に忠実に生きられるかという問題，

人間の価値観の限界，相対性などの問題が見られ，

Mary Anneが何故小説を書いたかという理由が既に

見えか くれしている様に思われる．

(4) 

本題にはいり SilasとEppie父娘の家庭について検討

することになるが，それには先ずSilasとEppie父娘の

関係が生じる以前のSilasについて見てみることとす

る．

SilasはLanternYardとい う田舎の町で生まれ，母

と妹の三人暮しであった.Eppieと出会う場面でこの

妹の記憶が重要な役割を果すことになるが， Silasの少

年時代については，貧しい母子家庭を想像させる短い

描写があるだけで詳しいことは分らない．

結婚を真近にした時期に，彼は親友の奸計にはまり，

許婚を奪われると，故郷の町に見切りをつけ， Raveloe

村のはずれのStone-pitという所で，織物の仕事に明暮

れる孤晒の生活を送っている．

一日の終りには食卓に金貨の山を作り， Silasはその

感触に満足し仕事の疲れを癒すという毎日である．

Silasを裏切ったのはWilliamDaneという男で，才

知に長け，自信と侶傲の間に生きているようなところ

があり，強引な行動力と指導力を兼ね備えていて，教

会活動に熱心なので世間の評判は良く，皆から一目お

かれた人物である．相棒のSilasはと言えば，

Marner had one of those impressive self-

doubting natures which, at an unexperienced 

age, admires imperativeness and leans on 

contradiction 11>. 

Silasは単純素朴，誠実さを絵にかいた様な性格なの

で，それに世間知らずと自己懐疑の念が加わると，彼

とは正反対のWilliamの様な男は堂々とした尊敬すべ

き頼れる人物に見えてしまう．

このWilliamがSilasの許婚Sarahに横恋慕していて，

まさにAll'sfair in love and war, Williamは自分の思

いを遂げる為に，親友を盗人に仕立てようと，陰険な

計略を立てる．病床にある教会の老執事を輪番で看病

し，疲れたSilasのうたた寝の間隙を縫って，William

はSilasが執事の金庫から金を盗んだ様な状況を演出

する.Silasは窃盗の罪で告発され，最終判断は神鍛に

よることとなり，結果は， Silasの黒と出る. Silasは

Williamの奸計に気づき濡れ衣に抗議するが，聞き入

れられず，彼は公衆を前にして神を冒漬する言葉を吐

いてしまうのである．

事実は上述の通りだが， Silasの暴言は社会を敵に廻

す結果となる.Lantern Yardの人々は陰険悪辣なWil-

liamが仕組んだ茶番劇を事実として鵜飲みにし，神簸

の結果がこれを補強するという偶然も手伝い， Silasの

無実は成立せず，彼の人格は蹂躙されてしまうのであ

る．これは人も羨やむWilliamとSilasの友情とは一体

何であったのかという疑問につながるのだが， Wil-

liamは，自らの欲望を満足させるためには手段を選ば

ず，利用すべきは利用し，友情と良心を眠らせ，友人

の悲痛なうめきを他処に恋をささやく．

Silasは恋人，友人，社会，伝統と因習，そして神に

絶望し，自分だけの城に籠るのである．我々は社会の

不正を憤り自己の正当性を信じる時，猜疑心に充ちた

啓戒の眼をみはり，独善と偏見で身を固めて孤独の生

活に堪えようとする.SilasはWilliamに依存して生き

て来たので，彼に不信感を抱く時，同時にWilliamを容

認する社会と神に背を向けるのであるが，彼は信仰を

棄てたと言える程信仰を持っていたのか．否である．

正確には， JeromeThaleが言う様に， Whathe has 

lost is not a creed but a sense of the world 12>. 

Silasに友人選択の眼がなかったために，青年期迄

Silasを育んでくれた故郷の町LanternYardは，彼に

不当な恥辱を与える町となったのである．

(5) 

作者G.Eliotは， Raveloe村のSilasを，人間社会の不

正を憤り，その矛盾に背を向け，孤独の世界に安らぎを

求める社会の被害者として登場させる．そして更に，

彼女は， Silasに今日の被害者が明日は加害者に変ると

いう皮肉な場面を設定して，人間の愚かしさを示し，

Silasの独善的逃避的生活を壊しにかかる．（詳述は次

章）
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Silasは， LanternYardで着せられた窃盗の濡れ衣

の屈辱を忘れるために，仕事三昧の生活を送るうちに

何時の間にか小金が貯ってしまう． ところが人目を避

けて暮すSilasの懐を狙う物好きがいる．しかもそれは

村一番の資産家の息子であるという皮肉な廻り合せが

描かれる．

Roveloe村一番の資産家はSquireCassを当主とす

るCass家である．この家の次男Dunstan Cass (以下

Dunstanと記す） が貧しい独り住いのSilasの金を盗ん

だのだ．これには， Cass家の荒んだ家庭状況と深い関

り合いがある．

Cass家は当主と息子三人の男世帯で，当主の妻は既

に亡く， SquireCassは村の居酒屋Rainbowで旦那風

を吹かせて，家庭生活の味気なさを紛らわしている．

家庭を守る主婦不在の冷え冷えとした家の様子を作者

はこの様に描く．

the Red House was without that presence of 

the wife and mother which is the fountain of 

wholesome love and fear in parlour and 

kitchen; and this helped to account not only 

for there being more profusion than finished 

excellence in the holiday provisions, but also 

for the frequency with which the proud Squire 

condescended to preside in the parlour of the 

Rainbow rather than under shadow of his own 

dark wainscot13>. 

神への畏敬の念と，健全な愛情の源となる母親の存

在が，家族生活の中核となる，という意見は正鵠を射

たもので，この二点がCass家には欠落しているために

深刻な問題が起きる．因みに当主の人柄を紹介すると

次の通りである．

The old Squire was an implacable man ; he 

made resolutions in violent anger, but he was 

not to be moved from them after his anger had 

subsided - as fiery volcanic matters cool and 

harden into rock. Like many violent and im-

placable men, he allowed evils to grow under 

favour of his own heedlessness, till they pressed 

upon him with exasperating force, and then he 

turned round with fierce severity and became 

unrelentingly hard. This was his system with 

his tenants ; he allowed them to get into 

arrears, neg lest their fences, reduce their stock, 

sell their straw, and otherwise go the wrong 

way, ―and then, when he became short of 

money in consequence of his indulgence, he 

took the hardest means and would not listen to 

no appeal14>. 

Squire Cassは，当時支配的であった家父長の権力と

先祖代々の地位，名誉，財産に胡座をかき，自分より

俊れた者との交友を避け，持物を自慢し，子供の前で

平気で亡き母親をこき下ろし，感l胄のおもむくままに

恣意的に事を処しで憚からぬ俗物である．

この節度と理念のない当主の人生態度が災して，長

男Godfreyは，善人だが侵柔不断，意志的行動力に欠

け，難題に遭遇すると，幸運を期待して流されるまま

に生きるという人物となる．一方次男Dunstanは投機

性のある馬の売買に興味を持ち放蕩三昧，享楽追求に

は眼のない放埒者になりさがった．

使い込んだ小作料の取り立てを父親に命じられ，

GodfreyとDunstanは，その穴埋めに散々苦労するが，

その結果は後で全く意外な展開となる.Cass家の動き

は村人の関心事なので，家族は個人としてはもとより，

その社会的責任も又重い．しかし既に述べた通り，当

主にその自覚と認識は無く，息子達は父親の感情を荒

立てない様に，陰で勝手なことをやっているという有

様で，家族としての共通認識は無く，従ってまとまり

もない．

家族とは「夫婦，親子，兄弟，姉妹の関係，すなわ

ち血と性を紐帯とする生活共同体」であり，「そのこと

によって社会的基本単位となり」「生物学的次元では生

殖に関する種の行動を組織制御するとともに子の世括

や保護に当る．」「社会的次元では子に象徴，技能法則

を教育しこのことによって文化の伝達を行う，さらに

心理的次元では各個人のパーソナリティーを形成し，

情緒の安定をはかる」 15)ものなのだ．

コントは家庭を「社会生活の永遠の学校である．」 16)

と言ったそうだが， Cass家の場合，既に述べた如く，

当主は人格見識に欠け，子供もAdamBedeにみられる

自己啓発の意欲に欠け，理想を求めて人生に積極的に

挑む活力もない．従ってCass家の親子の間には師弟関

係に似た心の交流はない．

小作料使い込み事件はCass家を象徴する出来事で，

具体的に説明するとこうなる．

放蕩児Dunstanは世間の悪評を薄めるため，兄God-

freyを誘惑し，麻薬中毒の酒場の女MollyFaren (以下

Mollyと記す）との間を取り持ち，既に女児（後でEppie

として登場する）が生まれている．しかしGodfreyは本

心はLammeter家の次女Nancyと結婚し， Cass家に健

康で明る＜誠実なLammeter家の家風を導き入れて，
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理想的な家庭を作りたいと願っている．この真面目な

一面がDunstanの神経を逆なでし，彼は兄の秘密の結

婚の演出者の立場を利用し，兄の弱味につけ入り，遊

蕩資金を引き出すのだ．

こうして小作料はDunstanに流れたが， SquireCass 

はその間の事l胄は知らず，その徴集を命じた．

急場をしのぐ為に， Godfrey自慢の馬を処分するこ

とになり， Dunstanは恩着せがましくその馬を売りさ

ばきに行く．売買の目途がついたのも束の間， Dunstan

は乱暴な扱いをして商品の馬を殺し，馬の売却代金の

辻棲合せに，予て噂に聞く Silasの貯金に狙いをつけて

盗んでしまう．しかし，金盗りに成功したDunstanは，

夜闇に脚を踏みはずしたのか，農業用水路に落ちて死

ぬ．（この事実は物語の終幕近くにわかることだが）

Godfreyは，大きな矛盾を背負って，生きていること

は既に述べた.Godfreyの善良な一面を示すNancyと

の結婚を実現させる為には， Mollyとの秘密の結婚を

解消することが必要となるが，それが内密に行われる

保証はない．このGodfreyの難問の解決に作者は彼に

とっては予期せぬ幸運な出来事を用意する．

MollyはGodfreyの悔恨と心変りを知り， Gaskell夫

人が描く悲劇のヒロインRuthとは対称的に，麻薬でボ

ロボロになった身体に鞭打ち， TheRed Houseで行わ

れる大晦日恒例の村をあげての宴会場に娘を連れて乗

り込み， Godfreyの心変りを面罵し， Raveloe村での彼

の立場を一挙に失墜させようと，恨みを込めた復野の

行動を起す．偶然の出来事が人生を一変させるという

ことはよくある事だが，作者はそれを物語の展開に巧

妙に使いながら物語を組立てる．

白銀の雪景色の夜道を， MollyはEppieを抱いて宴会

場に迫るが，麻薬の禁断症状に抗し切れず薬をあおる

と，昏睡状態に陥り，計画達成を目前にして凍死して

しまう. Godfreyは労せずして身辺に迫る難題を切抜

けてしまうのである．

幾つかの偶然が重なり， Godfreyの結婚の障害は消

滅してしまい， GodfreyとNancyの結婚の条件は整い，

新生Cass家の出発を迎える．しかし， Nancyを迎える

ために， Godfreyは， EppieをSilasの手に委ね，事実上

子供遺棄の愚行を犯すのである．彼は悪夢の様な

Mollyとの過去の生活を清算した心算だが，これは問

題の根本的な解決とはならず，それを先送りして目前

の幸福を手にしたに過ぎないのだ．

(6) 

GodfreyとMollyの秘密の結婚とDunstanの窃盗行

為が， Silasの健全な社会感覚の回復を促し， Silasと

Eppie父娘の珍らしい家庭が生まれると言えば，三題

噺めいてしまうが，詳しく説明するとこの様なことで

ある．

Dunstanから自らの汗の結晶のお金をそっくり盗ま

れたSilasは，呆然自失為す術を知らず，という激しい

心の動揺振りを示したが，やがて村人がたむろする居

酒屋に駆け込み，事の顛末を語る．そしてSilasの小屋

に何度が立寄ったという理由だけでRodneyというも

ぐら捕りに窃盗の検疑をかける．

Silasは不用意にもRodneyに対して加害者の立場に

立つのだ.Lantern Yardの過去の苦い経験に照らして

慎重に行動すれば，濡れ衣を着せる罪の重大さを彼は

誰よりも身に泌みて知っている筈である．だからこそ

彼はその罪深い行為が見逃され，矛盾に充ちた故郷の

町を捨て， Raveloe村に来て孤晒の生活にこもった．人

と社会を信じるに足らぬと諦念し，独りで生きる覚悟

をしたのならば，盗人の出没は当然，ましてや，その

社会と人に，自分の不利益不幸を訴えて，手助けを求

めることは憚るべきなのに，彼は村人に無様な窮状を

訴え，しかも Rodneyに盗人の濡れ衣を着せてしまう，

という恥の上塗りをする．単純素朴なSilasはこうして

その素顔をさらしてしまう．彼の孤晒の生活は自己主

義と自己愛の表れであり，彼は後述するDollyWinth-

op (以正Dollyと記す）の様に，無学ながら庶民として

の立派な一見識を持って生きている人物ではない．し

かしSilasの浅はかな行為が，教会の老執事Maceyの忠

告を引き出し，村人はSilasを変人扱いするのを止め

る.Silasは金を失い，面目を失い，自らの胸襟を開い

た時，村人達の仲間入りの端緒を作ったのである．

この様にして村人達の仲間入りを果たしたことは

SilasとEppieの出会いにも発展する. Reveloe村には，

大晦日の夜は戸口を開放しておくと，失せ物が戻ると

いう迷信がある.Molly凍死の後， EppieはSilasの小屋

の戸口から洩れる明りを目当てに彼の小屋の炉辺に迷

い込む．失せ物の代りにEppieと出会い， Sillasはこの

様にしてLanternYardで失った社会感覚を回復し血

縁のない珍しい父娘の家庭を作るきっかけを把むのだ．

ところで， Silasが炉辺でEppieを発見する場面はキ

リスト降誕の宗教画を連想させ，諸批評家が指摘する

この作品のfableとしての性格を象徴する場面だが，汚

れのないEppieの寝顔を見て， Silasは再び信仰心を呼

び起されたのではなかった．

when he first sees the child, she reminds him of 

his little sister, and he is taken back to many 

memones. … 17) 

この時，彼が記憶から消し去ろうと努力していた
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Lantern Yardの過去が蘇り，現在に息を吹きかえした

のである.Eppieは， hislittle sister whom he had 

carried about in his arms for a year before she died, 

when he was a small boy without shoes or 

stockings18>の姿と重なり，懐しい少年時代に彼を引き

込んだのだ．

SilasとRaveloe村の人々との接触は，彼が社会性を

回復したことを意味し，またEppieとの出会いによっ

て，彼は正常な時の観念をとり戻すことができたので

ある．

there was a vision of the old home and the old 

streets leading to Lantern Yard―and within 

that vision another, of the thoughts which had 

been present with him in those far-off scenes. 

The thoughts were strange to him now, like old 

friendships impossible to revive ; and yet he 

had a dreamy feeling that this child was some-

how a message come to him from that far-off 

life: it stirred fibres that had never been 

moved in Raveloe―old quiverings of tender-

ness old impressions. …19) 

Silasの過去の記憶は，彼の心に人間が本来持ってい

る汚れのない小さな生命に寄せる愛情を呼び戻し，こ

れによって， Silasは，分身の様に大切にし執着して来

たお金に対する愛着を捨て去る．無邪気な幼児の美し

さが，彼の自己中心主義に風穴を開け，他者のために

生きる充実感を教えたのだ．

Silasの生き方に大変革をもたらしたのは，妹の過去

の記憶，言い換えると，少年時代の寒空の下，幼い妹

の守りをした時の人府の優しい暖さの記憶だったかも

知れないが， Silasは親として子育ての経験はなく，又

育児の理念がある訳でもない．この俄か仕立ての父親

役のSilasに，作者は，素晴らしい指南役兼後見人を配

置する．車大工の妻Dollyである．以前にも一寸紹介し

たが，彼女は教育のないつつまししく暮す庶民の代表

的な人物だが，明る＜健康で，悩める者には具体的な

援助の手を盛す．所謂痒い所に前が届く，世話を厭わ

ぬ，自分の分際をわきまえた女で，そして素朴な信仰

心も持っている．

Silasが信仰を捨てた理由は既に紹介した通りだが，

彼女は， Eppie養育の責任ある親として， SilasはEppie

を教会に連れてゆく義務があると考えている．つまり，

彼女は次の様に神についての認識を持っている．

'・・・there's trouble i'this world and there's 

things as we can niver make out the rights on. 

And all as we've got to do is to trusten, Master 

Marner — to do the right things as fur as we 

know, and to trusten. For if us as knows so 

little can see a bit o'good and rights, we may 

be sure as there's good and a rights bigger nor 

what we can know I feel it i'my own inside 

as it must be so20J. 

Dollyの神は，伝統的社会と人間の良心を支える，人

知の理解を越えた大きな力である.Lantern Yardで神

の名に於いて無実の罪を宣告されたSilasは，この考え

に容易に同調出来ないが， Silasが自分の考えに固執し

て， Raveloe村の社会生活の慣行からEppieを隔離した

状態にしてお くと，それはEppieの人生の障害にこそ

なれ，彼女の幸福につながらない，というDollyの忠告

を聞き，彼は自分を抑え， Dollyの忠告に従う．

このSilasの妥協は，強権を存分に揮う SquireCass 

に見られる父親像とは正反対のものであるが， Silasの

妥協には， Eppieに嫌われては，折角の父娘の関係が危

うくなるという心配がある．これはSilasのEppieの躾

の姿勢にも現われている.Eppieは成長するにつれて

動作が活発になり， Silasの仕事を邪魔したり，困らせ

たりする.Dollyはことに応じて厳しさの必要を説く

が， SilasはEppieに厳しく当ることは出来ない．二人の

間に心の溝が出来ればSilasの人生の土台が揺らぐと

いうことを恐れるのだ．

Eppieは， Silasの心の片隅の不安と恐れをよそに，健

康で明るい子供に育って行く．日常生活のしがらみを

離れて遊ぶSilasとEppieの姿は，理想境に時を忘れた

父娘のそれである．

…when the sunshine grew strong and lasting, as 

that the buttercups were thick in the meadows, 

Silas might be seen is the sunny mid-day, or in 

the late afternoon when the shadows were 

lengthening under the hedgerows, stroll1ng out 

with uncovered head to carry Eppie beyond the 

Stone-pits to where the flowers grow, till they 

reached some favorite bank where he could sit 

down, where Eppie toddled to pluck the 

flowers, and make remarks to the winged 

things that murmured happily above the bright 

petals, calling'Dad-dad's attention continually 

by bringing him the flowers. Then she turned 

her ear to some sudden bird-note, and Silas 

learned to please her by making signs of 
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hushed stillness, that they might listen for the 

note to come again ; so that when it came, she 

set up her small back and laughed with gur-

gling triumph. Sitting on the banks in this 

way, Silas began to look for the once familiar 

herbs again ; …21) 

美しい花が咲く自然に包まれ，烏の歌声に耳を傾け

ながら時を忘れて遊ぶ子供の姿はThe Mill on the 

FlossではTomとMaggieに見る事が出来るが，Tomと

MaggieそしてSilasとEppieは，お互いにCrossが言う

some one person who should be all in all22>であり，

両者は，キリストと聖母マリアの絵の様な世界にいる

のだ．この完璧な小宇宙のimageは如何にも女性作家

に相応しいものと私には思えるが， G.Eliotは，この種

の体験，若しくは記憶の有無が，我々の心を形成する

のに重要な核となると考えている様に思われる．

(7) 

新生Cass家に話題を移す.Cass家は新しい当主God-

freyの時代になって，家の雰囲気は一変してしまう．

Nancyは，彼の期待通りに，陰気で淀んだ先代の家の

空気を払拭した．

Now all is polish, ... she has brought into the 

Red House the habit of filial reverence, and 

preserves sacredly in a place of honour there 

relics of her husband's departed father. The 

tankands are on the side-table still, but the 

bossed silver is undimmed by handling, and 

there are no dregs to send forth unpleasant 

suggestions : the only prevailing scent is of the 

lavender and rose-leaves that fill the vases of 

Derbyshire spar. All is purity and order in this 

once dreary room, for, fifteen years ago, it was 

entered by a new presiding spirit23i_ 

整然と整えられ，磨き立てられ光沢を放つ家具調度，

そして花の香りが漂う「赤屋敷」には，もう面従腹背

の親子関係の跡型は何処にもない. Nancyの考え方，

生き方がこの変化をもたらしたことは言うまでもない．

Nancyはthespirit of rectitude, and the sense of 

responsblility for the effect of her conduct on 

others,24lの持ち主で， toscrutinise her past feelings 

and actions with self-questioning solicitude25Jを心掛

ける，中庸と適切と勤勉を旨とした，誠実で才能に恵

まれ，礼儀正しく，他人に対して尊敬の念を失わず，

洗練された習慣と動作を身につけている女性である．

まさに良妻賢母型の代表的人物で，欠点がないのが

欠点であると言いたいところだが，彼女は頑固一徹，

一旦決意すると，親に対する態度や化粧の仕方に至る

まで，決めたことは忠実に守り続けるところがある．

そして， Godfreyの最大の誤算は， Nancyが子供を産

めないということである. MollyとDunstanが既に述

べた様にして姿を消し， Godfreyの希望が叶いそうに

なった時の彼の様子を振り返って見てみよう．

He felt a reformed man, delivered from tempta-

tion, and the vision of his future life seemed to 

him as a promised land for which he had no 

cause to fight. He saw himself with all his 

happiness centered on his own hearth, while 

Nancy would smile on him as he played with 

the children26l. (イタリック体筆者）

暖炉を中心に繰り広げられる家庭団槃の情景， God-

freyが子供達と遊ぶ様子に微笑みかけるNancyの姿は，

まさにGodfreyに約束された国の一点景であったが，

それは肝腎な所で実現せず，画龍点睛を欠く結果とな

る．

この厳しい現実に直面して， Godfreyは，一旦Silas

に委ねる形で遺棄したEppieに対する父親の責任と義

務を強く感じ始める．そしてNancyに貰い子の提案を

するが，この提案に対してNancyは，夫婦に子供が授

からぬのは神の摂理であって，子供が生まれぬことの

不都合を訂正するために，貰い子をするという考えは

御都合主義である，と自説を述べて対抗する．

これはNancyの信仰心に基く結論かと言えばそう

ではない．というのはGodfreyがEppieの出生の秘密，

つまり彼自身の秘密の結婚を告白すると，彼女はそれ

までの態度を変え， Godfreyに同調して， Silasを説得

する側に立つのである．

Nancyが態度を変えた理由は次の通りである．

1. Godfreyの理想的な家庭作りに妻の責務を果せ

なかったことに負目があること 2. 姉Pricillaの

Godfreyを含めた男性一般の批判を聞いて， Nancyは

'nobody has any occasion to find fault with 

Godfrey21>. と言ってのける程，他人の評価，意見は何

であれ，自分自身の意見に強い思い入れをする傾向が

あること，である．

話題は前後するが，新生Cass家の当主は先代と異り

酪農業を営む事業家で，家畜の飼育に勤労の喜びを見

出しているが，作者はGodfreyの折角の健げな人生に

衝撃的な事件をからませる．農作業関連の事業として
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農業用水路干しが行なわれると， Dunstanが， Silasの

金を盗んだままの状態で，川底から発見される.God-

frey自身がCass家の過去の罪悪を間接的に暴露して

行く結果となり，またここに運命の皮肉を見る．

Nancyとの結婚を峠にして， Godfreyの約束された国

は綻びを広げて行く.Silas Marnerをredemptionの小

説28)と評するのはWalterAllenであるが， Godfreyは

偶然の幸運で自らの過去の過ちを履い隠し， Nancyを

始め善良な村人を欺いて生きて来た事に対して償いを

する時が訪れたのである. Dunstanの死体発見によっ

て，穏やかな村を騒がせたSilasの盗難事件の謎は一挙

に解明される. Raveloe村一番の地位と名誉と富を誇

るCass家の次男が， Godfreyが遺棄した娘の世話をす

る男の懐を狙ったという事実を前にして，彼は，

'Everything comes to light, Nancy, sooner or 

later. When God Almighty wills it, our secrets 

are found out. I've lived with a secret on my 

mind, but I'll keep it from you no longer.29> 

と燒倖に助けられ，運命に身を委ねて生きて来た事

に畏れを感じ，人間の能力を越えた絶対的な力の存在

を意識すると， Godfreyはひた隠しにした秘密の結婚

とEppieのことをNancyに打明ける．ここで注目すべ

き事は， Godfreyが本当に神を畏れ，信仰に依って心の

平安を得ることに関心を向けるかと言えばそうではな

い. Nancyとの絆が彼の人生の基軸をなしているの

で， GodfreyにはNancyに対して誠実であることが他

のすべてに優先する．聴問僧Nancyを前に，全てを告

白し， Godfreyは懺悔滅罪の誓いを立てる．

'I'll be plain and open for the rest o'my life.30l' 

このGodfreyの行為は， Silasが盗難に会い， Rain-

bowに出向き，村人の前に自分の心中を素直に示した

ことに対応するが， Godfreyの真情の吐露は，彼等夫婦

間の範囲に留まり，社会性を帯びない点がSilasの場合

と異なる．

ところでGodfreyの告白を聞いた時， Nancyが受け

た心の衝撃は意識の混乱を誘う程強烈なものであろう

と想像するが，作者は経緯だけを描写する方法を取り，

Nancyの心の動揺と葛藤を読者の想像力に任せてし

まう．この為にSilasMarnerはAdamBedeに比べると

読者の胸に迫る迫力に欠ける作品となった．

それはそれとして， Godfreyの告白を聞いたNancy

は，しばらく絶句した挙句，驚く程冷静に，彼女の従

来の主張を撤回し， Nothingis so good as it seems 

beforehand―not even our marrying wasn't, you 

see.31l と人間の現実の生活は夢が破れた所にある，

と人生を諦観した言葉を洩らす．そしてGodfreyとの

十五年の結婚生活を顧みて， Thewrong to me is but 

little,-・・you've been good to me for fifteen years. 

It's another you did the wrong to, …32)と，結婚生活

で見たGodfreyの誠実さに免じて， Nancyは彼の過去

の不誠実を責める気持ちはないという．そしてEppie

の問題については， Godfreyの妻というよりはむしろ

母親の様に， it'syour duty to acknowledge her and 

provide for her ; and I'll do my part by her, and 

pray to God Almighthly to make her love me33>. と

自分の責任と義務を果すために努力する， と言う．

Godfreyが虚飾を捨て， Nancyの前に過去の過ちを

懺悔し，自分の素顔を見せた時，彼は夫婦の絆を更に

強めることが出来た．

ところでNancyのこの冷静さは何処から来るので

あろうか.G. Eliotが，幼くして母親の愛の手を離れて

生活するうちに，早くも身につけた忍耐の哲学に負う

ものか，或いはまた激情的な闘争の後の不毛の悲しさ

を知っていたためか，作者はNancyに問題を経験的に

知り得る範囲に整理させ， Godfreyの過去の古傷を暴

くようなことはしない．

(8) 

前章までに， GodfreyとSilasの家庭に関る問題とそ

れに対する彼等の対応と考え方などについて，検討し

て来たが， Eppieの父親選びの場面において，この両方

の家がそれぞれの立場，考え方を鮮明にすることにな

り，物語はクライマックスに至る．

その前置きとして， Godfrey夫妻がEppieを引き取り

たいと考える根拠を整理しておくこととする．

1. 既に指摘したことで重複するが， Godfreyは

Nancyと結婚する為， Mollyとの結婚を隠す必要

があったが， Mollyは突然死んでGodfreyを安心

させ，一方EppieはSilasの熱い希望で彼に引き取

られることになり， Godfreyの結婚の障害は消滅

した．しかし， GodfreyはEppieを見捨てたことに

対し，父親としての深い悔I:艮の念と責任を感じて

いる．

2. Silasは，既にその経緯は詳しく説明した通り，

Godfrey, Dunstan兄弟が引き起した事件の巻添

えを食う形で， Eppieと出会ったのであり， Silasと

Eppieの父娘関係は青天の褥祖であり，彼の積極

的意志はそこにはない，とGodfreyは考えている．

3. 2から， SilasがEppieに最良の人生を願うのであ

れば，その可能性の高い条件を望み，その実現を

喜ぶ筈である．

4. GodfreyがEppieを引き取ることはSilasの経済的
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負担を軽くする．

5. 大輪の花の様な娘に成長したEppieの姿を見て，

Godfreyは手をこまねていると，過去の過ちを償

い，理想の家を作り上げる最後の好機を逃す焦燥

感と危機感に迫られていること．

6. 貧しい労働者の家庭には，上流階級社会の人々の

深い愛情はないと思っていること．

7. そして， Sheis my own child her mother was 

my wife, I have a natural claim on her that 

must stand before every other34l_ と考えている

こと．

等がその理由である．

このGodfreyの主張に先手を打つ様に， Silasと

Eppieの心の絆は益々固くなっていた．盗難に会った

お金が手許に戻った時， SilasはEppieを相手に語る．

'At first, I'd a sort of feeling come across me 

now and then,'...'As if you might be changed 

into the gold again ; for sometimes, turn my 

head which way I would, I seemed to see the 

gold ; and I thought I should be glad if I could 

feel it, and find it was come back. But that 

didn't last long. After a bit, I should have 

thought it was a curse come again, if it had 

drove you from me, for I'd got to feel the need 

o'your looks and your voice and the teach o' 

your little fingers35>. (イタリック体筆者）

そして更に

If you hadn't been sent to save me, I should be' 

gone to the grave in my misery. The money 

was taken from me in time; and you see it's 

been kept-kept till it was wanted for you. 

It's wonderful - our life is wonderful.''It 

takes no hold of me now,'…'the money doesn't. 

I wonder if it ever could again I doubt it 

might. If I lose you, Eppie, I might come to 

think I was foresaken again, and lose the feel-

ing that God was good to me.'36l 

（イタリック体筆者）

SilasはEppieによって，自分が稼いだお金に対する

執着一—これも自己愛の表現と思われるが一と自己

中心的独善的受身の人生から抜け出し，社会生活に戻

ることが出来た．そしてSilas自身の神の存在を知った

のである．つまり Eppieとの生活がSilas再起の原動力

となり彼の生存，価値意識の原点を導くことができた．

このSilasに応えてEppieは， 'Ifit hadn't been for 

you, they'd have taken me to the workhouse, and 

there'd have been nobody to love me37l_ と彼こそが

Eppieを今日あらしめたかけがえのない人なのだと言

い，互いに相手に支えられて生きていることを確認し

合う．

他者の介在を許さぬこの隙間のない愛情の世界は母

親と胎児のそれを連想させる没理性的な世界といえよ

うか．

Eppieを中にして，相対峙する二人の父親の立場は

以上の通りであるが， Godfrey夫妻が， Silasを小屋に

訪ねた時の両者の直接の応酬の中から， Silasの考えを

敷術すると

‘… repentance doesn't alter what's been going 

on for sixteen years. Your coming now and 

saying "I'm her father, "doesn't alter the feel-

ing inside us. It's me she's been calling her 

father ever since she would say the word.'38l 

となる．一つ屋根の下に住み，同じ釜の飯を食べ，

共通の経験を重ねて来たSilasとEppieだけが知ってい

る十六年の生活の歴史の重さは， Godfreyの悔悟の告

白に優る重要な意味を持っている，とSilasは言うので

ある．

従って， Godfreyが， Eppieを引き取っても，彼女は

同じRaveloe村に暮しているのだから， SilasはEppie

に会おうと思えば何時でも会えるとか，生活の場を変

えるからと言ってSilasに対するEppieの気持は変らな

い，という Godfreyの言い分は， Silasから見ると彼の

心l胄を全く理解しない者の戯事にしかならないのだ．

ただ， GodfreyがEppieを引き取りたいという理由 3

に関る事，即ちCass家の名声と地位と財産の力でGod-

freyがEppieに与えることが可能な幸福な人生につい

て考える時， Silasは，自分の考えを基に， Eppieを手許

に引き留めることが，本当にEppieの為に良いことな

のかと迷うのである．

この問題に関してNancyはどの様な態度を取って

いるのかについては，既に述べた様に， Godfreyの妻ら

しく彼女はGodfreyと同じ立場に立ち，いやむしろ夫

以上に常識的で，公式論的な意見を持っている．例え

ば，実父のGodfreyがEppieを養育する権利があるとい

う様に．

何一つ不自由もない豊かな家庭に生まれ，父親Lam-

meter氏の誠実で慎まし く勤勉な人柄のために，村人

達の尊敬を集める家庭環境の中で育ったNancyは，自



有明工業高等専門学校紀要第 26号 107 

らの経験を通してGodfreyの考えには自然に同調し理

解することが出来るが，貧しい庶民の生活感覚にはど

うしても馴染むことが出来ず， Eppieさえ引きとるこ

とが出来れば何も要らぬ， と自らの願望を主張し，有

産階級のものの考え方の限界を暴露する．

GodfreyとNancyの考え方には，有産上流階級特有

の下層民に対する独善的な偏見があり，そこに彼等の

意識の限界を見るのだが，彼等はそれを拠り所にして

共感し，それによって夫婦の絆を更に強化し，彼等が

描く理想的な家の実現を目指して， Silasとの直接交渉

に当るのである．

(9) 

Godfrey夫婦とSilasは，共にそれぞれが直面した苦

難に充ちた状況を克服した後に辿りついた価値の世界

を持っていて，今はEppieの身の振り方について互い

に自分の正当性を主張して譲らない.Silasは十六年前

のSilasではなく，かっての様な硬直した自我の主張に

拘泥せず，幅のある考え方が出来るようになった．最

早Dollyに指南，忠告を求めるSilasではない．

結局， Eppie自身の明快な意志によってこの問題の

決着は着けられる. NancyがEppieを娘として迎えた

い意向を伝えると， Eppieは素直に次の様に自分の考

えを伝える．

'Thank you ma'am - thank you sir, for your 

efforts — they are very great and far above 

my wish. For I should have no delight i'life 

any more if I was forced to go away from my 

father, and knew he was sitting at home, a-

thinking of me and feeling alone. We've been 

used to be happy together every day, and I can't 

think o'no happiness without him. And he 

says he'd nobody i'the world till I was sent to 

him, and he'd have nothing when I was gone. 

And he'd took care of me and loved me from the 

first, and I'll cleave to him as long as he lives, 

and nobody shall ever come between him and 

me39J. (イタリック体筆者）

GodfreyはNancyのためにEppieを遺棄し， Silasは

遺棄されたEppieのために自らの生き方を変えた．

EppieもまたSilasと同様に，二人で生きて来た日々の

喜び，精神的充実感を何物に増して大切なものと考え

るのである．そして更に

'I can't feel as I've got any father but one,'・・・'I've

always thought of a little home where he'd sit 

in the corner, and I should fend and do every-

thing for him : I can't think o'no other home. 

I wasn't brought up to be a lady, and I can't 

turn my mind to it. I like the working-folks, 

and their houses and their ways.'・・・'I'mpromis-

ed to marry a working-man, as'll live with 

father , and help me to take care of him.'40J 

と自分の心中を整然と明らかにする．これはGod-

freyのEppie引き取りの理由に対して過不足のない解

答となっている．即ち， Eppieは， Godfreyが過去に犯

した過ちを償うための努力を認め，それに感謝しなが

ら，血縁が親子関係成立の必須の条件とはならないと

言う．又経済的な豊かさは人間の精神的な豊かさ，即

ち精神の高揚，人格の陶冶に資するもの， という命題

は必ずしも成り立たず，精神と愛情の貧しさは社会階

級の高低に比例するものではない，従って血縁は

Eppieの意志を拘束する力はなく， EppieがSilasの外

に父と呼ぶに値する人はいない，と宣言した時， God-

freyの約束された国（家庭）の次代はないことが決定し

た．

(10) 

G. EliotはGodfreyとNancyの家に，相愛の夫婦の絆

を基調に，子守に恵まれた明るい健康な家庭を築き，

家の名誉と地位と富とを次の世代に伝えることを夢見

て，遂に果せなかった上流家庭の夫婦の悲劇を描いた．

一方，作者は， SilasとEppie父娘には，職人の家庭を

舞台に，血縁の紐帯は無くとも，父娘が相互に自己犠

牲を厭わず，献身的に生き，生々発展する庶民の姿を

描き，通常の家庭の概念を越えた一つのモデルを提示

した．

この両者の命運を分けた直接の要因はEppieに対す

る実父Godfreyと養父Silasの生き方の違いであった．

Godfreyは，本能的快楽と欲望に溺れて，父親に内密

にMollyと結婚した脆弱な過去の過ちを清算するため

に，その不始末の証しというべきEppieを見捨てた．つ

まり Godfrey自身とCass家の再生を成し遂げるために

彼は暗い過去との訣別を計ったのである．

ただGodfreyの自己革新とCass家の建直しには幾つ

かの問題がある．（注40)に示したEppieの言葉はこの

問題点を適確に衝いている．重複することもあるが，

Godfreyの考え方をここに集約してみよう．

先ず社会的な視点からみると， Godfreyは先代

Squire Cassの生き方に対する批判から，酪農業を経営

し，生産の喜びを生活の基調とした．これは，伝統と
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慣習と地位と名声に安住し，小作料徴収を唯一の収入

源として，社会の変化発展に無頓着であった先代の古

い体質からの脱却を意味し，それはいわばGodfreyの

社会的良心の具体化となる．そして彼がNancyと結婚

することを熱望した理由の一つは，実はRaveloe村に

於ける Cass家の信望の確立を切望していたからで

あった．

しかし， Godfreyの側にDollyはいない.Nancyの考

え方もGodfreyの人生を根本から変える程のものでは

ない．即ち，この二人共，彼等が属する階級，富と地

位，そして名声が人間の幸福の條件であるという立場

から一歩も出ることができないのだ．

従って， EppieはGodfreyが血を分けた娘であるとい

う生物学的，社会的，法律的根拠が， EppieとSilasが共

有する十六年の生活の重みに侵先する， という考え方

がGodfreyとNancy夫妻の口から憶面となく出てくる

のである．

こうしたGodfreyとNancyの考え方に鋭い批判を浴

びせたEppieの主張は， Silasと過した十六年の歳月の

間に培われたもので，その奥にはSilasが青年期に経験

した深い苦悩があることは既に述べたが，ここでSilas

とEppie父娘の家が辿った軌跡を改めて検証するとこ

うなる．

Silasは故郷の町， LanternYardの社会と人，とりわ

け親友と恋人を信じて見事に裏切られた．その結果，

故郷を離れ，偏窟な自己愛の世界に引きこもり，手仕

事で得た金貨に分身に対する様な愛着を感じた．しか

し唯一の心の拠り所とした金貨を盗まれ，最早失うも

のは何もない状態に陥った時，彼は偶然清潔無垢な幼

児Eppieと出会ったのだ．

Silasの危機を救ったのは，遠い過去の中に埋没して

いた妹の記憶，即ち寒空の下で府身を通じて感じた幼

い無垢な生命に対する愛惜の念であった．

この過去の記憶の回復によって， Silasは自己愛の生

活に訣別し，他者即ちEppieの為に生きることになる

のだが， Silasの自己犠牲は無償の愛とは異なる．既に

6章で触れたように， SilasはEppieを心から愛すると

同時に， Eppieからの見返りを切望していた．この愛の

形は，宗教的な徹底した無償の愛，佛教の説く解脱と

異り，与える喜びと与えられる喜びの共鳴を聞きなが

ら，相手の心を付度するという，主観的，かつ不安定

な人間的な愛の形であり， 3章で触れた，いわゆるG.

Eliotのallin allの関係である．

G. Eliotが活躍したヴィクトリア朝後期は，産業革

命の影響が社会のあらゆる分野に及び，価値は変動多

様化し，宗教は科学にその座を譲り，特に社会の弱者

はその激動の波に醜弄された．この作品が発表された

頃，英国の社会の変動は，ほぼその極点に達していて，

工場労働者の都市集中は，家族や男女の性道徳，倫理

観に混乱を引き起し，英国は私生児の大菫発生と幼児

遺棄の問題に苦悩した．

こうした時代に生きて，

George Eliot was aware of the ethical, reli-

gious and social conventions of the world she 

points as a product of history, evolved in time 

and changing with time. She was consciously 

interested in the pressure all these exert on 

individual lives and in the existence of a prob-

lem concerned with resisting or succumbing to 

that pressure叫

のは作家としての良心がなせる技であった．

この物語はCass家の次代の消滅とAaronとEppieが

築く家の将来の明るい展望を予見させるところで幕と

なるが， SilasはDollyと同じ宗教的な確信に到達した

とは言い難く，信仰を捨てた今， Eppieの為に真心を盛

すことが彼の最善にして最高のつつましい良心であっ

た．
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『日陰者ジュード』

近代我の源をもとめて(12)

松 尾保男
く平成元年 9月20日受理〉

In Search of the Origin of Modern Self (12) 

Thomas Hardy had a strong influence on modern English literature. One of its traits seems to 

have been the birth of modern self. There will be some discussion as to how it came into being. 

y asuo MATSUO 

ハーディの文学はともすれば，明に乏しく暗に横溢

した世界であるが，彼の登場人物すべてが，生きる喜

びを求め，手探りで必死に努力しているのも事実であ

る．生きとしいけるものすべてが，生の楽しみを求め

ているように彼には思われている． 『森林地の人々』

(1887)発表の翌年八月，彼は独特の普遍的生命享受

観とでも言うべき説を残している．「生を楽しもうとい

う決意に思いを馳せた．われわれは，それを，樹上の

木の葉から舞踏会の貴婦人に至るまで，自然界のすべ

てに見ることができる．それはいわば超人的窮境のも

とで獲得されているのだ……閉じ込められた水のよう

に，それはどこかにありうる裂け目をよく見つけだす

ものだ．最も圧迫されている人々でも動物たちでもそ

れを見つけだし，そのため千人中一人でさえも，自分

の魂のための何かある種の太陽を持たないものはいな

いのだ」1)とりわけ，ハーディの主人公達はけんめいに

自分自身の太陽を希求してやまない．暗雲に覆われて

いるときがおおいけれども．

更に四ヶ月前の同年四月のハーディの手記に『日陰

者ジュード』の起源を見い出すことができる．わずか

数行の書き込みにすぎないが，小説の主題だけでなく，

作家の意気込みまで看取できて面白い．「ある青年につ

いての短編小説 『オックスフォードに行くことが

できなかった』 彼の努力と究極の失敗．自殺．［多

分『日陰者ジュード』の起源］［これには］何か世間の

人々に示しておかなければならないものがあり，私こ

そそれを彼等に示すべき人物である．もっとも，私も

ケンブリッジに行けなかったというのではない，二十

五歳のとき簡単にはいればはいれたのだった」 2)

この頃のハーディはマックスゲートとロンドンの間

をしきりに往復しているのだが，千八百九十二年十月

上旬の上京の際は，彼の長編小説の最後を飾る『日陰

者ジュード』のための取材で，ロンドンからオックス

フォードに行き，更にそこから彼の祖母の出生地，バー

クシャーのウォンタジの南方のフォーレィを訪れてい

る．彼はこの地名フォーレィを作品の中では，主人公

ジュードの姓として利用している．（フォーレイの地名

は作品ではメアリーグリーン）帰郷するとまたすぐ，

十月十二日のウエストミンスター寺院でのテニスンの

葬儀に参列し，寺院では「とてもよい席」を与えられ

たと言われている見主人公の名前ジュードについて

は， ハーディは，「イスカリオプのユタ JudasIscariot 

との類似から，その名にまつわる凶兆」4)を意図してい

たのは明らかである．女主人公シュー・ブライドヘッ

ドSusannaFlorence Mary Brideheadに関しては，

スザンナはヘブライ語で百合の意味で，通称シューで

ある．ブライドヘッドについては， ドーセットシャー

にブライドヘッドという地名が実在するのだが，

maidenheadにかけた地口で，したがって，その意味す

るところは云々と，諸説粉々である．

これら二人の主要人物は，モデル問題もありあれこ

れ取り沙汰されている．ハーディ自身の経験がジュー

ドに投映されているのは明白なことであるが，叔父の

ジョン・アンテル，友人のホラス・ムールや，特にシュー

の独特な性格は，バークシャーの祖母や，執筆当時か

ら親交を結んでいたヘニカー夫人に負うところ大であ

ると言われている列

作品の執筆は，初版の「序文」によれば，千八百九

十年に計画が略記され，物語の概略がニ・三年後には

できあがり，九十三年八月から翌年にかけ現行通りの
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形をとり，九十四年の終りには出版社の手に渡ってい

る列九十四年十二月から翌年十一月までハーパーズ・

ニュー・マンスリー・マガジンに連載したが，最初の

約束とはかなり違った作品に発展したので，連載分は

『テス』の場合もそうであったが，出版社の希望通り，

原作を善男善女向きに改めている．原作は九十四年十

一月に出版された．改作は大変な作業で，原作を意図

していた通りに改訂改良するためのエネルギーを失っ

てしまっている叫出版後の小説に対する非難誹謗も

極限に達し，ついに「その経験は小説を書く更なる関

心を私から完全に取り除いてしまった」 (p.vii)とハー

デイは言う．周知の通り，ハーディはそれ以後小説書

きの筆を折ったのであるが，この小論では，小説書き

を放棄するにたる外圧があったにしても，更に小説を

執筆することを彼が止めるか，あるいは止めざるを得

ないような何ものかが作品自体の中に内在していない

か追求してみたい．

小説の題名は連載の第一回までは 『お人よしたち』

The Simpletonsとなっていたが，同じ題名の小説があ

るのが分かり，前に放棄していた『謀叛心jHearts 

Insurgentにもどり，連載を続けている．彼は第三の

『強情者たち』 TheRecalcitrantsという題目も考えて

いた．作品の構成からいえば，当然主人公はジュード

であるから，現行の題名が最も相応しいといえるが，

これら三つの旧題はいずれも複数形を取っており，複

数の主人公が想定されていて，作者にはシューの存在

がそれだけ鮮明に意識されていたことを裏打ちしてい

る．同時に，彼が，作品をどのように見ていたか暗示

している．

今，かりに，ハーディのこれまでの長編小説のうち，

優れた作品を五編選びだすとすれば，『狂乱の群れをは

なれて』 (1874),『帰郷』 (1878)『カスターブリッジの

町長』(1886), 『森林地の人 』々 (1887),及び『ダバー

ヴィル家のテス』 (1891)になるのは大方の意見が一致

するものと思われる．これら五編のうちに共通する特

徴のうちの一つに，登場人物たちが，交通機関として

鉄道を利用しないということが指摘できる．例えば，

『カスターブリッジの町長」においては，町まで鉄道

が開通していたのにもかかわらず，町民が鉄道を利用

する話は全々なく，また『森林地の人々』ででも，グ

レイスが寄宿学校から帰省するのをウインターボンが

出迎える場面でも，ただ彼女が広場に出て くるという

だけのことである．ハーディは，これはと言う作品に

は，共通して，意識的に，ウェセックスの世界には汽

車は走らせないことにしている．

しかし，上記小説群の最後の『テス』になると，そ

のような，時代を超越した永遠の牧歌的田園的な様相

が一変する場面が導入されていた．そこでは，ェンジ

エルと共にテスが汽車の停車場に農産物を出荷しに行

くと，人間とは無関係な自分自身の意志で動いている

巨大な鉄の塊の機関車が大きな息をはずませていた．

誰が食べるのか分からない農産物を生産して，生活を

営む近代資本主義の一断面が鮮かに描出されていた．

鉄道だけにとどまらず農場にも機械を用いた動力が浸

透し始めていた時代である．

『日陰者ジュード』の世界は，窓を開けて眺めれば，

あちこちに近代， というよりむしろ，現代が確認でき

るような，現代に一歩足を踏み入れた世界である．

ジュードが少年時代を過ごしたメアリーグリーンの寒

村ででも，「屋根窓のある草葺屋根の民家は壊され」古

い教会も取り壊され，「ロンドンから日帰りで通ってき

た歴史的遺物の抹消者から，英国人の眼にはなじまな

い近代ゴチック様式の，高く新しい建物が建造されて

いた」 (pp.6-7)この新しい教会は住民に違和感を抱

かせたし，ロンドンから汽車を乗り継げば日帰りの行

程になっていた．

聖職者を志すジュードが，おしゃべりしようと

シューを聖堂に誘お うとすると，

「大聖堂ですって ？いいわ，でもあたしは，鉄道の

駅にむしろかけたいわ」と彼女は答えた…「今ではそ

こが町の生活の中心なの．大聖堂の時代はもう過ぎて

しまったのよ」

「君って本当に現代人なんだなあ」 (p.160) 

フィロットソン先生が赴任する学校も殆んどが近代

的校舎に建て替えられている．

『日陰者ジュード』のウェセックスに見られる近代

化は，サーヴィス機関などの公益事業にとどまらず，

自然界にまでその爪を深く喰い込ませている． 『日陰者

ジュード』では，これまでのハーディの小説と打って

変わり，自然描写が激減しているとよく指摘される．

それもそのはず，従来の田園生活に甘んぜず，よりよ

い生活に憧れる都市志向型の生活態度が広がり始めて

いた反映ではなかろうか．アラベラ家に見られるよう

に，地方の人々の眼は都会に，外国に向けられている．

勿論そこに，幸福が保障されていなかったのは現在同

様である．後にされる田舎はどうであったか．

幼少の頃両親を亡くしていた少年ジュードは，メアリ

ーグリーン村の大伯母に引き取られたが，家計を助け

るため畑の作物を荒らすみやま烏を追い払うのが「自

然児ジュード」の仕事であった．前年とれた麦蒻の山，

みやま烏，それとそこを通っている道だけが「そこの

風景の画一性」を破っているだけである．幾時代にわ
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たって営まれてきた農耕文化，人類の一人一人の歴史

が刻み込まれてきていた野面は，もはや人間にとって

は功利的な作業場にすぎなくなっている．ジュードは

つぶやく，

ミンスターまで出て来るまでが，彼の最も充実した時

代であった．もっとも，学問をし，高名になるのが目

的といえば目的で，その博学を他にどう及ぽすかとい

う切実な社会性は彼には稀薄である．一個の個人の能

力を最大限に啓発することが自我の実現，確立とみな

「ここは何と醜いじゃないか」 す，すこぶる個人主義的な庶民の願望に支えられてい

生なましいまぐわの列が，新しいコール天生地の縞 た．このような内向的な自我の実現には彼の動機その

のように広がり，一面にさもしい功利的な様子を与え， ものが，その行為の一貫性を支えるには虚弱すぎたと

濃淡の色合いを取り去り，ここ二三個月のこと以外に いえそうである．一方，彼の学者ないしは聖職者志向

は全ての歴史を奪っていた．一つ一つの土塊や石には 性が，彼の少年時代の純心な向学心があった故に，過

あり余るほどの連想一ー古の収穫期の歌や，人の口を 大評価されているきらいがあり， シューに対する彼の

突いて出た言葉，不屈の偉業などのこだまが，本当に 求愛が美化されすぎ，アラベラに対する欲情は寛容さ

結び付いていたのだ．土地は隅からすみまで，いずこ れているとはいえないだろうか．庶民階級の上昇志向

も，活力，陽気なお祭騒ぎ，口論，疲労などのあった エネルギーも，日陰者ジュードにあっては，もう一人

所であった．落穂拾いの人の群れがーヤード平方ごと の「微温の人」を見る印象がする．

にうずくまって日向ぽっこしていたこともあった．隣 大伯母の安否を気遣い，シューと出会うための，半

村に住んでいる相愛の夫婦が刈り入れと運搬の間にそ 時間の待ち合わせに耐えかね，またもや居酒屋にもぐ

こで結ばれたこともあったのだ．その畑と向うの植林 り込み，期せずして水商売中のアラベラと再会する．

地との間の生垣の下で，娘たちが，次の収穫時には自 彼女の誘いで一夜をともにし，「三等車」で帰る後朝の

分を振り返ってくれようともしない恋人たちに身を委 別れの折に，「昔，希望に胸をふくらませてクライスト

せたこともあったのだ．それにあの古い麦畑では多く ミンスターにはいって来た道路」にさしかかると「あ

の男たちが，一人の女に愛の約束をし，隣村の教会で あ，可哀そうに何と意志薄弱なおれなんだろう」 (p.

それを果してからは，次の播種期には，その女の声を 220)という嘆きが彼からもれて出た．シューと落ち合

聞いただけで身振るいしたものだ．しかしそんなこと う約束をほごにしてまで，焼けぼっくいに火が付くよ

は，ジュードも，彼のまわりの鳥たちも考えなかった． うに，アラベラと交りを結んだことの方が，今はもう

彼等にとっては，そこは淋しい場所で，ジュードにし 配偶者のいるシューに対する愛着よりも一層強い自己

てみれば仕事場にすぎず，鳥たちにはよい餌場となる 断罪感を味わっている．僧職につくための彼の努力も

穀倉にすぎなかった. (p. 10) 「精神的に耐えられないみじめさからの逃避」であっ

た．彼の退化は異性関係に対抗しきれないためで，初

古い歴史に刻まれた昔のこの畑が，ウェセックスの 心を貫くだけの精神の強靱さを欠き，肉体のおごりを

世界，ハーディのこれまでの小説の石切場であったと 静めようと「希望」するだけの「微温の人」である．

すれば，わずかだがウェセックス王国からはずれたク 自己懐疑に陥っている．彼は，

ライストミンスターにジュードが転出し，しかもその

地で彼は息を引き取るのだが，自分の領域を捨てて おしなべてみれば，立派な牧師になるには，あまり

ハーディは一体どこに行こうというのか． にも多情多感だと分かって落胆した．霊と肉の間にく

彼は 「日陰者ジュード』に付けた千八百九十五年の りかえされる内なる闘いの暮らしのなかで，肉が必ず

「序文」の中でこの小説の主題にふれ，人間に知られ しもいつも勝利者ではないとせいぜい望まれるだけで

ているあとうかぎりの喜怒哀楽を，何のてらいもなく あった. (p. 231) 

筆にし，「霊肉間に行われた致命的な闘いを，気取った

言葉は使はず，はっきりと告げ，果さざりし志の悲劇 （しかし，絶望の果てのここでの彼の「落胆」と，

を指摘しようと試みた小説である」 (p.vi)と述べてい 彼が全ての人から見捨てられ，いまわの際に発する彼

る． の自己呪阻との心理的清念の落差の大きさを理解する

「序文」で改めて指摘するまでもなく，この「闘い」 ためには彼のたえまない「内なる闘い」を内部から主

は，ジュードが我とわが身のことでありながら，毅然 観的に見ていかなければならないのは勿論のことであ

たる態度で対応することのできない問題であった．少 る）

年時代は逆境の中で独学し，ギリシア語，ヘブライ語 ジュードの大伯母が彼の人生の出発点で，その条件

をものにし，修学のため，青雲の志を抱いてクライスト を述べているのに注目したい．村人達と主人公ジュー
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ドの間には処生に関して決定的な乖離が生じているか

らである．『日陰者ジュード』以前のハーディの小説で

村人達を捨てて小説が成立していたであろうか．この

点でも『日陰者ジュード』は従来のとは明らかに一線

を画している．ジュードが崇拝しているフィロットソン

先生がクライストミンスターの大学（現実にはオックス

フォード）に行くため村を出発したとき，形見にもらっ

た一冊の本が契機となり，彼の関心もその学都に向け
まち

られた．頭の中では，そこは「あの美しい市」に美化

されていた．「会いに行ってもいいの」という彼の問い

に，大伯母は「まあ Iだめだよ．お前はここらあたり

の育ちぢゃない．ここの者ならそんなことは訊きはし

ない．わたしたちはクライストミンスターの人達とは

何の関係もない．あそこの人たちも，わたしたちには

関係ないよ」 (p.14)大伯母の立場，つまりメアリーグ

リーンの村からすれば，血の継りはあるがジュードは

いわゆるよそ者である．老女の眼には「お前の側の家

系には誰も精力家はいなかったし，今後もそうだよ」

と映っていた．「かわいそうに，お前，あそこは，お前

にはあんまりよすぎて，お前なんかには用のない所だ

ょ」 (p.14) 教区牧師が，人の移住が嫌いで，フィロッ

トソン先生見送りの場面を避けたのも象徴的である．

他の村人達も同じ精神風土に住んでいる．例の「赤小屋」
まち

近くで出会った馬方は，その市について聞きかじりの

話はしてくれるが，「わしゃあそこには行ったことはね

え，お前と同じだ」と言い， (p.24)他の村人の一人は

「クライストミンスターだと，ああそうか，あそこの

向うだぜ，おれは一遍も行ったことはねえ，おれはな，

そんな所では仕事をしたことはないぜ」

その男は北東の方角を指差した．ジュードがとても

不面目な目に遭っていたあの畑のある方角であった．

その偶然の一致には，しばし不愉快なものがあったが

それに恐れたので，その市についてはむしろ好奇心が

つのってきた.(p. 15) 

ジュードとシューは従兄妹同士であるが，両方の家

系とも幸福な結婚に向く家柄ではないことを繰返し彼

等の大伯母から聞かされ，一方この小説の批評家達も

この点は必ず指摘しているが，ジュード一族が，決し

て学問で身を立てる家柄ではないと言う彼女の言葉は

等閑に付せられている．

ウェセックス小説において，とりわけ『日陰者ジュー

ド』において，北という方角が何を意味するかを明ら

かにすれば，ハーディがジュードをして「北方」のク

ライストミンスターに向かわせる小説の設定の意図が

浮かび上がってくると思われる．が，先ず，彼が同じ

「方角」で遭った「不面目」が何であったか，作者自

身とも関わりがあり，一瞥しておきたい．

みやま烏を追い払うのにあきた彼は，自分同様鳥た

ちも世間から必要とされていないのに同情し，勝手に

ついばませておいた．そのうち農場主に見とがめられ，

懲らしめられたあげく，解雇されてしまった．生き物

を痛がらせるのに耐えられない少年で，ハーディの少

年時代そのものである．若鳥の巣を持ち悟ったら，翌

日は必ず返しに行き，痛かろうと思うので木が切られ

るのを見るのも嫌で，みみずも踏まずに爪先立って避

けて通った．草の上に仰むけに寝ころび，顔の上にの

せた麦蒻帽子の隙間から明るい空を見て考えにふけっ

た．世間の出来事は彼の考えとは一致せず，「自然の条

理は恐ろしすぎて好きにはなれなかった．あるものた

ちに慈悲であるということは，他のものには残酷さの

もとになる……彼は大人になんかなりたくなかった」

(p. 15) S)生活費や学費をかせぐため，建築（石エ）の

見習いになったのも作者の体験をなぞったものといっ

てよかろう．

件の畑が村人が指し示した北の方角と重なっていた

のだが，向学の思いに胸をときめかせ，村から「これ

ほど北へは一度もさまよったこともない」所まで進む

と「北半球全体が四五十粁先まで」望むことができた．

「赤小屋」の屋根に梯子伝いに登り，霞が晴れるのを

祈る間に，薄い霞は「北の地平線からすっかり消え去っ

た」見はるかすかなたに，折からの入日を浴びて，

ジュードの眼に映る光景は感動的である．

広い見晴しの，どこか途切れているあたりに，黄玉

のような光る点がきらりと輝いた．空気は刻々透明度

を増し，ついにその黄玉の諸点が，風見や，窓や，ぬ

れた屋根瓦や，尖塔上の他の光る箇所や，円屋根や，

軟石造りや，かすかに見える色々な輪郭などが姿を現

してきた．直接見えたのか，それとも，特殊な空気の

中で蜃気楼になっていたのか，疑いなくクライストミ

ンスターであった．

「赤屋根」から更に北に進めば，ジュードがアラベ

ラとみじめな結婚生活を送った家がある．彼女との生

活の夢に破れ，徒弟期間も終わり，彼はいよいよ出発

するのであるが，彼が向かうクライストミンスターは

ウェセックス内に位置しているのではなく，わずかだ

が境界から北にはずれている．「石造りで，灰褐色の屋

根を葺いたその市は，ウェセックスから指呼の間に

立っていた……あの古代王国ウェセックスの野原を

ゅったりと蛇行するテムス川の最北端にあった．」 (p.

92) 
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要するに，ハーディはオックスフォードをウェセッ

クスの延長として，地誌学的事実を保ちながら，クラ

ィストミンスターと名付けたのではない．作者は，ク

ライストミンスターがウェセックス外にあることをた

えず念頭において執筆していたはずである．というの

も，独学生の向学心を大学関係者からことごとく無視

され，または拒否されると，彼等の考えが正論だと理

解できても，これまでの十年に及ぶ刻苦勉励が水泡に

帰するのに気持の整理をすることができず，ジュード

の足は自然と酒場に向かう．酒の勢も手伝って，自分

の学識をひけらかし，ラテン語の文章を暗誦し，果て

は学者達を槍玉にあげるのはこのときであるが，この

冒漬的行為により雇い主から解雇され，救いと慰めを

求め，シューの許に走るが，手厚くもてなされ，覚め

てのうえのご分別， ぐっすり眠った翌朝は，彼女に会

わせる顔もなく，そっと脱け出す．どこかに隠れて祈

りたくなったが，彼の逃げ場所は，少年時代に過ごし

たウェセックス以外にはなかった．

彼の心に浮かぶのはメアリーグリーンだけしかな

かった．彼はクライストミンスターの下宿に立ち寄り，

そこでは解雇状が彼を待っていたのだが，荷造りを済

ますと，自分の脇腹にささったとげのように自分を苦

しめ悩ましたその市に背を向け，ウェセックスヘと

(into Wessex) 出かけていった. (p. 148) 

学者になる野心と恋の両方での失敗で，地獄に落ち

た心境で，彼は心の故郷に掃って来た．傷心を癒すた

めであった．そこで牧師補からまだ聖職者になれる道

があると勧められ，再出発を試みるのだが，その挫折

に至るまで，彼はウェセックスに止まっている．小説

の第三部，第四部，及び第五部に当る．

ジュードは，ウェセックスを去って何を経験したの

か．彼が，出ウェセックスを企て，クライストミン

スターを望み見で洸惚としていたとき，その市は「光

の市」であり，彼には「そこには知識の木が茂ってい

る」と思われた．（「知識の木」と言えば，出郷の際ジュー

ドはそこでシューに会えるという下心があったが，作

者は，彼女の胸は「小さな堅いリンゴのふくらみ」を

していると言う）一旦クライストミンスターに住み，

石エの仕事をしながら，いたずらに苦学を続けている

うちに，「市民側の生活の方が大学側の生活よりはるか

に脈動し，変化があり，要領を得た人類の書だ」 (p.

141)と思うようになっている．しかし，彼は既に「知

識の木」の実をたべてしまっていたのではないか．彼

は一種の強迫観念にとりつかれている．「ぽくの若い時

の夢故に，そこは，ぽくには，宇宙の中心なのだ．何

ものもそれを変えることはできないよ」 (p.381)ハー

ディに言わせれば，一旦，現代社会が陥っている不安

定な動揺に傾倒すれば，最早そこから脱出することは

できないということになる．

彼の身分で大学に進学することの是非について，五

校の長に質問状を送り，そのうち四校から完全に無視

され，間を置いて最後の一校から「大学などに行かず

にご自身の境遇にとどまり，現在の職業にいそしまれ

た方が，人生に成功される機会ははるかに大であると

存じます」 (p.140) という助言を受ける前に，彼はあ

る啓示を受けていた．クライストミンスターに第一歩

を踏み入れた初日は，その大学都市の夜景に酔い，我

が意を得た心地でいたが，一夜明け，石エの眼で改め

て大学の構内を見ると，建造物は欠陥だらけの代物で

あった．

一瞬ジュードに真の啓示がひらめいた．至高の大学

内の学術研究の名により，尊厳を与えられている努力

に価するのと同じ努力が，この石細工場にはあるのだ

という啓示が. (p. 100) 

しかし，そのひらめきは彼の先入観にもみ消されて

しまう．どんな石エの仕事でも受け入れはするが，学

業を維持するための一時しのぎだと彼は思っている．

ハーディは，ジュードがとったこの姿勢を「彼流の現

代の焦燥という悪徳だ」 (p.100) と難じている．時代

の趨勢をよく洞察した評言であるというべきである．

彼は，地に足のついていない学問はすべて不幸の源で

あると暗示しているようである．それはジュードがか

つて文字通り崇拝していたフィロットソン先生のていた

らくぶりにも示されている．またその先生がシューに示

す超時代的な理解の受け取られ方にも端的に現われて

いる．町の「身分のよい人達や裕福な住民たち」は全

部彼のやり方に反対した．下層階級の人々は，彼とは

これまで面識もなかったが，彼を支持して地から湧き

でたように立ちあがる．要するに，クライストミンス

ターが代表するような知識人や上中流階級の人々に

ジュードの尊敬に価するような人物は，ハーディは一

人も登場させてはいない．彼等はすべて集合的に取り

扱われているだけであるが，例外として，フィロット

ソンの他にもう一人鮮明に描かれている人物がいる．

あの讃美歌の作曲家で，ハーディは彼に自然主義の焦

点を当て，大写しにしている．「クライストミンスター

の伝統の中で育てられ，教育を受け」 (p.231)あちこ

ちの聖歌隊で人気を博している新進作曲家で，彼の「十

字架の脚部」のハーモニーはジュードをとらえ，彼の

心を感動させる．彼はその調べの美しさからその作曲
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家の人格を推し量り，彼の一身上の問題の助言者に足

る人物とみなし，訪ねてゆく．ところが，あにはから

んや，音楽家は金もうけの手段として作曲しているだ

けで，讃美歌の作曲では実入りが少く，葡萄酒業に転

向計画中であると明言してはばからない. (p. 233) 

ウェセックスの小説群のなかで「北」が特別な意味

を持たされているのは『カスターブリッジの町長』で

ある．事業に行き詰っていたヘンチャード町長は，挽

回策として，オ気換発の青年ファーフレイを扉うが，

彼がもたらした産業様式は，町長が引き継ぎ，営んで

きた従来の農耕畜産文明を一挙に駆逐し，本格的な産

業革命を南部地方の農村都市に浸透させたのであった．

このような機械文明を彼はどこからもたらしたかと言

えば，ウェセックスからみれば北の国であった．そこ

は，英国南部の温和な心清とは対照的に，冷たい，理

知的な，というよりむしろ，功利的合理主義が支配的

である精神風土である．「人は金儲のできる所に住まな

くてはならない」というのが彼の持論で，近代的労務

管理を初めて実施したのも彼，北国人であった．労働

者は雇主からおどされて働く必要はなくなった．「以前

よりいいですよ．前よりもっと働きます．でも恐しい

思いはせずにすみます」とはいえ，生き馬の目を抜く

ように「前より働かせられて，手取は一週にーシーリ

ング少なかった．」 (p.253) 

先に見た少年ジュードが鳥追いをした畑の情景描写

にもこの変遷をたどるのは容易である．「なまなましい

まぐわの列は，新しいコール天生地の縞のように広が

り，一面にさもしい功利的な様子を与え，濃淡の色合

いを取り去り，ここ二三個月のこと以外には歴史を

奪っていた」一木一草に至るまで人畜の歴史が刻まれ

ていた畑から，「功利」を金科玉条にする機械文明から

地肌をけずられている．土と共に生きてきた人々が「画

ー」的な合利性追求の手先となり，人類の棲家を「作

業場」にしてしまっている．

ジュードがこの変容を「何と醜いじゃないか」と思っ

たように，産業革命がウェセックスの伝統的な田園そ

のものに及ぽした影響よりも，その伝統の中で培われ

てきた人心に与えた影響の方がはるかに大であった．

生産手段の改革に端を発した産業構造の変化は，家庭

の基本である男性と女性それぞれの性向そのものを浸

食し，共同体の最小単位である家族の成立をも危くし

ている．

ハーディの独壇場であったウェセックス地方の自然

描写が，彼の長編小説の最後の作品となるこの『日陰

者ジュード』では，ついに姿を消す．しかし，それは

表面的とはいわないにしても，一面的な見方にすぎな

い．ハーディの人間追求の眼差しは，風物を観察する

いとまがなく，ついにその向うに，しっかりと人間そ
ネイチャー

のもの自然を捕えている．

シューの身の上を気遣う女子師範学校の生徒たちは，

「タベの讃歌」が済むと，シューが体験していると思

われる「キスされる歓びのためなら，たとい罰されよう

とも…」と心に描いて，

半時間後には全員寝室で横になっていた．彼女等の

飯しそうな女らしい顔は長い寮室のあちこちに伸びて

いるぎらぎら燃えあがるガス灯の方に，のけぞるよう

に向けられていた．どの顔も女たちが型取られている

女性の刑罰として「弱き者」という銘が刻まれていた．

かくいう女性は，冷酷な自然の法則が現在のままであ

るかぎり，女たちの自発的心l胄や才能を可能な限り発

揮してみても強くはなりえなかった. (p. 168) 

草の根をかきわけて見れば，病害に冒されているの

に気付き，そこに「自然の法則」を発見したのと同じ
ネイチャー

次元で，ハーディは，人間の中の自然に「自然の法則」

を発見してはひるむことなくそれを提示した．彼には

「自然の法則」は「冷酷」であり「残酷」である．し

かも，人はそれを自ら求めて得たのでもない．女性た

ちが社会の束縛から最も解放されるのは，彼女たちの

夜の寝室においてであり，既に『テス』においても，

エンジェルに憧れる乳絞り娘たちの社会の因製から解

き放たれた，しかも満たされない女の性が脈打ってい

た．

寝室の空気は娘たちの絶望的な情熱で激しく動l季を

打っているように思われた．娘たちは，残酷な「自然」

の法則から自分たちに押し付けられた感清一ー自分た

ちで期待したのでもなく，欲求したのでもない感情の

圧制の下で熱に浮かされたように身もだえした．昼間

の出来事が彼女らの心の中で燃えた炎をあおっていた

のだ．そしてその拷問はほとんど耐えがたかった．娘

たちの個々の人間としての区別は，この情熱で抽象さ

れ，一人一人が性と呼ばれる同一の有機体の小部分に

すぎなかった. (p. 189) 

女性のごく自然な心情と，その置かれた境遇が，卒

直に表白されている．人間を，女子寄宿生や乳絞り娘

を「有機体」とみなし，それを支配する「自然の法則」

が残酷であるとみるとこがハーディの文学の実体であ

るといえると思う．

しかし，実は，ハーディはこのような女性に関する

抽象論を挿入して，目下『日陰者ジュード』で追求中

の特異性を更に特色あるものにする意図を持っていた．
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「冷酷な自然の法則が現在のまま」であり得ない状況

が機械文明による近代化とともに，人間の精神の中に

も発生している事実を彼は発見していたのである．男

女の間の性の有り方という問題にまでそれは発展して

いる．

ジュードを愛してはいても，結婚するのは避けてき

たシューは，アラベラの出現に嫉妬して，彼の望みに

屈し，正式に結婚することにした．教会に予告の手続

に出かけるが，思いとどまり，今度は登記所で済まそ

うということになっても，気が進まず，彼等の教区の

教会にはいっていったが，結局放棄してしまう．結婚

式に招待されていた老寡婦のエドリン夫人は「あわて

て結婚，ゆっくり後悔」という諺が，彼等二人では通

用しなくなったといって嘆く．夫人が結婚したときは，

「大砲の弾丸とか らっぽの茶棚が恐かっただけ」で「結

婚を恐れるものは誰もいなかった」 (p.342) しかし，

当のジュードとシューは「誰でもあたしたちみたいに

感じだしているんだわ．あたしたちが少しだけ時代の

先を行っているだけなの．五十年，百年たてば，この

人たち二人の子孫のふるまい方や感じ方はもっとひど

くなるでしょうよ．のた うち回っている人類を今のあ

たしたちよりもっと生きいきと体験するんだわ」 (p.

341)シューは他に彼女たちの同類はもっといると思っ

ているが，ジュードは，彼たち二人がひどく敏感であ

る特別な性質のせいだと思っている．

契約の趣旨は立派で正当だと思う人は確かに多いよ．

だけど，ぽくたちの場合は，ぼくたちが変った人間だ

から，契約の意図は大なしになるだろうよ．強引な家

庭的束縛は，真心のこもった愛情や自発性を絶やす変

わりものだからね. (p. 341) 

デクラン・キーベルトの『現代文学における男性と

フェミニズム』によれば，エリザベス・ハードウィッ

クの説として「この本には『新しい女』が一人ではな

く二人いる．アラベラは世間一般の風習に表面的には

できるだけ従っているが，自分自身の物質的便宜にか

なうように，その風習をただ操るために従っているに

すぎない．心の中では結婚の神聖さに無頓着であり，

子供たちの幸福をあまり願わないのはシューと同じで

ある．彼女の生活にも落着きがなく利欲的で，移り気

で，決して長く満足することはない」シュー同様に「抽

象的」で「懐疑的で，風習に従わない」ということに

は同意し，自説として「唯一の相違は，アラベラの方

が進んで世間の習慣に譲歩し，常に肉体的衝動を満足

させることに執着している」という列「新しい女」の

輪郭を知ることができて興味深いが，アラベラは「常

に肉体的衝動を満足させることに執着している」とい

う受け取り方は，ハーディ文学批評史のなかで定説と

なっているようだが，再考慮の必要があると思われる．

「霊と肉との間の闘い」は，おのおの登場人物の内部

で戦われる内在的な場合と，人物相互の間で戦われる

ものとに分けることができる．そのうち，ジュードと

アラベラとの間に関しては， 「霊と肉との間の闘い」そ

のものは，あっても微弱である．ジュードは人生の大

事な時期に彼女から一度ならず誘惑され，彼はそれに

被虐的に喜びを感じはするが激しい悔悟が伴うことは

ない．彼女にはそのような闘いは存在せず，だからと

いって，「肉体的衝動を満足させ」さえすればよいとい

うのではないはずである．ハーディは，アラベラと

ジュ ードの間の交渉は，彼女がえ くぽ戦術で彼を誘惑

し，町の酒場の，彼たちの間柄を暗示するサムソンと

デリラの絵を見ながらビールを飲み，帰路の熱愛の場

面を描くだけで，あとは筆を抑え，アラベラが用意し

ている部屋に行く後姿で「劣情」が「獣欲」を暗示し

ているだけである．作品中にふんだんに散りばめられ

ているキスや抱擁のシーンは専らシューとジュードの

間のことである．アラベラは「衝動を満足」させなが

ら，同時に，自分の恒常的な生活の安定，地位の確保

を図っているのである．ジュードに「長く満足しない」

のは，彼が彼女のこの秘やかな願望を満たすことがで

きないと思うからである．「移り気」なのも，その線上

で，生活の安定を保証してくれるもっとましな男性を

求めるからである．この作品に現われる女性は誰一人

として，結婚して家庭にとどまり，主婦の座に甘んじ

ようとするものはいない．（「もっと自立できる職業」

を求めたシューがジュードとの間に子供が二人でき，

幸せな時があったのは皮肉である）その意味でも『日

陰者ジュード』が現代文学の先駆者的役割りを果した

ということができる．

もう一人の「新しい女」シューはウェセックス小説

群中の女性の白眉である．最初の『窮余の策』から『カ

スターブリッジの町長』までの作品と後期の『森林地

の人々』，『テス』及び『日陰者ジュード』との三編と

を比較してみると，前者と後者の間には歴然とした相

違点がある．前者においては『青い眼』，『帰郷』それ

に『カスターブリッジの町長』の例外はあるが，男女

の主人公達が曲りなりにも結婚して物語は終っている．

それに反して，後期三編の小説は，主人公達が結婚し

ても，決して互いに満足することはなく，一連の葛藤

の末，元の関係におさまるか，または一方側の死で小

説は締め括られている．両群を通して特に読後鮮明な

記憶が残り，注目を惹く女主人公たちは『狂乱の群れ

をはなれて』のバッシバ，『帰郷』のユーステッシアと
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『日陰者ジュード』のシューの三人にしぽることがで

きそうである．そのうち最も現実味があり，一番迫真

性を備えているのはシューである．芸術作品であるか

ぎり，異常，不均衡等は真実を引き立てるための手段

であり，有って当然である．作者自身も，シューの創

造に当っては，かなりの努力を惜しまなかった．彼の

友人にあてた書簡で言っている．「シューは，私にとっ

ては，常に魅力のあるタイプの女性でしたが，このタ

イプを描くのは困難なため今まで試みができなかった

のです」 10)

シューは，ジュードが少年時代を過ごしたメアリー

グリ ーンの大伯母の家で生まれたが，両親の結婚生活

は不幸な結果となり，ジュードがクライストミンス

ターに出て来た頃は，そこの神具店で細工や美術デザ

イン等をして勤めていた．父親はロンドンに住んでい

た．「彼女は根は田舎娘だが，ロンドンでの娘時代の後

半やここでの女としての成人が彼女の未熟さをすっか

り取り去っていた」 (p.106) フィロ ットソンからも

ジュードからも，シューの方が読書量がずっと多いと

言われるオ女であるが，ジュードのように独学はして

も苦心惨惚のあとは見あたらない．ィンテリ女性によ

くあるようにオ色兼備ではあるが，上記書簡のハー

ディの言葉でいえば，「性本能は本能として，健康では

あるが，異常なほど弱く，潔癖である．それにもかか

わらず，彼女の感受性は，このような女性たちによく

あるように痛ましいほど敏感である」「性本能」を，そ

れ自体人間生活の明確な一領域というよりむしろ根元

として捉えているところが，この小説の新らしさの証

しを立ていることになり， D.H.ロレンスの食指が動

いたのももっともなことである．

ジュードは，彼女の勤め先の関係から，彼女は「心

身ともに教会的清緒に浸っている」と思ったが，彼が

そうであるのに反し，店の禁を犯してまでヴィーナス

やアポロンの彫像を買い求める異教徒的な精神の持主

である．それが露見して店を追われてしまうが，小説

の終わりでは，この二人の宗教観は入れ替わっている．

彼女はフィロットソンとの夫婦生活に耐えられず，

ジュードの許に移るが，共同生活は昼間だけで，夜は

別室に休む．しかし，アラベラが現れると， シューは

嫉妬心からジュードと「自然結婚」を始める．二児を

もうけ，三人目も間近になったとき，ジュードとアラ

ベラとの子が，その二人を道連れに厭世自殺をし，

シューは夢から覚めたように，我れとわが身を拷問に

かけるようにして，フィロットソンと再婚し，キリス

ト教の戒律に屈服することになる．一方，ジュードは，

シューとは逆に，打ち続く逆境のなかで神が信じられ

なくなり，宗教関係の蔵書は全部焼き捨て，孤立無援

のまま病床で息を引きとっている．

シューには，学卒者との同居生活で明らかなように，

男性に「過度の苦悩を与える」「男女両性具有的な優し

さ」があり，「男など恐れておらず」正常な男性なら一

緒に暮らせそうにない．「彼女の頼りない物腰がかえっ

て彼女を」男より「強い存在にしていた」 (p.179)「もっ

と自主的でありたい」と願い，「重力と発生以外には全

ての法則から外れて」いたいと思っている．ハーディ

は，そんなシューを「文明の所産」と呼び，主人公を

してその「彼女に神性に近いもの」を認めさせている．

彼女の愛情には積極性はなく，「愛されたいという欲望

が飽くことを知らない」根が敬虔なジュードの自我は，

社会の因製には逆らって確保している自我は，彼には

哀れにもそれを放棄することが幸福への道である．

君の傍にいるかぎり，ぽくは何だか仕合せだ．「ぽく」

Meと呼ばれるこの現世的な卑劣漢には勿体ないのだ

―君という精霊は，君という肉体離脱者は，君という

いとしい，優しい，じれったい幻よ―—うつし身では

ないのだ一だから，君を抱きしめても，ぽくの腕は

空を切るように君の体を通り抜けそうだ. (p. 292) 

これでは「うつし身」の彼女の行動様式に整合性な

どあるはずがなく，「常ならず複雑で，事柄はなされな

いうちは，なしても正当であるが，実行すれば不正と

なる．換言すれば，事物は理論的には正しく，実行す

れば不正となる」 (p.261) かくして「感性的享楽主

義者」は思いきり行動に出ては，そのすぐ後で後悔す

る．

しかし，彼女の言行の不整合性は，彼女とジュード

の間の物語としては二人を不幸な結果に到らせるが，

決して作品それ自体を損なうことはなく，二人の出会

いと心理的縫れ合いを「折りおりの幻想」 momentsof 

visionの形をとった一連の珠玉の情景にしている．こ

の点にもモダニズム的手法の原型を認めることができ

る．

小説の最終部は「再びクライストミンスターにて」

となっている．この段階では，ジュードの病状もかな

り進行していた．言葉をかえれば，ハーディは主人公

に自分の死を迎えるにはウェセックスから立ち去らせ

ていることになる．ハーディは，自分の小説を自ら

「ウェセ ックス小説」と呼び，その最後の小説でこの

ような小説の構成法をとったのは，彼が，意識的であ

れ，無意識的であれ，自分の小説書きに限界を感じた，

あるいは，限界を置いたと言うことができると思う．

今， この推論にアーヴィン・ハウの『トマス・ハーディ』

の中の『日陰者ジュード』の文学史的位置付けを援用
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すれば，「ハーディは一つの伝統，大体ヘンリー・フィ

ルディングに始まる堅実な外向的英国小説の伝統の終

末に位置している．しかし彼は，同様に，次の伝統，

二十世紀を支配することになる『モダニズム』の伝統

の初めに位置している．作家個人の背景，小説手法，

小説の舞台と登場人物の選択法では主として過去にと

どまり，それでも，彼特有の感受性では，一部未来の

人である」 11)

要約すれば，ハウはハーディの文学史的位置付けを

『日陰者ジュード』に基づいて展開しているわけで，

処女作『窮余の策』から『恋の霊』に至るハーディの

過去性と，彼の「未来の人」としての資質とが彼の最

後の小説『日陰者ジュード』において初めて重なり合っ

ているということになる．

振り返って見れば，ウェセックス小説の出発点は，

『窮余の策』の女主人公が，住み慣れた，クライスト

ミンスターの北，英国中部地方の町ホックブリッジか

らウェセックスの港町バドマス（ウエマス）への移住

が振り出しであった．そして，今，最後の小説で，主

人公が肺炎に冒され，自分の死が近づいたのを予感し

たとき，死の前に果しておくべき二つの悲願，ウェセッ

クスに帰り恋人に一目会い，それから死を迎える決心

をした．彼女に会いはしたが，彼の最後の訴えは受け

容れられず，遂にウェセックスに永遠の別れを告げ，

北の国に帰り，ウェセックス小説群は大円環を結ぶこ

とになる．ウェセックスの秋冬で一番寒いのは「『赤小

屋』近くで北か東の風が吹く」ときであるが，遂に，

最後まで「北」は主人公に冷酷で，「今北東の風に向っ

て道を進んで行った」 (p.468)「彼はその時にはもう村

の共有草地まで来ていた．彼は振り返り，シューがま

だ中にいる建物を一度見たが，それから道を続けた．

自分の眼が二度とその情景に注がれることはないと

分っていた」

たE

1) Florence Emily Hardy : The Life of Thomas 

Hardy Macmillan, 1962, p. 213 

2) 同書 pp.207-8 

3) Michael Millgate : Thomas Hardy : A Biogra-

phy Random House, New York, 1982, p. 332 

4) 同書 p.350 

5)同書 pp. 346-8 

6) Thomas Hardy : Jude The Obscure (Macmillan 

Pocket Editon) p. v 

（ハーディの他の作品を含め，以下この版からの引用

はすべて本文中に頁を示す）

7) The Life of Thomas Hardy 前掲書 p.269 

8) 同書 pp. 15-6 

9) Declan Kiberd : Men and Feminism in Mod-

ern Literature Macmillan 1985 pp. 90-1 

10) The Life of Thomas Hardy 前掲書 p. 272 

11) I. Howe : Thomas Hardy Collier Books, New 

York, 1966, p. 139 
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一
七
六
六
ー
一
八
二

0
)
。
カ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
妻
。
こ
の
時
の
模
様
は
ビ
ー

ダ
ー
マ
ン
『
ゲ
ー
テ
と
の
対
話
』
（
白
水
社
）
三
三
0
頁
に
詳
し
い
。

ス
コ
ー
レ
ル

J
a
n
v
a
n
 S
c
h
o
r
e
l
 
(
一
四
九
五
ー
一
五
六
二
）
。
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
。

イ
タ
リ
ア
画
風
の
移
入
者
。

ヘ
ー
ム
ス
ケ
ル
ク

M
a
r
t
e
n
v
a
n
 H
e
e
m
s
k
e
r
k
 
(
一
五
九
七
ー
一
六
五
六
）
。
オ
ラ

ン
ダ
の
画
家
。
イ
タ
リ
ア
で
修
業
し
、
肖
像
画
、
祭
壇
画
を
得
意
と
す
。

フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
嬢

A
n
n
a
A
m
a
l
i
a
 v
o
n
 H
e
l
v
i
g
 
(
一
七
七
六
ー
一
八
三

一
）
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
弟
子
。

ル
ー
カ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ラ
イ
デ
ン

L
u
c
a
s
v
a
n
 L
e
i
d
e
n
 
(
一
四
九
四
ー
一
五
三

三
）
。
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
。
特
に
銅
版
画
、
木
版
画
に
す
ぐ
れ
る
。

ラ
ー
ベ

C
a
r
l
J
o
s
e
p
h
 R
a
a
b
e
 
(
一
七
八
0
|
―
八
四
九
）
。
建
築
家
。
肖
像
画
家
。

ゲ
ー
テ
の
客
と
し
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー

A
l
b
r
e
c
h
t
Di.irer 
(
一
四
七
一
ー
一
五
二
八
）
。
ド
イ

ツ
の
画
家
、
版
画
家
、
彫
刻
家
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
生
る
。
文
学
に
お
け
る
ゲ
ー
テ

と
並
称
さ
れ
る
、
ド
イ
ツ
の
代
表
的
画
家
。

デ
カ
ン

J
e
a
n
B
a
p
t
i
s
t
e
 D
e
s
c
a
m
p
s
 
(
一
七
0
六
ー
一
七
九
一
）
。
フ
ラ

ン
ス
の
画

家
。
主
著

『
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
の
生
涯
』

ク
イ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
サ
イ
ス

Q
u
i
n
t
i
n
M
e
s
s
y
s
 (
一
四
六
六
ー
一
五
三
0
)
。
フ
ラ
ン

ド
ル
の
画
家
。
イ
タ
リ
ア
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
感
化
を
受
け
、
フ
ラ
ン
ド
ル
絵
画
に
新

風
を
導
入
。

ロ
ー
ス

J
o
h
a
n
n
J
a
c
o
b
 L
o
o
s
。
医
学
教
授
。

フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

S
i
g
m
u
n
d

C
a
r
l
 
J
o
h
a
n
n
 
F
r
e
i
h
e
r
r
 
v
o
n
 

R
e
i
z
e
n
s
t
e
i
n
 
(
一
七
六
六
ー
一
八
四
七
）
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
の
官
吏
゜

ヴ
ァ
ム
ボ
ル
ト

C
a
r
l
L
u
d
w
i
g
 F
r
e
i
h
e
r
r
 
W
 
a
m
 
b
o
l
d
。
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
の
聖
堂

参
事
会
員
。

144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 

ル
ッ
ク

G
e
o
r
g
L
e
b
r
e
c
h
t
 v
a
n
 L
u
c
k
 
(
一
七
五
一
ー
一
八
四
一
）
。
マ
ン
ハ
イ
ム

の
士
官
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
少
佐
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
図
面
の
コ
ピ
ー
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
の
。

ホ
ー
ホ
ベ
ル
ク

L
e
o
p
o
l
d
G
r
a
f
 v
a
n
 H
o
c
h
b
e
r
g
 (
一
七
九
0
|
―
八
五
二
）
。
バ
ー

デ
ン
の
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
公
の
息
子
。
ア
ウ
グ
ス
ト
の
学
友
。

マ
ル
テ
ィ
ン

C
h
r
i
s
t
o
p
h
R
e
i
n
h
a
r
d
 D
i
e
t
r
i
c
h
 M
a
r
t
i
n
。
法
律
家
。
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
大
学
の
教
授
。

フ
ォ
ン
・
ム
ン
ク
ス
ェ
ー
デ
ン
の
男
爵
夫
人
。

フ
ォ
ス
教
授

H
e
i
n
r
i
c
h
V
 
0
/
3
 

(
一
七
五
―
|
―
八
二
六
）
。
詩
人
。
翻
訳
家
。
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
。

グ
リ
ー
ス

J
o
h
a
n
n
D
i
e
d
e
r
i
c
h
 G
r
i
e
s
 (
一
七
七
五
ー
一
八
四
二
）
。
法
律
家
。
イ
ェ
ー

ナ
の
宮
廷
顧
問
官
。
カ
ル
デ
ロ
ン
の
翻
訳
家
。

ア
ベ
ッ
ク

J
o
h
a
n
n
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 A
b
e
g
g
 
(
一
七
六
五
ー
一
八
四
0
)
。
ハ
イ
デ
ル

ベ

ル
ク
の
教
会
役
員
。

ラ
イ
ヒ
ァ
ル
ト

J
o
h
a
n
n
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 R
e
i
c
h
a
r
d
t
 (
一
七
五
ニ
ー
一
八
一
四
）
。
作
曲

家
。
ベ
ル
リ
ー
ン
、
カ
ッ
セ
ル
、
ハ
レ
で
楽
長
を
勤
め
る
。

シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー

C
h
r
i
s
t
i
a
n
H
e
i
n
r
i
c
h
 S
c
h
l
o
s
s
e
r
 
(
一
七
八
ニ
ー
ー
一
八
二
九
）
。
医

師
。
コ
ー
プ
レ
ン
ツ
の
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
の
校
長
。

水
を
運
ぶ
人
ケ
ル
ビ
ー
ニ
の
オ
ペ
ラ
。

ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
五
月
二
十
四
日
、
二
度
目
の
ラ
イ
ン
、
マ
イ
ン
、
ネ
ッ
カ
ー
ル

地
方
へ
の
旅
に
出
る
。
十
月
十
一
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
帰
着
。
こ
の
間
、
ヴ
ィ
レ
マ
ー
家

に
も
滞
在
し
、
マ
リ
ア
ン
ネ
ヘ
の
思
慕
こ
と
の
ほ
か
つ
の
る
。

ナ
ポ
リ
は
は
か
ど
っ
て
い
る
『
イ
タ
リ
ア
紀
行
』
の
こ
と
。

フ
ォ
ン
・
ル
ッ
ク

F
r
i
e
d
r
i
c
h
v
a
n
 L
u
c
k
 
(
一
七
六
九
ー
一
八
四
四
）
。
マ
イ
ン
ツ
の

士
官
。

シ
ー
ラ
ス

ペ
ル
シ
ア
の
首
都
。
ハ
ー
フ
ィ
ス
の
生
誕
地
。

人
名
録
ゲ
ー
テ
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
来
た
『
西
東
詩
集
』
関
連
の
詩
を
グ
ル
ー
プ
別

に
分
類
し
、
索
引
を
作
っ
た
。

ゼ
ー
ベ
ッ
ク

T
h
o
m
a
s
J
o
h
a
n
n
 S
e
e
b
e
c
k
 
(
一
七
七
0
|
―
八
三
一
）
。
物
理
学

者
。
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
的
論
考
に
寄
与
。

キ
ル

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
官
吏
の
妻
。
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124 有明工業高等専門学校紀要

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

第 26号

89 88 87 86 85 

ハ
ー
ナ
ウ
一
八
一
四
年
七
月
二
十
五
日
、
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
に
向
け
出
発
。
十
月

二
十
七
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
帰
着
。
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
は
じ
め
、
ラ
イ
ン
川

マ
イ
ン
川
、
ネ
ッ
カ
ー
ル
川
沿
岸
の
町
を
旅
行
。
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ィ
レ
マ
ー
と
も
知

り
合
い
、
強
く
心
ひ
か
れ
る
。

ハ
ー
フ
ィ
ズ
が
ら
み
の
詩
一
八
一
四
年
六
月
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ン
マ
ー
の

訳
で
、
ペ
ル
シ
ア
の
詩
人
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の

『デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ン
（
詩
集
）
』
を
読
み
、
強
い

刺
激
を
受
け
、
こ
の
旅
行
に
も
同
詩
集
を
持
参
し
、
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
な

が
ら
詩
作
に
は
げ
む
。
の
ち
、
こ
れ
ら
の
詩
が

『西
東
詩
集
』
に
結
実
。

フ
ォ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク

S
y
l
v
i
u
s
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 L
u
d
w
i
g
 v
o
n
 F
r
a
n
c
k
e
n
b
e
r
g
 

（
一
七
二
八
ー
一
八
一
五
）
。
ゴ
ー
タ
の
国
務
大
臣
。
妻
は
フ
リ
ー
デ
リ
ー
ケ
。

フ
ォ
ン
・
ゲ

ッ
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン

E
r
n
s
t
A
u
g
u
s
t
 A
n
t
o
n
 v
o
n
 G
o
c
h
h
a
u
s
e
n
。
ア
イ
ゼ

ナ
ッ
ハ
の
官
吏
、
枢
密
顧
問
官
。

フ
ォ
ン
・
エ
グ
ロ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン

F
r
i
e
d
r
i
c
h
G
o
t
t
f
r
i
e
d
 E
r
n
s
t
 v
o
n
 Egloffstein

°
 

ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
の
男
爵
。
士
官
。

い
く
つ
か
の
諧
詭
詩
が
で
き
た
そ
の
中
の
―
つ
が

『
ヒ
ュ
ン
フ
ェ
ル
ト
の
年
の
市
』
。

フ
ン
デ
ス
ハ
ー
ゲ
ン

H
e
l
f
r
i
c
h
B
e
r
n
h
a
r
d
 H
u
n
d
e
s
h
a
g
e
n
 
(
一
七
八
四
ー
一
八
四

九
）
。
建
築
技
師
。
著
作
家
。
一
八
一
三
年
か
ら
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
の
図
書
館
員
。

ウ
リ
ー
ネ
ン

C
a
r
o
l
i
n
e
R
i
e
m
e
r
の
こ
と
。
旧
姓
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
゜

オ
ペ
ラ

『ラ
イ
オ
ン
の
椅
子
』

完
成
に
い
た
ら
ず
。

ヴ
ェ
ル
ナ
ー

F
r
i
e
d
r
i
c
h
L
u
d
w
i
g
 Z
a
c
h
a
r
i
a
s
 W
e
r
n
e
r
 
(
一
七
六
八
ー
一
八
二

三
）
。
ベ
ル
リ
ー
ン
の
帝
室
秘
書
官
。
詩
人
。
神
父
。

フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ロ
マ
ン

Fritz
F
r
o
m
m
a
n
。
イ
ェ
ー
ナ
の
印
刷
屋
。

プ
ロ
イ
セ
ン
の
王
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
こ
と
。

カ
ー
ル

C
a
r
l
S
t
a
d
e
l
m
a
n
n
。
ゲ
ー
テ
の
従
僕
。

陪
席
判
事
夫
人

M
a
r
g
a
r
e
t
h
a
S
c
h
l
o
s
s
e
r
の
こ
と
。
彼
女
の
二
人
の
息
子
が

C
h
r
i
s
,
 

tian H
e
i
n
r
i
c
h
 S
c
h
l
o
s
s
e
r
と
J
o
h
a
n
n
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 H
e
i
n
r
i
c
h
 S
c
h
l
o
s
s
e
r
で
本
て
る
。

ヴ
ィ
レ
マ
ー

J
o
h
a
n
n
J
a
k
o
b
 v
o
n
 W
i
l
l
e
m
e
r
 
(
一
七
六

0
|
_
―
八
三
八
）
。
銀
行

家
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
枢
密
顧
問
官
。
彼
の
妻
マ
リ
ア
ン
ネ
と
ゲ
ー
テ
の
恋
は
つ
と

に
有
名
。

リ
ー
ゼ

J
o
h
a
n
n
J
a
k
o
b
 R
i
e
s
e
 
(
一
七
四
六
ー
一
八
二
七
）
。
ゲ
ー
テ
の
青
年
時
代

の
友
人
。

112 lll 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 

ク
ラ
マ
ー

L
u
d
w
i
g
W
i
l
h
e
l
m
 C
r
a
m
e
r
 
(
一
七
五
五
ー
一
八
三
二
）
。
鉱
物
学
者
。

ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
の
鉱
山
官
。

ゲ
ル
ニ

ン
グ

J
o
h
a
n
n
I
s
a
k
 G
e
r
n
i
n
g
 (
一
七
六
七
—
一
八
三
七
）
。
外
交
官
。
美
術

品
収
集
家
。
詩
人
。

統
轄
し
て
い
る
大
臣

E
r
n
s
t
F
r
a
n
z
 L
u
d
w
i
g
 M
a
r
s
c
h
a
l
l
 v
o
n
 B
i
e
b
e
r
s
t
e
i
n
 (
1

 

七
七
五
生
）
の
こ
と
。

ビ
ー
プ
リ
ッ
ヒ
ゲ
ー
テ
は
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
滞
在
中
、
日
曜
日
は
い
つ
も
、
ビ
ー

プ
リ
ッ
ヒ
の
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
大
公
の
食
卓
に
よ
ば
れ
た
。

イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム

F
r
i
e
d
r
i
c
h
C
a
r
l
 
R
e
i
c
h
s
g
r
a
f
 
v
o
n
 I
n
g
e
l
h
e
i
m
 
(
一
七
七
七

ー
一
八
四
七
）
。

ボ
ア
ス
レ
ー

M
e
l
c
h
i
o
r
B
o
i
sser
窟
（
一
七
八
六
ー
一
八
五
一
）
。
美
術
研
究
家
。
収

集
家
。

ジ
ッ
キ
ン
ゲ
ン
館
ボ
ア
ス
レ
ー
兄
弟
は
、
か
つ
て
の
フ
ォ
ン
・

ジ
ッ
キ
ン
ゲ
ン
男
爵

の
館
を
借
り
受
け
て
住
み
、
自
分
た
ち
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
保
管
し
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ
の
古
い
傑
作
の
鑑
賞
こ
の
時
の
ゲ
ー
テ
の
旅
行
の
最
大
の
収
穫
は
ボ
ア
ス

レ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ゲ
ー
テ
が
絵
を
見

る
と
き
の
様
子
を
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
ゲ
ー
テ
は
絵
を
、
壁
面

に
な
ら
べ
て
あ
る
ま
ま
に
み
て
ま
わ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
い
つ
も
彼
は
一
枚
だ
け
、

ほ
か
の
絵
か
ら
離
し
て
、
画
架
の
う
え
に
か
け
さ
せ
た
。
そ
の
一
枚
を
心
ゆ
く
ま
で
鑑

賞
し
、
そ
の
美
し
さ
を
、
ほ
か
の
絵
か
ら
の
印
象
に
よ
っ
て
か
き
み
だ
さ
れ
な
い
で
、

た
ま
し
い
の
な
か
へ
摂
取
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
研
究
の
し
か
た
で
あ
っ
た
」

ベ
ル
ト
ラ
ム

J
o
h
a
n
n
B
a
p
t
i
s
t
 B
e
r
t
r
a
m
 
(
一
七
七
六
ー
一
八
四
一
）
。
法
律
家
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
。
ボ
ア
ス
レ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
共
同
所

有
者
。

一
部
の
芸
術
家
中
世
の
宗
教
画
を
支
持
す
る
ナ
ザ
レ
派
の
美
術
画
生
。

パ
ウ
ル
ス

H
e
i
n
r
i
c
h
E
b
e
r
h
a
r
d
 G
o
t
t
l
o
b
 
P
a
u
l
u
s
 
(
一
七
六
一
ー
一
八
五
一
）
。

イ
ェ
ー
ナ
お
よ
び
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
。
東

洋
学
者
。

フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク

J
a
n
v
a
n
 E
y
c
k
 
(
一
三
八
0

|
―
四
四
一
）
。
ヘ
ー
グ
の
バ
イ
エ

ル
ン
侯
ヨ
ハ
ン
の
宮
廷
画
家
、
つ
い
で
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
宮
廷
画
家
と

し
て
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
に
定
住
。
従
来
の
様
式
や
構
図
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
自
然
の
ま
ま
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ゲーテ・妻への手紙 (2) 125 

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 

ゲ
ー
テ
は
一
八
一

0
年
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
で
彼
女
の
知
遇
を
得
る
。
こ
の
時
は
、
彼

女
の
希
望
で
、
彼
が
テ
プ
リ
ッ
ツ
に
足
を
運
ん
だ
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ウ
ル
ツ
ィ
デ
ィ
ー
ル

に
よ
る
と
、
ゲ
ー
テ
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
マ
リ
ー
ア
・
ル
ド
ヴ
ィ
カ
に
会
い
、
も
し
会
え

な
い
場
合
は
、
使
者
に
手
紙
を
託
し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
彼
女
は
用
心
深

く
、
彼
に
一
行
の
返
事
も
与
え
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
姿
を
作
品
化
す
る
こ
と

を
ゲ
ー
テ
に
厳
し
く
禁
じ
た
。
よ
し
ん
ば
文
学
的
粉
飾
を
施
こ
し
て
も
。
加
え
て
、
自

分
と
の
関
係
や
会
話
を
他
言
し
な
い
よ
う
に
命
じ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

第
一
線
の
政
治
家
の
一
人

G
r
a
f
R
u
d
o
l
f
 C
h
o
t
e
k
 
(
一
七
四
八
ー
_
―
八
二
四
）
の
こ

と
。
ヨ
ー
ゼ
フ
ニ
世
の
も
と
で
帝
室
事
務
局
長
、
宰
相
等
を
歴
任
。

ヨ
ー
ン

ゲ
ー
テ
の
書
記
。

オ
ラ
ン
ダ
の
王

L
o
u
i
s
B
o
n
a
p
a
r
t
e
 (
一
七
七
八
ー
ー
一
八
四
六
）
の
こ
と
。
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
弟
。
一
八

0
六
年
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
の
王
。
ゲ
ー
テ
と
は

一
八
一

0
年
八
月
、
テ
プ

リ
ッ
ツ
で
知
り
合
い
、
一
八
二
三
年
夏
、
マ
リ
ー
エ

ン
バ

ー
ト
で
ま
た
出
会
う。

フ
ォ
ン
・
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
嬢
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
王
女
の
女
官
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
皇
太
子

F
r
i
e
d
r
i
c
h
L
u
d
w
i
g
 (
一
七
七
八
ー

一
八
一
九
）
。
メ
ク
レ

ン
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
ヴ
ェ

ー
リ
ン
の
皇
太
子
。

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

L
u
d
w
i
g
v
a
n
 B
e
e
t
h
o
v
e
n
 
(
一
七
七

0-―
八
二
七
）
。
ゲ
ー
テ
は

テ
プ
リ
ッ
ツ
で
何
度
か
ベ

ー
ト
ー
ベ
ン
と
会
う
。
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
『
七
月

十
九
日
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
。
七
月
二
十
日
、
夜
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
と
一
緒
に
ビ
リ
ン
に

行
く
。
七
月
二
十
一
日
、
夜
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
所
。
彼
は
す
ば
ら
し
い
演
奏
を
み
せ
た
。

七
月
二
十
三
日
、
ベ

ー
ト
ー
ベ
ン
の
所
。
』

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
戦
争
不
安
か
ら
避
難
す
べ
く
、
ゲ
ー
テ
は
四
月
十
七
日
に
ヴ
ァ
イ
マ

ル
を
た
っ
て
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
、
マ
イ
セ
ン
、
ド
レ
ー
ス
デ
ン
を
経
由
し
、
テ
プ
リ
ッ

ツ
に
行
く
。
そ
こ
に
八
月
九
日
ま
で
滞
在
し
、
ま
た
ド
レ
ー
ス
デ
ン
を
経
由
し
て
、
八

月
十
九
日
に
イ
ェ
ー
ナ
に
帰
る
。

連
れ
ゲ
ー
テ
の
書
記
ヨ
ー
ン

幽
霊
の
話

『忠
実
な
エ
ッ
カ
ル
ト
』

ゾ
ル
プ
リ
ッ
ヒ

C
h
r
i
s
t
i
a
n
G
o
t
t
f
r
i
e
d
 S
o
l
b
r
i
g
 
(
一
七
七
四
ー
一
八
三
八
）
。
朗
読

家。ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
皇
帝

ロ
シ
ア
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
一

世。

元
気
を
出
せ
シ
ラ
ー
の

『ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
騎
士
の
歌
。

84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 

私
は
愛
し
て
い
た
作
者
不
詳
。

骸
骨
の
踊
り
の
伝
説
『
骸
骨
の
踊
り
』

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
王
子
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
の
次
男
。

パ
ロ
デ
ィ
ー

『
習
い
生
と
な
る
』
の
こ
と
。

フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ン
デ
ル
大
尉
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
上
級
林
務
官

O
t
t
o
J
o
a
c
h
i
m
 M
o
r
i
t
z
 

v
o
n
 W
e
n
d
e
l
 
(
一
七
五
ニ
ー
一
七
九
四
）
の
弟
。

王
の
立
像
ア
ウ
グ
ス
ト
強
王
の
立
像
。

フ
ェ
ア
ロ
ー
レ
ン
大
尉

H
e
i
n
r
ich
L
u
d
w
i
g
 V
e
r
l
o
h
r
e
n
。
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
に
お
け

る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
代
理
公
使
。

フ
ォ
ン
・
ブ
ル
ク
ス
ド
ル
フ

L
u
d
w
i
g
C
h
r
i
s
t
o
p
h
 
v
o
n
 B
u
r
g
s
d
o
r
f
 
(
一
七
七
四

ー
一
八
二
八
）
。
ザ
ク
セ
ン
の
官
吏
゜

フ
ォ
ン
・
エ
ン
デ

A
l
b
r
e
c
h
t
G
o
t
t
h
e
l
f
 v
o
n
 E
n
d
e
。
男
爵
。
マ
リ
ー
ア
・
パ
ウ
ロ

ヴ
ナ
の
侍
従
゜

ア
ル
ン
ト

E
r
n
s
t
M
o
r
i
t
z
 A
r
n
d
t
 
(
一
七
六
九
ー
一
八
六

0
)
。
政
治
的
作
家
。
彼

の
政
治
的
、
宣
伝
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
論
文
、
講
演
は
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
運
動
に
貢

献
。
ゲ
ー
テ
は
彼
と
一
八
二
二
年
ケ
ル
ナ
ー
の
家
で
知
り
合
い
、
一
八
一
五
年
も
う
一

度
ケ
ル
ン
で
出
会
っ
た
。
ア
ル
ン
ト
は
、
彼
の
『
あ
り
し
日
の
思
い
出
』
の
中
で
、
こ

の
時
の
出
会
い
に
ふ
れ
て
い
る
。

メ
ン
グ
ス
の
ギ
プ
ゼ

G
i
p
s
e
v
o
n
 A
n
t
o
n
 R
a
p
h
a
e
l
 M
e
n
g
s
 
(
一
七
二
八
ー
一
七

七
九
）
。
ド
レ
ー
ス
デ
ン
と
マ
ド
リ
ッ
ド
の
宮
廷
画
家
。

監
督
官

C
a
r
l
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 D
e
m
i
a
n
y
 
(
一
七
六
八
ー
ー
一
八
二
三
）
の
こ
と
。
ド
レ
ー

ス
デ
ン
美
術
館
の
監
督
官
。

グ
ラ
フ

E
b
P
.
r
h
a
r
d
G
o
t
t
l
i
e
b
 G
r
a
f
f
 
(
一
七
八

0
ー
一
八
四
一
）
。
文
献
学
者
。
教

育
家
。

（
一
七
七
三
ー
一
八
四
七
）
。
フ
ラ

、、

シ
ュ
ヴ
ェ

ー
ベ
ル

F
r
e
d
e
r
i
c
L
o
u
i
s
 S
c
h
w
e
b
e
l
 

ン
ス
の
外
交
官
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
書
記
官
。
彼
は
四
月
四

日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
を
去
っ
た
が
、
四
月
十
二
日
、
ゴ
ー
タ
近
郊
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
に
と

ら
え
ら
れ
た
。

リ
ー
デ
ル
館
長

J
o
h
a
n
n
A
n
t
o
n
 R
i
e
d
e
l
 
(
一
七
三
六
ー

一
八
一
六
）
。
ド
レ
ー
ス
デ

ン
美
術
館
の
館
長
。

フ
ォ
ー
ゲ
ル
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
官
吏
。
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ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
に
随
行
し
て
行
く
。

皇
帝
に
拝
謁
十
月
二
日
、
ゲ
ー
テ
は
初
め
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
会
う
。
こ
の
時
の
模
様

や
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
印
象
を
後
年
、
ゲ
ー
テ
は
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
。

旅
行
ゲ
ー
テ
の
母
親
カ
タ
リ
ー
ナ
・
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
の
死
（
九
月
十
三
日
）
の
あ
と
、

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
は
、
財
産
整
理
の
た
め
、
ゲ
ー
テ
の
代
理
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
に
行
く
。
十
一
月
二
十
三
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
帰
る
。

君
の
連
れ
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ

C
a
r
o
l
i
n
e
U
l
r
i
c
h
 
(
一
七
九
0

|
―
八
五

五
）
。
の
ち
に
リ
ー
マ
ー
の
妻
。

委
任
状
財
産
整
理
に
関
連
し
て
。

シ
ュ
ー
マ
ン

C
h
r
i
s
t
i
a
n
W
i
l
h
e
l
m
 S
c
h
u
m
a
n
n
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
顧
問
官
。

ザ
ル
ト
リ
ウ
ス

G
e
o
r
g
F
r
e
i
h
e
r
r
 S
a
r
t
o
r
i
u
s
 v
o
n
 W
a
l
t
e
r
s
h
a
u
s
e
n
 
(
一
七
六
五

ー
一
八
二
八
）
。
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
神
学
者
。
十
月
八
日
か
ら
十
月
十
九
日
ま
で
ヴ
ァ

イ
マ
ル
に
滞
在
。

彼
の
面
倒
を
く
れ
ぐ
れ
も
頼
む
ア
ウ
グ
ス
ト
は
病
気
で
あ
っ
た
。

シ
ャ
イ
ベ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
宮
廷
官
吏
゜

聖
ア
ン
ナ
勲
章
ロ
シ
ア
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
一
世
が
ゲ
ー
テ
と
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
に
授

与。レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ゲ
ー
テ
と
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
に
授
与
。

市
民
権
ゲ
ー
テ
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
と
ア
ウ
グ
ス
ト
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
の
市
民
権
を
得
よ
う
と
す
る
が
、
手
続
上
の
問
題
が
い
く
つ
か
生
じ
て
、
結
局
、
こ

の
計
画
を
断
念
す
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
商
人
。

ア
ウ
グ
ス
ト
ア
ウ
グ
ス
ト
は
、
一
八

0
九
年
九
月
二
十
五
日
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
で
の
学
業
を
終
え
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
帰
る
。

小
説
の
印
刷

『親
和
力
』
の
こ
と
。

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
五
月
十
六
日
、
リ
ー
マ
ー
を
伴
い
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
に
向
け
出

発
。
十
月
二
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
帰
着
。

祭
典
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
百
年
祭
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
は
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ウ
ル

リ
ッ
ヒ
と
共
に
出
席
。
同
時
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
宮
廷
劇
場
も
客
演
。

ミ
ュ
ラ
ー

J
o
h
a
n
n
E
b
e
r
h
a
r
d
 M
u
l
l
e
r
 
(
一
七
五
七
ー
一
八
一
七
）
。
ラ
イ
プ
チ
ッ

ヒ
の
教
会
の
合
唱
指
揮
者
。
一
八
一

0
年
以
降
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
指
揮
者
。

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

ぽ
く
ら
の
女
友
達
マ
リ
ア
ン
ネ
・
フ
ォ
ン
・
ア
イ
ベ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
と
。

ア
ッ
カ
ー
バ
ン
ト
に
居
る
よ
う
だ
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
夫
人
の
も
と
に
居
る
よ
う

、こ。t
 

準
備
さ
れ
て
い
て
『
遍
歴
時
代
』
と
『
詩
と
真
実
』
の
こ
と
。

シ
ェ
ー
マ
ン

F
r
a
n
z
J
o
s
e
p
h
 
C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
 
S
c
h
o
m
a
n
n
 (
一
七
八
一
—
ー
一
八
一

三
）
。
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
法
学
の
教
授
。

フ
ォ
ン
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ヒ

F
r
a
n
z
L
u
d
w
i
g
 A
l
b
r
e
c
h
t
 v
o
n
 H
e
n
d
r
i
c
h
 
(
一
八
二

八
年
没
）
。
イ
ェ
ー
ナ
の
将
校
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ビ
ュ
ロ
ウ
ア
ウ
グ
ス
ト
の
大
学
の
友
達
。

ツ
ェ
ル
タ
ー

K
a
r
l
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 Zelter
二
七
五
八
ー
一
八
三
二
）
。
音
楽
教
授
。
声

楽
学
校
校
長
。

ヴ
ォ
ル
フ

F
r
i
e
d
r
i
c
h
A
u
g
u
s
t
 W
o
l
f
 
(
一
七
五
九
ー
一
八
二
四
）
。
ハ
レ
の
教
授
。

枢
密
顧
問
官
。

ヴ
ォ
ル
フ

A
n
n
a
A
m
a
l
i
e
 W
o
l
f
f
 
(
一
七
八
0

|
―
八
五
一
）
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
女

優。ロ
ル
ツ
ィ
ン
グ

J
o
h
a
n
n
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 L
o
r
t
z
i
n
g
 
(
一
七
八
ニ
ー
一
八
五
一
）
。
俳
優
。

デ
ニ
ー

W
i
l
h
e
l
m
D
e
n
y
 
(
一
七
八
七
ー
一
八
二
二
）
。
俳
俊
゜

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
四
月
三
十
日
、
書
記
ヨ
ー
ン
を
連
れ
て
、
イ
ェ
ー
ナ
を
出
発
。
五

月
三
日
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
着
。
そ
こ
に
七
月
十
三
日
ま
で
滞
在
。
七
月
十
四
日
か
ら

八
月
十
日
ま
で
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
の
お
伴
で
テ
プ
リ
ッ
ツ
。
八
月
十
二
日
、
再

び
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
。
こ
の
間
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
等
と
交
わ
る
。

あ
と
で
直
接
話
す
こ
と
に
す
る
よ
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
は
六
月
十
九
日
か
ら
八
月
十

五
日
ま
で
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
に
滞
在
し
て
い
た
。

大
公
殿
下
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
の
こ
と
。

リ
ヒ
ノ
ヴ
ス
キ
ー
侯
爵

C
a
r
l
F
u
r
s
t
 L
i
c
h
n
o
w
s
k
y
 (
一
七
五
八
ー
一
八
一
四
）
。
彼

と
は
一
八
一

0
年
来
の
知
り
合
い
。
マ
リ
ー
ア
・
ル
ド
ヴ
ィ
カ
皇
后
の
取
り
巻
き
の
一

人。詩
マ
リ
ー
ア
・
ル
ド
ヴ
ィ
カ
皇
后
、
彼
女
の
夫
の
フ
ラ
ン
ツ
一
世
皇
帝
、
娘
の
フ
ラ

ン
ス
の
皇
后
マ
リ
ー
・
ル
イ
ー
ゼ
に
捧
げ
ら
れ
た
三
つ
の
詩
。
ゲ
ー
テ
は
こ
れ
ら
を
六

月
初
め
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
で
書
い
た
。

皇
后

M
a
r
i
a
L
u
d
o
v
i
k
a
 
(
一
七
八
七
ー
一
八
一
六
）
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
の
妃
。
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3
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と
で
あ
る
。
八
月
十
一
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
帰
着
。
こ
の
間
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
滅
亡
。

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
を
前
に
す
る
フ
ス
派
の
人
々
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
コ
ッ
ツ
ェ
ブ
ー

A
u
g
u
s
t
 v
o
n
 K
o
t
z
e
b
u
e
 
(
一
七
六
一
ー
一
八
一
九
）
の
戯
曲
。

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
三
十
年
戦
争
時
の
英
雄
。
ゲ
ー
テ
の
日
記
、
七
月
一
日
の
項

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
ー
テ
ル
ッ
テ
ィ
と
イ
ロ
ー
の
殺
さ
れ
た
ホ
ー
ル
。
市
庁
舎
で
、

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
死
と
テ
ル
ッ
テ
ィ
と
イ
ロ
ー
の
処
刑
を
材
に
し
た
写
生
画
。

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
肖
像
画
。
お
そ
ら
く
は
そ
う
で
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
す
ば
ら
し
い
頭
。
市
庁
舎
の
図
書
室
で
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
刺
さ
れ
た

十
字
槍
と
彼
の
剣
°
|
」

フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ー
ジ
ク
ケ
夫
人
と
娘
さ
ん
七
月
二
十
七
日
の
日
記
に
記
載
あ
り
。
娘

と
は
、
ウ
ル
リ
ー
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
ー
ヴ
ェ
ツ
ォ
ー
U
l
r
i
k
e
v
o
n
 L
e
v
e
t
z
o
w
の
母

親
、
ア
マ
ー
リ
エ
・
フ
ォ
ン
・
レ
ー
ヴ
ェ
ツ
ォ
ー
A
m
a
l
i
e
v
o
n
 L
e
v
e
t
z
o
w
 (
一
七
八

七
ー
一
八
六
六
）
の
こ
と
。
彼
女
の
旧
姓
は
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ー
ジ
ク
ケ
で
あ
る
。
因
み

に
、
ウ
ル
リ
ー
ケ
は
こ
の
頃
二
歳
。

ベ
ッ
ク

H
e
n
r
i
e
t
t
e
B
e
c
k
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
女
優。

ピ
ン
ト
『
ピ
ン
ト
あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
謀
叛
』
の
こ
と
。
一
八

0
七
年
十
月
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
演
じ
ら
れ
る
。

ゲ
ナ
ス
ト
と
ベ
ッ
カ
ー

A
n
t
o
n

G
e
n
a
s
t
 
(
一
七
六
五
ー
一
八
三
一
）
。

H
e
i
n
r
i
c
h

B
e
c
k
e
r
(
一
七
六
四
ー
一
八
二
二
）
。
俳
優
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
宮
廷
劇
場
の
芸
術
的
指
導
に

参
与
。

ミ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ

F
r
i
e
d
r
i
c
h
A
u
g
u
s
t
 

W
o
l
f
の
娘
。

ロ
ー
ダ
ー

J
u
s
t
u
s
C
h
r
i
s
t
i
a
n
 v
o
n
 L
o
d
e
r
 
(
一
七
五
三
ー
一
八
三
三
）
。
イ
ェ
ー
ナ

大
学
の
教
授
。

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
リ
ー
マ
ー
を
伴
い
、
保
養
の
た
め
、
五
月
二
十
五
日
に
出
発
し
、

二
十
八
日
に
カ
ー
ル
ス

バ
ー
ト
に
着
く
。
九
月
七
日
、
帰
路
に
つ
く
。
こ
の
間
、
ラ
イ

ン
ハ
ル
ト
伯
爵
と
の
出
会
い
や
、

『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

・
マ
イ
ス
タ
ー
遍
歴
時
代
』
の
仕
事

と
、
い
ろ
い
ろ
実
り
あ
る
成
果
を
あ
げ
る
。

最
初
の
四
日
間
の
上
演
ヴ
ァ
イ
マ
ル
宮
廷
劇
場
は
五
月
二
十
四
日
か
ら
七
月
五
日
ま

で
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
で
客
演
す
る
。
五
月
二
十
四
日
『
ド
ン
・
カ
ル
ロ
ス
』
、
二
十
六
日
パ

エ
ル
の
オ
ペ
ラ
『
カ
ミ
ラ
』
、
二
十
八
日
『
共
罪
者
』
と
コ
ッ
ツ
ェ
ブ
ー
の
喜
劇
『
告

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

白
』
、
二
十
九
日
『
タ
ウ
リ
ス
島
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
と
コ
ン
テ
ッ
サ
の
喜
劇

『謎』。

エ
ル
ザ
ー
マ
ン
女
史

B
e
a
ta E
i
s
e
r
m
a
n
n
 (
一
七
八
七
ー
一
八
三
一
）
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル

の
女
侵
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
と
交
友
。

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
リ
ー
マ
ー
を
伴
い
、
五
月
十
二
日
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
を
た
ち
、
十
五

日
に
カ
ー
ル
ス

バ
ー
ト
に
着
く
。
九
月
十
七
日
、
帰
路
に
つ
く
。
滞
在
中
の
目
ぽ
し
い

こ
と
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ツ
ェ
ン
ス
バ
ー
ト
ヘ
の
か
な
り
長
い
二
度
の
旅
行
、
ジ
ル

ヴ
ィ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ツ
ィ
ー
ゲ
ザ
ー
ル
と
の
出
会
い
、
『
親
和
力
』
の
仕
事
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ッ
プ
博
士

C
h
r
i
s
t
i
a
n
E
r
h
a
r
d
 K
a
p
p
 (
一
七
三
九
ー
一
八
二
四
）
。
ラ
イ
プ
チ
ッ

ヒ
の
医
者
。

ツ
ィ

ー
ゲ
ザ
ー
ル
一
家

A
u
g
u
s
t
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 K
a
r
l
 F
r
e
i
h
e
r
r
 v
o
n
 Z
i
e
g
e
s
a
r
 (
I

 

七
四
六
ー
一
八
一
三
）
一

家
の
こ
と
。
ゲ
ー
テ
は
特
に
、
娘
ジ
ル
ヴ
ィ

ー
と
親
交
を
結

ぶ。君
の
悪
ロ
一
八
〇
六
年
十
月
十
二
日
、
ゲ
ー
テ
は
、
十
八
年
間
同
棲
し
て
き
た
ク
リ

ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
と
正
式
に
結
婚
す
る
。
や
っ
か
み
も
あ
っ
て
、
口
さ
が
な
い
ヴ
ァ
イ
マ

ル
の
社
交
雀
た
ち
が
そ
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
蔭
口
を
た
た
い
て
い
た
。

テ
ィ
ボ
ー

A
n
t
o
n
Fri
e
drich J
u
s
t
u
s
 T
h
i
b
a
u
t
 (
一
七
七
ニ
ー
一
八
四

0
)
。
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
。
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
教
授
時
代
に
ゲ
ー
テ
と
知
り
合
う
。

フ
ォ
ス

J
o
h
a
n
n
H
e
i
n
r
i
c
h
 V
o
(
J
 d
e
r
 Jilngere 
(
一
七
七
九
ー
一
八
二
二
）
。
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
。

ア
ウ
グ
ス
ト
四
月
四
日
、
息
子
ア
ウ
グ
ス
ト
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
を
出
発
し
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
の
祖
母
の
も
と
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
の
ち
、
勉
強
の
た
め
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
大
学
へ
行
く
。

合

唱

団

一

八

0
七
年
秋
、
ゲ
ー
テ
は
家
庭
合
唱
団
を
作
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
宮
廷
劇

場
の
団
員
た
ち
で
、
週
一
回
、
木
曜
日
に
ゲ
ー
テ
の
家
で
練
習
し
、
日
曜
日
に
は
客
も

招
い
て
ホ
ー
ム
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
て
い
た
。

マ
リ
ア
ン
ネ
夫
人

M
a
r
i
a
n
n
e
v
o
n
 E
y
b
e
n
b
e
r
g
 (
一
八
―
二
没
）
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

十
四
世
と
貴
賤
相
婚
。

ェ
ア
フ
ル
ト
九
月
二
十
九
日
、
エ
ア
フ
ル
ト
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ロ
シ
ア
の
ア
レ
キ

サ
ン
ダ
ー
一
世
と
の
間
の
同
盟
継
続
に
関
す
る
諸
侯
会
議
が
持
た
れ
、
ゲ
ー
テ
も
カ
ー
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君
の
消
息
が
ま
た
聞
け
て
、
非
常
に
う
れ
し
か
っ
た
。
た
し
か
に
夏
は
二
人
共
つ
ら
い
思

い
を
し
た
。
ま
っ
た
く
君
の
言
う
通
り
だ
。
内
に
ば
か
り
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
外
的
な
も

の
に
よ
っ
て
気
を
ま
ぎ
ら
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぼ
く
は
日
々
き
わ
め
て
楽
し

く
過
ご
し
、
い
つ
も
全
て
が
あ
っ
と
い
う
ま
で
、
自
分
を
か
え
り
み
る
ま
も
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
君
も
、
こ
ん
な
す
が
す
が
し
い
季
節
の
中
で
、
で
き
る
だ
け
体
を
動
か
し
、
変
化
を
与

え
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
こ
の
冬
は
変
化
を
も
た
せ
て
日
々
を
送
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。

音
楽
あ
た
り
が
手
頃
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
仲
間
と
結
び
つ
く
も
っ
と
も
罪
の
な
い
、
も
っ
と
も

楽
し
い
手
段
だ
。
現
在
ぽ
く
は
町
中
に
い
る
。
一
人
で
、
ヴ
ィ
レ
マ
ー
の
住
い
に
。
こ
の
家

の
眺
望
が
い
た
だ
け
な
い
の
は
君
が
知
っ
て
の
と
お
り
だ
。
窓
の
下
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
に

ぎ
わ
っ
て
い
る
。
昼
間
は
町
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
、
人
の
波
や
収
集
品
を
見
て
廻
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
は
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
た
よ
う
に
見
る
所
が
一
杯
あ
る
。

五
十
四
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

孤
独
の
中
で
生
活
し
て
い
る
。
一
日
に
二
度
散
歩
す
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
見
れ
ば
見
る
ほ

ど
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

快
晴
。
も
ち
ろ
ん
、
農
業
や
庭
造
り
に
は
困
っ
た
こ
と
だ
。
十
週
間
長
雨
が
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
地
で
す
で
に
え
ん
ど
う
を
口
に
し
た
し
、
さ
や
を
と
っ
た
奴
を
口
に

し
た
。
し
か
し
特
に
う
れ
し
い
の
は
、
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
鮭
だ
ろ
う
。
鮭
の
料
理
を
、

い
つ
な
ん
ど
き
で
も
、
療
養
所
の
ホ
ー
ル
に
行
け
ば
、
見
事
な
ゼ
リ
ー
つ
き
で
一
人
前
三
十

ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
で
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
が
ち
ょ
う
ど
旬
な
の
だ
。
た
だ
、
食
べ
す
ぎ

に
は
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
ハ
ー
ト
型
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
が
、
大
き
な
籠
に
入
れ

て
、
至
る
所
に
お
い
て
あ
る
。

植
物
の
中
で
は
、
八
重
咲
き
の
せ
ん
の
う
が
目
に
と
ま
っ
た
。
庭
の
飾
り
と
し
て
、
人
が

目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
っ
と
も
美
し
い
も
の
だ
。
植
物
を
秋
に
わ
け
て
や
っ
た
ら
、
と

思
う
。
バ
ラ
は
完
全
に
咲
き
、
お
あ
つ
ら
え
む
き
に
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
鳴
い
て
い
る
。
こ

ん
な
ふ
う
に
、
巧
ま
ず
し
て
シ
ー
ラ
ス
に
行
っ
た
気
分
に
な
れ
る
。
ま
た
、
『
西
東
詩
集
』
に

新
し
い
節
を
き
れ
い
に
書
き
加
え
、
全
体
の
人
名
録
を
新
規
に
作
っ
た
。
そ
の
数
は
、
今
や
、

脇
役
や
さ
さ
い
な
召
使
い
な
ど
は
含
め
ず
、
百
に
の
ぽ
る
。

こ
ん
な
ふ
う
に
、
旅
行
中
も
、
当
地
に
滞
在
し
て
か
ら
も
、
日
々
楽
し
く
有
益
に
過
ご
し

て
い
る
。
続
き
は
次
回
に
…

一
八
＿
五
年
九
月
十
二
日

ゼ
ー
ベ
ッ
ク
は
当
地
に
い
て
、
工
場
に
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。
ボ
ア
ス
レ
ー
は
ま
だ
当
地

に
い
る
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
家
は
何
か
と
力
に
な
っ
て
く
れ
、
思
い
や
り
が
あ
る
。
君
を
二
週

間
だ
け
で
も
こ
の
無
限
に
美
し
い
所
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う
。
昼
は

と
き
ど
き
「
白
鳥
館
」
で
定
食
を
食
べ
る
。
こ
れ
は
会
食
者
の
あ
い
だ
で
も
評
判
が
よ
い
。

リ
ー
ゼ
は
ま
だ
も
と
の
ま
ま
だ
。
皆
を
ぽ
く
も
支
援
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
皆
陽
気
で
親

切
だ
。
絹
の
布
地
を
買
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
誰
で
も
気
に
入
る
よ
。
こ
ま
ご
ま
し
た
物
を

多
少
持
っ
て
帰
る
。
誰
に
あ
げ
る
か
、
考
え
て
お
き
な
さ
い
。
リ
ー
マ
ー
家
か
、
マ
ダ
ム
・

キ
ル
シ
ュ
か
、
ク
ロ
イ
タ
ー
か
、
そ
れ
と
も
他
の
誰
か
か
。

フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
え
な
く
、
残
念
だ
。
彼
の
手
紙
は
実
に
思
い
や
り
が
あ
り
、

知
的
だ
。
母
御
や
他
の
御
婦
人
た
ち
の
面
倒
を
や
さ
し
く
見
て
あ
げ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。

小
さ
な
町
で
も
、
大
き
な
町
で
も
、
宮
廷
や
共
和
国
で
も
、
平
静
と
柔
軟
な
根
気
強
さ
が
、

何
と
か
人
生
を
や
り
抜
く
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
ぽ
く
ら
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
い
る
こ
と
、
ア

ウ
グ
ス
ト
が
宮
廷
生
活
に
う
ま
く
順
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
切
な
こ

と
だ
。
こ
の
楽
園
の
よ
う
な
諸
土
地
で
、
全
て
の
も
の
が
あ
く
せ
く
動
き
廻
り
、
角
突
き
合

わ
せ
る
の
は
、
き
わ
め
て
不
愉
快
な
こ
と
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
つ
い
て
君
と
話
す
こ
と

を
ど
ん
な
に
強
く
望
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
せ
め
て
次
回
は
こ
の
点
で
策
を
講
じ
よ
う
。

I

ぼ
く
の
帰
国
に
関
し
て
は
次
の
と
お
り
だ
。
い
ろ
い
ろ
考
慮
し
た
が
、
途
中
、
大
公
に
会

う
の
が
得
策
で
あ
り
、
礼
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
大
公
が
掃
っ
て
こ
ら
れ
る
ま
で
、

こ
こ
に
留
ま
る
。
お
そ
ら
く
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
お
会
い
し
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
経
由
し

て
帰
る
。
詳
し
く
は
知
ら
せ
る
。
元
気
な
君
た
ち
に
会
い
た
い
も
の
だ
。
ち
ょ
っ
と
し
た
お

慰
み
に
、
郵
便
馬
車
で
小
包
を
送
る
。
君
た
ち
で
仲
良
く
分
け
る
と
よ
い
。

こ
の
冬
終
え
る
こ
と
に
し
て
い
た
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
前
も
っ
て
済
ま
し
て
し
ま
っ

た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
、
ク
ロ
イ
タ
ー
、
町
の
友
人
た
ち
に
よ
ろ
し
く
。
マ
イ
ヤ
ー
宮
廷
顧
問
官

に
言
っ
て
く
れ
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
芸
術
品
を
見
な
が
ら
、
彼
が
側
に
い
な
い
こ
と
を
何
度

嘆
い
た
こ
と
か
、
と
。
ア
ウ
グ
ス
ト
が
ぽ
く
に
貴
顕
た
ち
を
紹
介
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
が
。

そ
れ
で
は
体
に
気
を
つ
け
て
、
ぽ
く
の
心
か
ら
愛
す
る
人
よ
。
冬
を
楽
し
み
に
。

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
ゲ
ー
テ
は
六
月
二
十
九
日
、
リ
ー
マ
ー
と
フ
ォ
ン
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ

ヒ
を
伴
い
、
保
養
の
た
め
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
ヘ
向
う
。
当
地
は
一
七
九
五
年
以
来
の
こ

注
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ル
図
面
の
コ
ピ
ー
を
壁
に
は
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
ぽ
く
も
一
緒
に
な
っ
て
点
検
し
た
。

年
代
や
特
性
を
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
同
様
に
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
作
品
や
銅
版
画
も
手

許
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
同
様
に
ま
た
芸
術
の
歩
み
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
研
究
に
ぽ
く
ら
は
午
前
中
一
杯
没
頭
し
た
。
ホ
ー
ホ

ベ
ル
ク
伯
爵
が
ぽ
く
を
訪
ね
て
来
て
、
ア
ウ
グ
ス
ト
に
よ
ろ
し
く
伝
え
て
く
れ
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
食
事
に
は
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ム
ボ
ル
ト
氏
と
マ
ル
テ
ィ
ン
法
律
顧
問
が
同
席
。
食

後
、
ぼ
く
ら
は
ラ
イ
ン
谷
に
向
い
た
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
の
庭
を
通
っ
て
、
巨
石
の
所

ま
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
墜
落
し
て
き
た
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
砂
岩
の
か
た
ま
り
だ
。
日
没

は
雲
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、
美
し
か
っ
た
。
現
在
、
フ
ォ
ン
・
ム
ン
ク
夫
人
が
住
ん
で
い
る

住
い
を
訪
ね
て
行
っ
た
。
彼
女
の
夫
は
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
い
る
。
彼
女
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト

が
彼
女
に
示
し
た
好
意
を
非
常
に
な
つ
か
し
げ
に
持
ち
出
し
て
、
彼
に
よ
ろ
し
く
伝
え
て
く

れ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
夜
は
ま
た
チ
ボ
ー
を
少
し
読
み
、
あ
ら
た
め
て
彼
の
洞
察
に
び
っ

く
り
し
た
。

十
月
七
日
金
曜
日
。
チ
ボ
ー
の
論
文
を
読
了
。
ボ
ア
ス
レ
ー
と
共
に
き
の
う
の
建
築
物
の

鑑
賞
を
継
続
。
フ
ォ
ス
教
授
が
ホ
ー
マ
ー
の
新
し
い
版
を
贈
り
物
に
と
持
っ
て
来
た
。
グ
リ
ー

ス
の
カ
ル
デ
ロ
ン
に
つ
い
て
話
し
た
。
チ
ボ
ー
教
授
の
所
、
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
氏
の
所
、
パ
ウ
ル
ス
の
所
へ
。
食
事
に
は
、
教
会
役
員
ア
ベ
ッ
ク
も
同
席
。

カ
ー
ル
市
門
へ
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
は
早
々
に
切
り
あ
げ
て
、
見
た
も
の
聞
い
た
も
の
を
家
で

総
括
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
日
曜
日
に
こ
こ
か
ら
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
ヘ
向
う
決
心
を
し
た
。

夜
、
再
度
ぽ
く
ら
は
絵
画
室
に
集
ま
っ
て
、
驚
異
と
も
思
え
る
ル
ー
カ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ

デ
ン
を
吟
味
し
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
偉
大
な
メ
ム
リ
ン
ク
を
吟
味
し
て
、
画
家
た
ち
の
伝
記

を
二
、
三
読
ん
で
、
満
ち
足
り
て
別
れ
た
。
出
立
す
る
ち
ょ
う
ど
い
い
時
だ
。
初
め
と
し
て

は
十
分
だ
。
今
度
や
る
と
き
は
ま
た
最
初
か
ら
も
っ
と
広
範
囲
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

八
日
土
曜
日
。
な
お
い
く
つ
か
の
建
築
関
係
の
も
の
を
見
る
。
そ
れ
か
ら
ネ
ッ
カ
ー
ル
川

を
上
流
に
向
っ
て
散
歩
。
右
手
の
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ン
に
登
る
。
昼
食
は
ぽ
く
ら
だ
け
で
。

そ
れ
か
ら
フ
ォ
ス
の
所
へ
。
彼
の
翻
訳
に
お
け
る
根
気
強
さ
に
は
感
嘆
せ
ず
に
は
お
れ
ぬ
。

パ
ウ
ル
ス
の
所
へ
行
く
、
そ
こ
で
ま
っ
た
＜
愉
快
な
時
間
を
過
ご
し
た
。
婦
宅
し
、
ぼ
く
が

住
ん
で
い
る
部
屋
の
本
来
の
住
人
郡
長
夫
人
を
訪
ね
、
ラ
イ
ヒ
ァ
ル
ト
の
作
曲
に
な
る
ぽ
く

の
歌
を
実
に
上
手
に
美
し
く
歌
わ
れ
る
の
を
聞
い
た
。

チ
ボ
ー
宮
廷
顧
問
官
が
、
温
い
ビ
シ
ッ
プ
酒
二
、
三
杯
で
遅
く
ま
で
ぽ
く
ら
の
所
に
居
た
。

と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
議
論
が
白
熱
し
た
た
め
。
こ
ん
な
に
も
多
く
の
宝
物
が

目
の
届
く
所
に
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
宝
物
が
隠
さ
れ
て
い
る
部
屋
を
去
る
の
は
つ
ら
か
っ

た
。
そ
れ
ら
は
現
在
完
全
な
状
態
に
あ
る
か
ら
、
人
々
は
、
く
り
返
し
そ
れ
ら
を
見
よ
う
と

思
う
に
ち
が
い
な
い
。
い
く
つ
か
の
や
っ
か
い
な
訪
問
は
敬
遠
し
、
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
い
こ

と
を
く
り
返
し
て
、
こ
の
滞
在
の
ひ
と
と
き
は
終
り
を
告
げ
た
。

九
日
日
曜
日
。
早
朝
六
時
、
よ
く
晴
れ
た
夏
の
朝
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
を
出
発
し
た
。
ヴ
ァ

イ
ン
ハ
イ
ム
の
あ
た
り
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
ヘ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
朝
食
を
と
る
。
ダ
ル
ム

シ
ュ
タ
ッ
ト
の
旅
館
で
は
ち
ょ
う
ど
共
同
で
食
卓
を
囲
ん
で
い
る
所
に
行
き
合
わ
せ
た
。
そ

の
あ
と
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
と
平
坦
な
ほ
こ
り
っ
ぽ
い
町
を
散
歩
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
話

題
に
な
っ
た
。
夜
は
、
『
水
を
運
ぶ
人
』
が
上
演
さ
れ
た
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
ま
っ
た
く
見
事

で
、
歌
手
た
ち
も
よ
く
、
劇
場
は
広
々
と
し
て
、
観
客
は
静
か
に
注
意
を
こ
ら
し
て
聞
い
て

い
る
。
拍
手
は
少
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ぼ
く
は
だ
ん
だ
ん
目
的
に
近
づ
い
て
い
る
。
近
い
う
ち
に
君
た
ち
に
会

え
る
。
き
ょ
う
十
日
月
曜
日
は
、
当
地
の
美
術
館
を
見
学
し
、
宮
廷
に
行
き
、
明
日
は
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
ヘ
行
く
つ
も
り
だ
。
そ
こ
に
行
け
ば
、
長
い
こ
と
途
だ
え
て
い
た
君
た
ち
の
消

息
に
接
せ
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
体
に
気
を
つ
け
て
。
天
気
は
非
常
に
よ
い
が
、
寒
い
。
だ

が
、
旅
に
あ
っ
て
は
、
旱
天
は
も
っ
と
も
望
ま
し
い
こ
と
だ
。
体
に
気
を
つ
け
て
。

五
十
三

一
八
一
五
年
五
月
三
十
一
日

今
ぽ
く
は
か
な
り
設
備
の
よ
い
所
に
い
て
、
き
わ
め
て
快
適
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
。
し

か
し
高
い
。
食
事
は
う
ま
く
、
安
い
。
ワ
イ
ン
を
手
紙
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
と
り
寄
せ

る
こ
と
に
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
い
ち
ば
ん
の
関
心
事
に
お
い
て
も
、
ま
も
な
く
ま
っ

た
＜
心
配
し
な
く
て
も
よ
く
な
る
だ
ろ
う
。
朝
は
お
い
し
い
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
バ
ッ
ハ
の
水
を
飲

ん
だ
あ
と
、
健
康
に
よ
い
草
原
の
お
湯
（
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
ト
）
に
は
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
が

実
に
ぽ
く
の
体
に
よ
く
、
仕
事
に
も
専
念
で
き
る
。
ナ
ポ
リ
は
は
か
ど
っ
て
い
る
。
シ
チ
リ

ア
も
同
様
に
。
こ
れ
ら
の
楽
し
い
思
い
出
は
ぽ
く
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
、
少
し
も
呻
吟
し
な

く
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
何
度
も
話
し
て
き
た
こ
と
だ
か
ら
、
紙
の
上
に
し
っ
か
り
留

め
て
お
く
良
い
時
期
だ
。
ク
ラ
ー
マ
ー
上
級
鉱
山
官
と
フ
ン
デ
ス
ハ
ー
ゲ
ン
司
書
は
昨
年
同

様
、
親
切
で
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
協
力
的
だ
。
マ
イ
ン
ツ
の
フ
ォ
ン
・
ル
ッ
ク
少
佐
が
も

う
ぽ
く
を
訪
ね
て
来
た
。
そ
れ
以
外
の
人
の
消
息
は
全
然
耳
に
は
い
ら
ず
、
願
っ
て
も
な
い

8
 

3
 

ー

ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
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九
月
二
十
八
日
水
曜
日
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
や
ヘ
ー
ム
ス
ケ
ル
ク
や
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
作
品
と
一
緒
に
ス
コ
ー
レ
ル
の
絵
を
く
り
返
し
鑑
賞
。
そ
の
あ
と

偉
大
な
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
「
王
た
ち
の
脆
拝
」
が
、
「
告
知
」
と
「
神
殿
の
啓
示
」
の
二
枚

の
扉
絵
と
一
緒
に
並
べ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
の
立
派
な
装
置
が
あ
る
。
こ
の
三
枚
が
四
枚
目

と
優
劣
を
競
っ
て
い
る
。
神
の
母
が
乳
を
ふ
く
ま
せ
て
い
る
の
を
描
い
た
ル
ー
カ
ス
と
。
何

度
見
て
も
、
こ
れ
ら
の
絵
が
可
能
だ
と
は
思
え
な
い
。
ぼ
く
は
今
、
こ
の
芸
術
の
歩
み
を
で

き
る
だ
け
は
っ
き
り
頭
に
思
い
描
く
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
も
政
治
的
出
来
事
や
教
会

史
が
強
く
か
ら
ん
で
い
る
。
所
有
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
十
分
研
究
し
て
い
て
、
見
解
を
手

を
尽
く
し
て
開
陳
し
て
く
れ
る
。

昼
食
は
フ
ォ
ス
の
も
と
で
パ
ウ
ル
ス
と
。
実
に
楽
し
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
散
歩
す
る
。
晩

は
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
夫
人
の
も
と
で
。
夜
は
、
な
じ
み
に
な
っ
た
巨
匠
た
ち
の
物
語
を

デ
カ
ン
の
本
で
読
ん
だ
。

九
月
二
十
九
日
木
曜
日
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
の
ギ
リ
シ
ア
風
な
絵
。
ア
イ
ク
風
に

金
色
地
に
描
か
れ
た
絵
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
祭
壇
画
を
遠
く
か
ら
見
た
。
ク

イ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
サ
イ
ス
を
。
（
ミ
サ
典
書
の
装
飾
画
。
か
な
り
古
い
時
代
と
の
融
合
。
不
気

味
な
要
素
、
教
会
的
な
。
そ
こ
に
あ
ま
た
の
芸
術
家
た
ち
は
生
計
の
糧
と
機
会
を
見
い
出
す
。

モ
ザ
イ
ク
、
彫
刻
作
品
、
金
細
工
、
フ
レ
ス
コ
、
細
密
画
、
刺
繍
絨
毯
、
旗
、
ギ
ル
ド
や
信

心
会
に
関
連
す
る
一
切
の
も
の
。
人
物
や
出
来
事
を
表
現
す
る
様
式
の
伝
統
か
ら
ま
っ
た
＜

五
十

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

は
、
マ
イ
ヤ
ー
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
し
嬢
に
よ
り
模
写
さ
れ
た
の
を
見

た
聖
マ
ウ
リ
チ
ウ
ス
に
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
ル
ー
カ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ラ
イ
デ
ン

も
混
じ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
一
人
超
然
と
し
て
。
彼
は
そ
の
独
特
な
様
式
で
同
時
代
の
人
々

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
絵
は
保
存
が
よ
く
。
大
部
分
が
判
は
大
き
い
。

両
扉
の
つ
い
た
祭
壇
画
が
た
び
た
び
あ
る
。
昼
食
は
パ
ウ
ル
ス
の
も
と
で
、
フ
ォ
ス
や
家
族

と
一
緒
に
。
夕
方
散
歩
。
ネ
ッ
カ
ー
ル
川
を
橋
ま
で
往
復
。

今
回
は
こ
れ
ま
で
。
日
記
を
送
る
の
を
続
け
る
つ
も
り
だ
。
こ
の
手
紙
は
マ
イ
ヤ
ー
宮
廷

顧
問
官
に
も
見
せ
て
く
れ
。
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
。
近
し
い
人
々
や
友
人
皆
に
も
宜
し
く
。

ラ
ー
ベ
が
こ
こ
に
い
た
。
彼
は
近
い
う
ち
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
着
く
だ
ろ
う
。

一
八
一
四
年
十
月
＿
日

は
み
出
す
こ
と
な
く
、
最
後
は
つ
ね
に
伝
統
の
本
質
的
な
面
を
守
っ
て
い
る
。
）

チ
ボ
ー
の
も
と
で
。
た
く
さ
ん
の
男
の
仲
間
た
ち
と
。
非
常
に
陽
気
で
愉
快
に
。
ぽ
く
ら

の
親
切
な
王
人
は
思
い
や
り
を
こ
め
て
ア
ウ
グ
ス
ト
の
健
康
を
願
っ
て
飲
ん
だ
。
家
で
な
お

何
点
か
見
た
。
パ
ウ
ル
ス
の
所
へ
。
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
夫
人
の
所
へ
。
彼
女
は
出
発
の

準
備
を
し
て
い
た
。
す
ば
ら
し
い
月
の
輝
き
。

九
月
三
十
日
金
曜
日
。
早
朝
、
初
め
て
橋
向
こ
う
ま
で
散
歩
し
た
。
太
陽
が
霧
を
圧
倒
。

町
を
抜
け
、
カ
ー
ル
市
門
よ
り
外
へ
。
岩
蔭
ぞ
い
に
ネ
ッ
カ
ー
ル
川
を
登
る
。
最
高
に
す
ば

ら
し
い
秋
の
朝
。
風
変
り
な
男
が
ぽ
く
に
話
し
か
け
て
き
た
。
医
者
で
、
名
前
は
ロ
ー
ス
。

彼
は
ア
ウ
グ
ス
ト
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
パ
ウ
ル
ス
に
出
会
っ
た
。
暑
く
な
り
始
め
た
。

家
で
ま
た
最
高
の
絵
を
取
り
出
し
、
並
べ
、
比
較
す
る
。

昼
食
は
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
大
臣
の
も
と
で
と
っ
た
。
非
常
に
気
持
ち
の

よ
い
仲
間
の
中
で
。
家
で
夕
方
近
く
ま
で
議
論
し
た
。
二
、
三
時
間
、
ヴ
ァ
ム
ボ
ル
ト
聖
堂

参
事
会
員
の
も
と
で
過
ご
し
た
。

オ
ン
ド
リ
が
朝
か
ら
鳴
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
気
は
相
変
わ
ら
ず
良
か
っ
た
。

十
月
一
日
土
曜
日
。
風
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
晴
れ
た
朝
｀
城
に
登
る
。
庭
固
は
類
が

な
い
ほ
ど
魅
力
的
。
眺
め
は
さ
わ
や
か
で
豊
富
。
墓
や
階
段
や
城
壁
が
清
潔
で
き
れ
い
な
の

で
、
朽
ち
た
古
い
塔
や
建
物
や
き
ず
つ
い
た
壁
と
き
わ
め
て
好
ま
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

作

っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
少
し
読
書
し
、
何
点
か
絵
を
鑑
賞
し
た
。
な
か
ん
ず
く
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヘ
ー
ム

ス
ケ
ル
ク
を
注
意
深
く
。
ケ
ル
ン
や
オ
ラ
ン
ダ
や
、
そ
こ
に
ま
だ
保
管
さ
れ
て
い
る
一
切
の

も
の
に
つ
い
て
大
い
に
話
し
た
。
昼
食
は
家
で
、
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
チ

ボ
ー
の
両
氏
と
一
緒
に
。
こ
れ
ま
で
個
々
に
鑑
賞
し
た
絵
が
、
今
、
三
つ
の
部
屋
に
ま
と
め

て
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
ち
ば
ん
の
金
持
ち
で
さ
え
持
ち
え
な
い
贅
沢
で
あ
っ

た
。
今
晩
は
何
人
か
の
友
人
が
集
ま
る
だ
ろ
う
。
明
日
ぽ
く
ら
は
マ
ン
ハ
イ
ム
に
行
く
。
何

は
さ
て
お
き
ル
ッ
ク
家
を
訪
ね
、
そ
し
て
芝
居
に
行
こ
う
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
っ

と
詳
し
く
知
ら
せ
る
。
そ
れ
で
は
ア
デ
ュ
ー
。

一
八
一
四
年
十
月
十
日

十
月
六
日
木
曜
日
。
ボ
ア
ス
レ
ー
が
き
わ
め
て
す
ば
ら
し
い
塔
と
教
会
正
面
の
オ
リ
ジ
ナ

五
十
ニ
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
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二
十
四
日
土
曜
日
。
六
時
、
ひ
ん
や
り
し
た
霧
の
中
エ
ア
フ
ル
ト
を
出
発
。
霧
は
、
川
を
、

し
ば
ら
く
す
る
と
あ
た
り
一
面
を
、
立
ち
昇
り
広
が
り
な
が
ら
包
ん
で
い
っ
た
。
ぽ
く
ら
が

ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
着
い
た
頃
は
、
空
は
す
っ
か
り
晴
れ
あ
が
り
、
山
道
は
輝
き
わ
た
っ

て
い
た
。
く
る
み
は
打
ち
落
と
さ
れ
る
最
中
で
、
梨
の
完
熟
も
間
近
だ
。
こ
ん
な
ふ
う
に
駅

五
十

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

事
は
す
ば
ら
し
く
、
ワ
イ
ン
は
お
い
し
か
っ
た
。
月
曜
日
、
リ
ュ
ー
デ
ス
ハ
イ
ム
に
行
く
の

を
思
い
つ
い
て
、
鉱
山
官
ク
ラ
マ
ー
と
ツ
ェ
ル
タ
ー
と
共
に
食
後
出
か
け
た
。
ラ
イ
ン
ガ
ウ

は
と
て
つ
も
な
く
美
し
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
い
い
時
に
到
着
し
て
、
日
没
時
に
、
イ
ン
ゲ
ル

ハ
イ
ム
伯
爵
に
よ
っ
て
実
に
称
讃
す
べ
き
や
り
方
で
再
建
さ
れ
た
古
代
ロ
ー
マ
の
城
址
に
登

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ア
ウ
グ
ス
ト
が
話
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
十
六
日
火

曜
日
、
ラ
イ
ン
河
の
向
こ
う
岸
に
渡
る
。
戦
後
再
建
さ
れ
た
礼
拝
堂
へ
の
最
初
の
大
が
か
り

な
巡
礼
行
。
こ
の
礼
拝
堂
は
聖
ロ
ッ
フ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
だ
。
き
わ
め
て
天
気
の
良
い

日
に
向
こ
う
岸
へ
渡
っ
た
が
、
高
台
の
小
さ
な
教
会
の
廻
り
に
は
お
よ
そ
一
万
人
の
人
間
が

集
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
祭
礼
の
に
ぎ
や
か
さ
と
熱
気
を
文
章
で
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
混

雑
は
正
午
ま
で
続
い
た
。
そ
れ
か
ら
ビ
ン
ゲ
ン
に
下
っ
て
、
小
船
で
ビ
ン
ゲ
ン
の
早
瀬
を
往

復
し
、
リ
ュ
ー
デ
ス
ハ
イ
ム
ま
で
遡
行
し
た
。
ぽ
く
ら
は
す
ば
ら
し
い
食
事
を
す
ま
し
た
あ

と
、
エ
ル
フ
ェ
ル
ト
に
向
か
い
、
旅
館
「
バ
ラ
館
」
に
宿
を
と
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
目
の
前

に
ラ
イ
ン
河
が
見
え
る
。
朝
、
は
げ
し
く
雨
が
降
っ
た
。
旱
魃
が
長
い
こ
と
続
い
た
の
で
、

願
っ
た
り
叶
っ
た
り
だ
。
だ
が
、
ぼ
く
ら
は
出
発
し
、
シ
ー
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
フ
ォ
ン
・
ゲ

ル
ニ
ン
グ
氏
を
訪
ね
、
食
事
時
間
に
は
き
っ
ち
り
帰
っ
た
。
夜
は
保
養
所
の
大
広
間
で
過
ご

し
、
翌
十
八
日
の
木
曜
日
は
、
大
勢
の
仲
間
と
一
緒
に
森
の
空
地
に
出
か
け
、
楽
し
く
過
ご

し
た
。
こ
れ
ま
で
、
温
泉
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
バ
ッ
ハ
の
水
に
専
心
し
て
、
す
こ
ぶ
る
元
気
だ
。

リ
ー
マ
ー
が
新
聞
通
信
の
情
報
を
伝
え
て
く
れ
た
、
お
礼
を
言
っ
て
お
い
て
く
れ
。
近
い

う
ち
に
そ
れ
に
は
返
事
を
書
く
。
ア
ウ
グ
ス
ト
は
化
石
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
よ
い
。
過

渡
期
の
化
石
は
非
常
に
重
要
だ
。
ウ
リ
ネ
ン
に
よ
ろ
し
く
。
時
に
は
君
た
ち
の
様
子
を
知
ら

せ
て
く
れ
。
ぽ
く
は
九
月
初
め
ま
で
こ
こ
に
滞
在
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
だ
か
ら
、
今
後
、

手
紙
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
あ
て
に
送
り
な
さ
い
。
栗
の
出
来
は
よ
く
な
い
。
だ
が
、
た
っ
ぷ
り

送
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
で
は
体
に
気
を
つ
け
て
。
マ
イ
ヤ
ー
宮
廷
顧
問
官
に
よ
ろ
し
く
。

ツ
ェ
ル
タ
ー
は
申
し
分
な
い
。
彼
も
温
泉
の
効
能
を
ほ
め
て
く
れ
る
。
ア
デ
ュ
ー
。

一
八
一
四
年
九
月
二
十
八
日

か
ら
駅
を
停
車
せ
ず
に
進
み
、
つ
い
に
ヴ
ァ
イ
ン
ハ
イ
ム
に
、
そ
し
て
最
後
に
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
に
達
し
た
。
橋
か
ら
日
没
が
見
ら
れ
た
。
ボ
ア
ス
レ
ー
家
は
格
好
の
宿
泊
所
で
、
絵
画

収
集
室
の
と
な
り
の
大
き
な
部
屋
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
は
大
広
場
の

ジ
ッ
キ
ン
ゲ
ン
館
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
城
の
向
か
い
側
に
あ
る
や
つ
を
。
や
が
て
城
の

後
方
に
月
が
登
り
、
な
ご
や
か
な
夕
食
を
照
ら
し
て
く
れ
た
。

二
十
五
日
日
曜
日
。
オ
ラ
ン
ダ
の
古
い
傑
作
の
鑑
賞
を
始
め
た
。
作
品
を
見
た
ら
、
そ
れ

ら
が
十
分
巡
礼
行
に
値
す
る
と
認
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
ぽ
く
は
、
友
人
皆
に
そ
れ
を
見
せ

た
い
く
ら
い
だ
。
特
に
、
友
人
マ
イ
ヤ
ー
が
、
ぽ
く
自
身
と
作
品
の
た
め
に
、
ぽ
く
の
側
に

い
て
く
れ
た
ら
、
と
思
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
言
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
た
だ

こ
れ
だ
け
は
言
っ
て
お
く
、
ボ
ア
ス
レ
ー
家
の
両
人
が
、
友
人
ベ
ル
ト
ラ
ム
と
力
を
合
わ
せ

て
、
こ
れ
ら
の
高
価
な
作
品
を
集
め
、
維
持
し
て
い
る
の
は
偉
大
な
功
績
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
配
列
し
識
見
を
も
っ
て
手
入
し
て
い
く
の
は
さ
ら
に
大
変
な
こ
と
で

あ
る
、
と
。
マ
イ
ヤ
ー
宮
廷
顧
問
官
に
言
っ
て
く
れ
、
一
部
の
芸
術
家
の
決
ま
り
文
句
は
ぽ

く
ら
の
と
こ
ろ
と
同
様
こ
ち
ら
の
サ
ー
ク
ル
で
も
か
ら
か
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
、
と
。

パ
ウ
ル
ス
と
チ
ボ
ー
と
フ
ス
を
訪
ね
た
。
三
人
と
も
元
気
は
つ
ら
っ
と
し
て
い
た
。
夕
方
、

城
に
登
っ
た
。
谷
は
壮
麗
そ
の
も
の
で
、
日
没
は
壮
厳
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ゲ
ー
ゼ
ン
の
向
こ

う
が
夜
ま
で
赤
々
と
燃
え
て
い
た
。
遅
く
な
ら
な
い
う
ち
に
床
に
つ
く
。

二
十
六
日
月
曜
日
。
日
程
で
は
、
き
の
う
が
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
で
、
き
ょ
う
は
彼
の
弟
子

メ
ム
リ
ン
ク
の
番
だ
。
こ
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め
に
、
先
駆
者
た
ち
も
考
慮
に
入
れ
る
。
す

る
と
新
た
に
不
可
解
な
点
が
生
じ
て
く
る
。
だ
が
、
こ
の
芸
術
の
歩
み
は
、
す
み
か
ら
す
み

ま
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
連
れ
だ
っ
て
、
フ
ォ
ス
と
チ
ボ
ー
と
パ
ウ
ル
ス
が
答
礼
の

た
め
訪
問
し
て
き
た
の
で
、
前
記
の
絵
の
前
で
非
常
に
快
く
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ぽ
く

ら
は
昼
食
を
一
緒
に
と
っ
た
。
元
気
の
よ
い
若
い
医
者
ネ
ー
フ
教
授
も
ぽ
く
ら
と
一
緒
に
食

べ
た
。
な
か
ん
ず
く
そ
の
医
者
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
命
欲
と
彼
ら
の
寛
大
さ
の
件
に

つ
い
て
話
が
な
さ
れ
た
。
食
後
は
絵
を
眺
め
鑑
賞
す
る
の
を
継
続
。
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト

夫
人
が
家
族
を
連
れ
て
到
着
し
て
い
た
の
で
、
ボ
ア
ス
レ
ー
と
散
歩
し
、
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ

ル
ト
夫
人
を
訪
問
し
て
、
一
日
を
終
え
た
。

二
十
七
日
木
曜
日
。
後
続
の
巨
匠
た
ち
の
鑑
賞
を
続
け
た
。
抜
き
ん
で
た
存
在
の
ヤ
ン
・

ス
コ
ー
レ
ル
、
彼
は
、
ア
ル
プ
ス
の
向
こ
う
側
の
芸
術
の
長
所
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
こ
ち
ら
側

に
伝
え
た
最
初
の
人
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
仕
事
に
は
、
そ
の
様
式
に
お
い
て
、
あ
ら

た
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
彼
の
あ
と
に
続
く
の
が
ヘ
ー
ム
ス
ケ
ル
ク
で
あ
る
。
彼
の
多
く
の
絵
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四
十
八
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

そ
し
て
今
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
例
に
な
ら
い
、
野
菜
を
賞
讃
す
る
側
に
い
る
。
多
年
食
べ
た

こ
と
も
な
か
っ
た
サ
ボ
イ
キ
ャ
ベ
ツ
や
カ
ブ
キ
ャ
ベ
ッ
。
今
は
朝
鮮
あ
ざ
み
に
大
い
に
期
待

を
よ
せ
て
い
る
。

ぼ
く
が
現
在
、
じ
り
じ
り
し
な
が
ら
待
ち
望
ん
で
い
る
楽
し
み
は
、
朝
鮮
あ
ざ
み
と
い
う

か
わ
い
い
女
で
あ
る
。
彼
女
は
と
て
も
す
ら
り
と
し
た
体
つ
き
で
、
ぎ
ざ
ぎ
ざ
の
帽
子
を

か
む
っ
て
い
る
。

一
八
＿
四
年
七
月
二
十
九
日

さ
て
、
ぽ
く
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
着
い
た
。
二
十
八
日
金
曜
日
の
夕
方
。
町
は
飾
り
付

け
が
な
さ
れ
て
い
て
、
ぽ
く
と
フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ロ
マ
ン
は
こ
の
注
目
度
に
少
な
か
ら
ず
当
惑

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
王
が
同
様
に
お
忍
び
で
到
着
し
て
い
た
の
を
い
い

こ
と
に
、
目
立
た
ぬ
よ
う
あ
る
隠
れ
家
に
避
難
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
故
、
お
礼
も
言
わ

ず
に
、
カ
ー
ル
を
侍
み
に
、
明
り
の
と
も
っ
た
町
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
。
ラ
ン
プ
の
火

が
と
も
っ
て
い
な
い
所
は
、
そ
の
ぶ
ん
月
が
明
る
＜
照
っ
て
い
た
。
橋
に
立
ち
、
新
し
い
建

物
が
増
え
て
い
る
の
に
驚
い
た
。
至
る
所
で
、
老
朽
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
ま
だ
持
ち
こ

た
え
て
い
る
も
の
、
新
し
く
出
来
た
も
の
を
十
分
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
ぽ
く

ら
の
昔
の
家
の
側
を
通
っ
た
。
家
の
時
計
が
中
で
鳴
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
非
常
に
懐
し
い
音

で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
後
継
の
家
主
が
そ
れ
を
競
売
で
買
っ
て
、
昔
の
場
所
に
そ
れ
を

お
い
た
か
ら
で
あ
る
。
町
の
実
に
多
く
の
も
の
が
変
わ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
た
。

き
ょ
う
二
十
九
日
は
早
く
か
ら
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
ハ
イ
ム
の
市
門
か
ら
外
に
出
て
、
新
し
く
出

来
た
世
界
を
見
て
う
れ
し
か
っ
た
。
ま
ず
左
に
行
き
、
そ
れ
か
ら
右
に
出
て
、
そ
し
て
エ
ッ

シ
ェ
ン
ハ
イ
ム
の
市
門
に
行
っ
た
。
公
園
が
立
派
で
美
し
い
。

そ
れ
か
ら
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
家
に
行
っ
た
。
陪
席
判
事
夫
人
が
、
ぼ
く
の
感
じ
で
は
、
き
わ

め
て
好
意
的
に
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
親
切
で
知
的
で
あ
っ
た
。
見
事
な

古
い
銅
器
や
、
か
な
り
新
し
い
立
派
な
も
の
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
兄
も
来
て
、
大
い
に
話

が
は
ず
ん
だ
。

ヴ
ィ
レ
マ

ー
は
製
革
工
場
に
い
る
。
暑
さ
の
た
め
、
リ
ー
ゼ
を
訪
ね
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
一
日
に
二
、
三
回
着
替
え
る
。
部
屋
の
ど
こ
に
い
た
ら
い
い
の
か
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な

い
。
こ
の
奇
妙
な
状
況
に
慣
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
。
夜
間
、
ヴ
ィ

ー
ス
バ
ー
デ
ン
に

何
は
さ
て
お
き
、
い
と
し
い
人
よ
、
君
が
ぽ
く
に
こ
の
地
に
行
く
よ
う
勧
め
て
く
れ
た
こ

と
に
感
謝
す
る
。
大
地
も
天
も
人
間
も
異
な
っ
て
い
る
。
一
切
が
明
る
い
特
性
を
持
ち
、
ぽ

く
は
日
に
日
に
元
気
に
な
る
湯
治
客
の
様
子
が
ぽ
く
に
も
わ
か
っ
て
き
た
。
ぽ
く
は
清
潔
で

涼
し
い
宿
に
引
き
移
り
、
部
屋
で
食
事
を
と
り
、
全
て
ぽ
く
流
の
や
り
方
で
生
活
し
て
い
る
。

当
地
の
勤
人
や
実
業
家
の
中
に
は
す
ぐ
れ
た
人
物
も
い
る
。
す
で
に
何
人
か
の
人
と
知
り
合

い
に
な
っ
た
。
上
級
鉱
山
官
ク
ラ
マ

ー
は
す
ば
ら
し
い
鉱
物
標
本
室
を
持
っ
て
い
る
。
ぽ
く

は
す
で
に
幾
晩
も
そ
れ
に
夢
中
だ
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
バ
ッ
ハ
の
水
は
、
当
地
の
お
湯
と
あ
い
ま
っ

て
、
ぽ
く
の
健
康
に
非
常
に
よ
い
。

一
日
一
日
が
こ
の
よ
う
に
過
ぎ
て
行
く
。
楽
し
く
、
効

能
が
あ
り
、
有
益
だ
。
リ
ー
ゼ
が
訪
ね
て
来
た
。
彼
は
実
に
誠
実
で
、
親
切
で
、
知
的
だ
。

ゲ
ル
ニ
ン
グ
も
こ
こ
に
い
る
。
し
か
し
彼
は
奇
妙
な
仕
事
を
し
て
い
る
。
ぽ
く
に
は
ま
だ
良

＜
呑
み
こ
め
な
い
。
彼
は
多
く
の
こ
と
に
頭
を
突
っ
込
み
、
交
渉
人
、
仲
買
人
、
法
律
顧
問

を
や
る
。
彼
は
ま
た
、
詩
人
、
骨
と
う
屋
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
羽
振
り
を
き
か
そ
う

と
す
る
が
、
ど
の
分
野
で
も
信
頼
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
日
々
、
遊
山
の
催
し
が

一
ダ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
な
土
地
で
は
、

仲
間
や
家
族
は
ち
り
ぢ
り
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

実
業
家
も
か
な
り
広
範
で
、
活
発
な
活
動
を
し
て
い
る
。
ぽ
く
は
こ
れ
ら
全
て
を
じ
っ
く
り

見
学
す
る
つ
も
り
だ
。
統
轄
し
て
い
る
大
臣
と
高
級
官
吏
た
ち
は
全
員
若
く
て
、
楽
し
み
な

が
ら
仕
事
を
し
て
お
り
、
行
動
に
ゆ
と
り
が
あ
る
。
大
公
は
七
十
代
に
は
い
っ
て
お
り
、
お

も
に
、
凛
々
し
い
若
者
か
ら
な
る
軍
隊
を
引
き
受
け
て
い
る
。
こ
こ
に
駐
屯
し
て
い
る
部
隊

は
、
ぽ
く
ら
の
所
と
ほ
と
ん
ど
衣
服
が
か
わ
ら
な
い
。

ヴ
ィ
ー
ス
バ

ー
デ
ン
は
広
大
な
谷
の
中
に
あ
る
。
南
の
前
方
は
丘
に
よ
っ
て
、

北
は
山
に

よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

山
に
登
る
と
、
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な
い
、
き
わ
め
て
美
し
い

眺
望
が
え
ら
れ
る
。

（
前
回
の
は
、
八
月
十
三
日
土
曜
日
に
書
か
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
後
体
験
し
た
楽
し
い

こ
と
を
次
の
便
で
記
す
）

十
四
日
日
曜
日
、
再
度
ビ

ー
プ
リ
ッ
ヒ
で
御
馳
走
に
な
る
。
尊
き
方
々
は
好
意
的
で
、
食

四
十
九
ヴ
ィ
ー
ス
バ

ー
デ
ン

行
く
つ
も
り
だ
。
月
明
り
が
ぽ
く
の
味
方
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

シ
ュ

ロ
ッ
サ
ー
先
生
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
バ
ッ
ハ
の
水
を
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
の
ゼ
ル
ツ
ァ

ー
市
長

に
送
る
。
そ
れ
で
は
元
気
で
。
顔
も
体
も
汗
だ
ら
け
だ
。

一
八
一
四
年
八
月
十
九
日
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像
で
き
る
だ
ろ
う
。
糧
抹
を
積
ん
だ
荷
車
が
行
き
来
し
、
田
舎
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
人
々
が

来
て
、
一
日
中
大
変
な
に
ぎ
わ
い
だ
。
そ
れ
に
手
廻
し
オ
ル
ガ
ン
弾
き
が
い
る
し
、
芸
を
す

る
奇
妙
な
服
の
子
供
が
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ほ
か
に
屋
台
と
店
が
あ
る
。
市
で
見
ら
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
珍
し
い
も
の
が
あ
る
。

ぽ
く
は
、
ド
レ
ー
ス
デ
ン
の
地
図
を
買
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
町
と
近
郊
の
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
運
動
と
気
晴
ら
し
が
非
常
に
効
果
が
あ
る
。
ぼ
く
は
今
や
っ
と
自
分
を
と
り
戻
し

始
め
て
い
る
。
君
た
ち
も
元
気
な
ら
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
。
ぽ
く
は
ま
だ
多
く
の
人

に
会
っ
て
は
い
な
い
し
、
会
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
楽
し
く
は
な
い
。
聞
く
の
は
た
だ
、
自
分
自

身
が
心
な
ら
ず
も
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
だ
。
過
去
の
こ

と
を
聞
く
の
は
い
や
な
も
の
だ
。
そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
何
か
言
え
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

御
託
宣
や
指
図
や
作
り
話
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
無
数
に
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
ト
の
た
め
に
完
璧

な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
や
れ
る
く
ら
い
に
。

い
と
し
い
人
よ
、
君
が
元
気
な
ら
ば
、
ぽ
く
は
昔
も
今
も
そ
れ
を
願
っ
て
や
ま
な
い
が
、

満
足
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
運
動
と
気
晴
ら
し
の
お
か
げ
で
ぼ
く
は
す
ぐ
に
元
気
に
な
っ

た
。
体
に
気
を
つ
け
て
。
ぽ
く
を
愛
し
て
お
く
れ
。
ぽ
く
宛
の
も
の
は
全
て
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が

面
倒
を
見
て
く
れ
る
。

同
封
の
手
紙
を
手
放
す
こ
と
は
な
い
。
適
当
に
は
し
よ
っ
て
読
ん
で
あ
げ
な
さ
い
。
詩
は

近
々
送
る
。

一
八
一
四
年
七
月
二
十
八
日

ま
ず
何
は
さ
て
お
い
て
、
ぽ
く
を
馬
車
に
乗
る
気
に
さ
せ
て
く
れ
た
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
人

に
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
猛
暑
の
中
で
、
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
て

い
た
だ
ろ
う
。

二
十
五
日
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
が
ら
み
の
詩
を
た
く
さ
ん
書
い
た
。
大
部
分
は
で
き
が
良
い
。

正
午
、
ゴ
ー
タ
の
「
モ
ー
ル
人
館
」
、
快
適
で
あ
っ
た
。
途
中
、
フ
ォ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
ベ
ル

ク
夫
妻
を
訪
問
し
た
。
六
時
、
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
。
城
館
の
管
理
人
が
丁
重
に
も
て
な
し
て
く

れ
た
。
冷
た
い
ス
ー
プ
を
よ
ば
れ
た
が
、
そ
の
材
料
は
ど
ん
な
旅
人
に
も
推
薦
も
の
だ
。
フ
ォ

ン
・
ゲ
ッ
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
と
フ
ォ
ン
・
エ
グ
ロ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
が
ぽ
く
を
訪
ね
て
来
た
。

四
十
七

5
 

8
 

ハ
ー
ナ
ウ

二
十
六
日
五
時
に
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
を
出
発
。
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
の
あ
た
り
は
掘
が
か
か

り
す
ば
ら
し
い
朝
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
気
持
の
よ
い
一
日
。
ヒ
ュ
ン
フ
ェ
ル
ト
で
年
の
市
、

い
く
つ
か
諧
諸
詩
が
で
き
た
。
六
時
、
フ
ル
ダ
の
駅
舎
。
人
の
話
を
聞
い
て
い
た
ら
、
元
気

が
で
て
き
た
。
ギ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
の
ペ
ト
リ
先
先
が
ぽ
く
を
訪
ね
て
き
た
。
一
日
中
か
か
っ

て
書
い
た
詩
は
前
日
よ
り
少
な
く
、
出
来
の
よ
い
の
も
非
常
に
少
な
い
。

二
十
七
日
フ
ル
ダ
を
出
発
。
空
は
き
わ
め
て
晴
れ
わ
た
っ
て
い
る
。
高
い
所
か
ら
す
ば
ら

し
い
谷
あ
い
の
司
教
区
フ
ル
ダ
を
眺
め
る
。
も
っ
た
い
な
い
こ
と
に
、
そ
こ
は
、
今
は
、
誰

の
も
の
で
も
な
い
。
ノ
イ
ホ
ー
フ
の
あ
た
り
は
穀
物
が
実
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ル
ュ
ヒ
テ
ル
ン

と
ザ
ー
ル
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
あ
い
だ
の
町
や
村
に
は
軒
並
み
亜
麻
や
麻
の
砕
茎
機
。
草
原
に

最
初
の
こ
う
の
と
り
。
そ
し
て
最
初
の
穀
物
の
収
穫
。
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
向
か
っ
て
進
む
。

こ
の
地
の
手
前
は
ぶ
ど
う
畑
、
そ
れ
か
ら
古
い
禾
束
堆
。
そ
れ
が
こ
の
前
の
災
難
の
あ
と
で

以
前
よ
り
ひ
ど
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
赤
ひ
げ
王
の
城
を
訪
ね
る
。
一

見
の
価
値
あ
り
。
廃
墟
。
一
部
は
ま
だ
十
分
識
別
で
き
る
。
か
た
い
砂
岩
製
。
柱
頭
や
壁
飾

り
は
き
の
う
出
来
た
よ
う
だ
。
し
か
し
威
厳
に
と
ぽ
し
く
、
状
況
を
把
握
せ
ず
に
装
飾
ば
か

り
が
先
行
。
全
体
の
特
徴
を
簡
単
に
言
う
と
こ
ん
な
ふ
う
に
な
る
。
七
時
、
ハ
ー
ナ
ウ
。

前
記
の
城
は
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
か
ら
十
五
分
の
所
に
あ
る
。
城
（
ブ
ル
ク
）
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
本
当
は
―
つ
の
島
だ
。
周
り
を
水
が
勢
い
よ
く
流
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
古
い
宮
殿

は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
の
空
間
は
、
多
く
が
ひ
ど
い
あ
り
さ
ま
の
、
一
部
倒
壊
し

た
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
居
住
し
て
い
た
家
屋
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
は
収
容

所
な
の
だ
。
こ
の
島
が
町
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
フ
リ
ー
ト
ベ

ル
ク
城
の
も
の
で
あ
っ
た
。
誰
か
が
正
し
い
感
覚
で
宮
殿
跡
を
描
い
た
ら
、
き
わ
め
て
興
味

深
い
絵
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
現
在
、
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
で
職
を
得
て
い

る
フ
ン
デ
ス
ハ
ー
ゲ
ン
氏
な
ら
う
ま
く
や
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

城
へ
の
行
き
帰
り
、
も
の
す
ご
い
暑
さ
の
た
め
、
汗
み
ず
く
に
な
り
、
ハ
ー
ナ
ウ
に
着
い

て
、
着
替
え
を
し
、
一
息
つ
い
て
、
人
心
地
が
つ
い
た
…
。

ウ
リ
ー
ネ
ン
と
リ
ー
マ
ー
に
よ
ろ
し
く
。
マ
イ
ヤ
ー
に
皇
帝
の
宮
殿
の
こ
と
を
話
し
て
や

り
な
さ
い
。
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
暑
さ
だ
。

注
一
、
早
朝
六
時
に
塔
に
登
っ
た
。
谷
の
広
さ
と
美
し
さ
に
ま
ず
一
驚
し
た
。

注
二
、
オ
ペ
ラ
『
ラ
イ
オ
ン
の
椅
子
』
の
構
想
が
き
の
う
ま
と
ま
り
、
き
ょ
う
清
書
し
た
。

注
三
、
そ
し
て
い
ち
ば
ん
う
れ
し
い
こ
と
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
バ
ッ
ハ
の
水
が
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
か
ら
届
け
ら
れ
る
こ
と
だ
。
あ
れ
は
天
上
の
飲
物
だ
。
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こ
ん
な
も
の
）
』
と
は
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
い
や
は
や
、
未
だ
か
つ
て
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
目
に

会
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
年
老
い
て
、
痩
せ
細
り
、
し
か
も
手
足
の
き
か
な
い
女
た
ち

が
、
陽
気
な
娘
の
役
、
愛
人
は
、
し
ゃ
ち
こ
ば
っ
た
棒
の
よ
う
な
男
で
、
破
天
荒
こ
の
上
な

く
、
歌
手
と
き
た
ら
話
す
気
に
も
な
ら
な
い
。
歌
は
必
ず
し
も
悪
く
な
か
っ
た
が
、
楽
し
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ぽ
く
は
恐
く
な
り
、
オ
フ
ィ
サ
ー
が
船
に
乗
り
こ
む
よ
う
な
風
情
で

逃
げ
出
し
て
き
た
。
帰
途
、
大
き
な
人
だ
か
り
に
出
会
っ
た
。
そ
の
人
だ
か
り
越
し
に
美
し

い
郵
便
馬
車
が
の
ぞ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
屋
根
に
入
れ
物
箱
の
つ
い
た
す
ば
ら
し
い
四
輪

馬
車
で
、
御
車
台
に
は
宮
廷
風
の
大
男
が
坐
っ
て
い
た
。
車
は
と
あ
る
家
の
前
で
止
ま
っ
た
。

人
を
押
し
わ
け
て
進
む
と
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
が
降
り
て
来
た
。
四
月
四
日
、
彼
は
ヴ
ァ
イ

マ
ル
で
ぽ
く
に
別
れ
を
告
げ
て
去
っ
た
の
に
。
何
と
い
う
不
思
議
な
再
会
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ

ン

・
エ
ン
デ
氏
と
フ
ォ
ア
ロ
ー
レ
ン
が
彼
の
世
話
を
し
て
い
る
。
医
者
が
一
人
付
き
、
行
き

届
い
た
世
話
を
受
け
て
い
る
。

夜
十
一
時
頃
、
恐
ろ
し
い
物
音
で
目
が
覚
め
た
。
通
り
は
た
い
ま
つ
の
明
り
に
照
ら
さ
れ

て
い
た
。
戦
場
の
よ
う
な
荒
々
し
い
轟
音
に
び
っ
く
り
し
て
眠
り
か
ら
覚
め
た
。
一
部
隊
が

通
り
に
休
憩
し
て
い
た
。
予
告
さ
れ
て
い
な
い
宿
営
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
＜
忌
ま
い
ま
し
い

こ
と
に
、
大
き
な
家
々
の
門
が
蹴
り
あ
け
ら
れ
、
た
い
ま
つ
の
光
の
も
と
、
十
人
、
二
十
人
、

三
十
人
が
建
物
の
中
に
突
進
し
て
来
た
。
だ
が
、
主
た
ち
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は

慣
れ
て
い
て
、
部
屋
や
寝
る
場
所
の
手
筈
を
で
き
る
か
ぎ
り
整
え
た
。
食
事
は
す
で
に
用
意

が
で
き
て
い
て
、
温
め
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。
ど
ろ
っ
と
し
た
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
、
牛
肉
、
酢

漬
け
キ
ャ
ベ
ツ
、
玉
ね
ぎ
と
ニ
ン
ニ
ク
を
そ
え
た
じ
ゃ
が
い
も
の
サ
ラ
ダ
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
が

評
宴
の
お
も
な
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
。
二
十
二
日
の
木
曜
日
、
ぽ
く
ら
は
銅
版
画
展
示
室
に
出

か
け
、
そ
こ
で
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
風
の
大
き
な
装
禎
を
心
ゆ
く
ま
で
堪
能
し
、
な
じ
み
の
作
品

と
旧
交
を
温
め
、
ま
っ
た
＜
予
期
せ
ぬ
新
し
い
の
に
親
し
み
を
覚
え
た
。
食
後
は
美
術
品
陳

列
室
の
方
に
。
目
ぽ
し
い
物
は
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ

シ
ュ
タ
イ
ン
に
避
難
さ
せ
て
あ
っ
た
が
、
残
っ

て
い
る
も
の
を
見
る
の
に
一
年
は
か
か
る
だ
ろ
う
。
デ
ミ
ア
ニ
ー
監
督
官
が
最
初
に
ぽ
く
ら

に
告
げ
た
こ
と
は
、
リ
ー
デ
ル
館
長
は
、
全
て
を
ま
た
こ
ち
ら
に
持
っ
て
来
る
た
め
に
、
今
、

ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ぽ
く
ら
も
そ
れ
を
待

と
う
と
思
う
。
こ
れ
は
幸
先
の
良
い
印
だ
ろ
う
。

ド
レ
ー
ス
デ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
非
常
に
活
気
が
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
ド
レ
ー
ス

デ
ン
に
は
も
と
も
と
少
な
く
と
も
四
万
人
の
住
民
が
い
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
平
和
時
で
も

何
ら
か
の
活
動
を
し
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
人
々
に
必
要
な
品
を
調
達
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
す
か
ら
。
次
に
、
週
市
の
様
子
を
で
き
る
だ
け
記
し
て
み
る
。

目
を
引
い
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
少
年
聖
歌
隊
が
、
い
つ
も
の
長
い
マ
ン
ト
で
は

な
く
、
き
っ
ち
り
し
た
黒
の
燕
尾
服
を
着
て
、
全
体
に
黒
で
身
を
か
た
め
、
数
に
し
て
約
三

十
名
、
通
り
を
ね
り
歩
い
た
。
四
人
ず
つ
腕
を
組
み
、
頭
に
は
大
き
な
山
高
帽
を
か
ぶ
り
、

指
揮
者
を
先
頭
に
立
て
て
。
彼
ら
は
あ
る
流
行
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
せ
て
行
進
し
た
。
そ

の
歌
詞
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

ぽ
く
ら
は
路
地
を
ね
り
歩
く

ぼ
く
ら
は
陽
気
な
仲
間
た
ち

勝
手
気
ま
ま
に
流
れ
行
く

ぽ
く
ら
の
心
を
と
ら
え
た
も
の
を

ぽ
く
ら
は
手
に
は
し
な
か
っ
た

た
と
え
悪
魔
が
連
れ
に
来
て
も

ぽ
く
ら
は
側
を
離
れ
な
い

き
わ
め
て
立
派
な
家
々
の
前
で
、
そ
し
て
ぼ
く
ら
の
家
の
前
で
も
彼
ら
は
敬
礼
を
し
て
、

上
記
の
歌
の
一
節
を
歌
っ
た
り
、
ま
た
も
っ
と
真
面
目
な
歌
の
一
節
を
歌
っ
て
、
そ
れ
か
ら

先
に
進
ん
で
行
っ
た
。
こ
の
黒
服
の
一
団
は
す
っ
か
り
軍
隊
的
精
神
に
染
ま
っ
て
い
た
。

と
り
た
て
て
言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
市
場
に
た
た
ず
ん
で
い
た
コ
ザ
ッ
ク
人
た

ち
が
全
て
の
人
々
に
取
り
ま
か
れ
、
じ
ろ
じ
ろ
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
落
ち
着
き
払
っ

て
ほ
と
ん
ど
気
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
。
彼
ら
が
ア
ジ
ア
的
な
真
の
象
徴
で
あ
る
ラ
ク
ダ

を
連
れ
て
く
る
と
、
な
ん
と
老
い
も
若
き
も
走
り
寄
っ
て
来
た
の
だ
。
ぽ
く
は
こ
の
奇
妙
な

異
国
人
が
数
人
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
お
も
ち
ゃ
を
売
っ
て
い
る
店
の
前
に
立
っ
て
い
る
の

を
目
に
し
た
。
彼
ら
は
針
箱
を
買
っ
て
、
小
馬
に
大
喜
び
し
て
い
た
。
特
に
馬
を
つ
な
い
だ

馬
車
に
。
彼
ら
は
談
笑
し
な
が
ら
、
色
々
な
物
を
近
く
に
よ
っ
て
さ
り
げ
な
く
指
差
し
て
い

た
が
、
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
時
の
散
歩
で
、
捨
て
子
を
買
っ
た
。
で
も
家
族
が
増
え
る
と
い
っ
て
驚
く
必
要
は
な

い
。
む
し
ろ
リ
ー
マ
ー
氏
に
君
た
ち
か
ら
知
ら
せ
て
や
る
と
よ
い
、
そ
れ
は
名
前
の
わ
か
ら

ぬ
、
も
し
か
す
る
と
た
っ
た
一
っ
し
か
な
い
不
思
議
な
捨
て
子
石
だ
、
と
。
軍
隊
、
特
に
士

官
た
ち
が
、
馬
や
徒
歩
で
、
車
に
坐
り
車
に
立
ち
、
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
の
は
、
想
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て
、
暗
い
背
景
を
背
に
、
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
よ
う
に
立
っ
て
い
た
。
フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
や
ル

ー

ベ
ン
ス
と
い
え
ど
も
こ
れ
ほ
ど
美
し
く
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
子
供
の
美

し
さ
、
好
ま
し
い
照
明
、
暗
い
背
景
、
ガ
ラ
ス
の
き
ら
め
き
、
全
て
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、

見
あ
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
今
、
母
親
が
か
わ
い
い
袈
襟
を
な
お
し
て
、
こ
の
小
さ
な
絵

は
完
全
に
完
成
し
た
。
こ
の
間
ず
っ
と
、
彼
女
は
ぽ
く
ら
を
見
つ
め
て
い
て
、
そ
ん
な
ふ
う

に
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
に
、
何
か
喜
び
す
ら
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
同
じ
広
場

に
建
つ
聖
堂
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
、
外
見
は
何
ら
目
を
引
く
も
の
は
な
か
っ
た
が
、

内
部
は
、
ぽ
く
が
知
っ
て
い
る
あ
の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
建
物
の
中
で
も
も
っ
と
も
涵
酒
で

も
っ
と
も
美
し
い
。
も
ろ
も
ろ
の
記
念
物
に
よ
っ
て
陰
気
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
二
階
席
に

よ
っ
て
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
黄
色
味
を
帯
び
た
塗
装
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
白
い
ガ
ラ
ス

窓
に
よ
っ
て
明
る
く
な
り
、
内
陣
の
た
っ
た
一
枚
の
中
央
の
窓
だ
け
に
彩
色
が
残
っ
て
い
た
。

こ
の
内
陣
で
、
ぽ
く
の
目
を
引
き
目
新
し
く
思
え
た
の
は
、
聖
堂
参
事
会
員
の
座
席
の
上
の

石
を
彫
っ
て
作
ら
れ
た
天
蓋
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
空
中
に
漂
う
礼
拝
堂
で
あ
り
、
城
郭
で
あ

る
。
そ
し
て
宗
教
的
な
も
の
と
騎
士
的
な
も
の
が
た
え
ず
交
錯
し
て
い
る
。
聖
堂
参
事
会
員

が
古
い
騎
士
の
出
で
あ
り
、
礼
拝
堂
が
彼
ら
の
塔
に
由
来
す
る
の
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は

き
わ
め
て
も
っ
と
も
な
装
飾
で
あ
る
。
ぽ
く
は
す
ぐ
に
そ
れ
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
が
、
そ
れ
を

見
る
と
全
体
の
概
念
を
把
握
で
き
て
も
、
記
述
に
よ
っ
て
は
不
可
能
だ
。

朝
食
は
鯉
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
風
の
ソ
ー
ス
を
か
け
て
食
べ
た
。
こ
れ
は
昨
晩
賞
味
し
て
お
い

し
か
っ
た
も
の
だ
。
焼
け
落
ち
た
橋
の
支
柱
を
見
学
し
て
、

十
二
時
半
に
出
発
し
た
。
空
は

半
ば
雲
に
お
お
わ
れ
、
大
気
は
冷
た
か
っ
た
が
、
日
差
し
は
十
分
あ
り
、
き
わ
め
て
楽
し
い

旅
で
あ
っ
た
。
ぽ
く
ら
は
新
し
く
か
け
ら
れ
た
浮
き
橋
を
渡
り
、
エ
ル
ベ

川
の
右
岸
に
出
た。

想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
ち
ら
側
は
、
耕
作
が
な
さ
れ
、
家
が
建
て
ら
れ
て
い

る
。
最
初
は
ぼ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
、
そ
の
あ
と
は
数
時
間
に
わ
た
り
家
並
み
が
続
き
、
果
て
る

こ
と
の
な
い
市
街
区
を
形
作
っ
て
い
る
。
新
市
街
で
は
全
て
が
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
。
金
属
性

の
王
の
立
像
は
相
変
わ
ら
ず
同
じ
場
所
で
無
傷
の
ま
ま
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
し
て
い
た
。
ヴ
ァ
イ
マ

ル
の
は
、
橋
の
ア
ー
チ
の
爆
発
の
と
き
腕
を
一
本
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
の
に
。

町
に
は
い
る
三

十
分
く
ら
い
手
前
で
、
た
く
さ
ん
の
散
歩
す
る
人
々
に
出
会
っ
た
。
い
や
、
読
書
し
て
い
る

婦
人
に
も
会
っ
た
。
三
回
目
の
祝
日
を
迎
え
、
橋
は
す
っ
か
り
は
な
や
い
で
、
数
知
れ
な
い

紳
士
淑
女
が
そ
ぞ
ろ
歩
き
し
て
い
た
。
爆
破
さ
れ
た
二
つ
の
ア
ー
チ
は
木
組
で
再
建
さ
れ
て

い
た
が
、
石
橋
の
高
さ
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
下
っ
て
、
ま
た
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
が
き
っ
か
け
で
こ
ん
な
ひ
ど
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
聞
か
な
か
っ
た
。

町
も
非
常

に
活
気
が
あ
っ
た
。
モ

ー
リ
ッ
ツ
通
り
に
は
、
良
い
宿
を
期
待
し
て
、
ロ
シ
ア
人
が
何
人
か

た
た
ず
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
ぽ
く
ら
は
奇
妙
な
気
が
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ぽ
く
が
ベ

ル
ン
ハ
ル
ト
王
子
の
住
い
に
着
く
と
、
フ
ェ
ア

ロ
ー
レ
ン
大
尉
が
出
迎
え
て
、
ち
ょ
う
ど
家

を
片
づ
け
て
、
殿
下
の
た
め
に
整
え
た
と
こ
ろ
で
す
、
と
語
っ
た
か
ら
だ
。
ぽ
く
は
こ
ん
な

に
部
屋
を
上
手
に
分
配
し
、
き
ち
ん
と
整
え
て
く
れ
る
こ
と
に
驚
嘆
し
た
。
当
地
に
は
ケ
ル

ナ
ー

一
家
の
ほ
か
に
御
婦
人
方
も
い
て
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
手
配
を
取
り
決
め
て
く
れ
た

の
だ
。
フ
ェ
ア

ロ
ー

レ
ン
大
尉
は
た
だ
ち
に
ぽ
く
ら
の
た
め
に
彼
の
住
い
の
二
階
に
別
な
宿

所
を
整
え
て
く
れ
た
。
そ
ば
に
フ
ォ
ン

・
ブ
ル
ク
ス
ド
ル
フ
宮
廷
顧
問
官
氏
が
い
る
。
き
わ

め
て
快
適
で
、
サ
ー
ビ
ス
は
良
い
。
食
事
は
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
あ
ま
り
高
く
な
い
す
ば

ら
し
い
の
が
見
つ
か
る
。
ワ
イ
ン
は
き
ょ
う
ま
で
も
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ク
酒
も
。
今
朝
、

フ
ォ
ン

・
エ
ン
デ
氏
を
訪
ね
、
そ
れ
か
ら
ケ
ル
ナ
ー

一
家
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
、
諸
著
作
に

よ
っ
て
愛
国
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ル
ン
ト
氏
に
会
っ
た
。
そ
し
て
話
が
は

ず
み
、
食
後
、
四
月
二
十
一
日
の
二
時
半
ま
で
お
邪
魔
し
た
。
残
念
な
が
ら
例
の
ワ
イ
ン
は

尽
き
た
。
二
倍
の
値
段
が
し
た
方
は
お
い
し
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
体
に
気
を
つ
け
て
、

続
き
を
楽
し
み
に
。ド

レ
ー
ス
デ
ン

一
八
＿
三
年
四
月
二
十
二
日
—

二
十
五
日

二
十

一
日
水
曜
日
の
午
後
、
メ
ン
グ
ス
の
ギ
プ
ゼ
の
と
こ
ろ
に
出
か
け
、
二
、
三
時
間
す
っ

か
り
楽
し
ん
で
、
大
い
に
知
識
を
深
め
た
。
多
く
の
ロ
シ
ア
人
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い

た
が
、
監
督
官
が
も
っ
と
も
ら
し
い
顔
で
何
か
話
し
て
聞
か
せ
て
い
た
。
一
人
の
若
く
て
ハ

ン
サ
ム
な
士
官
が
、
ぽ
く
の
い
る
周
り
を
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
、
彼
に
話

し
か
け
た
。
彼
は
フ
ォ
ン

・
ノ
ル
テ
ン
一
族
の
者
だ
と
名
の
っ
た
。
そ
の
名
前
は
知
っ
て
い

た
。
彼
の
親
族
の
一
人
が
し
ば
ら
く
イ
ェ

ー
ナ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
、
ル
ー
ド
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
に

住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
君
た
ち
は
そ
の
人
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
だ
ろ

う
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
来
た
ら
、
家
を
訪
ね
る
よ
う
に
、
言
っ
た
よ
。
決
し
て
起
り
え
な
い
こ

と
で
は
な
い
し
‘
―
つ
の
交
友
が
ど
ん
な
利
益
を
も
た
ら
す
か
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
か
ら

ね。
ア
ウ
グ
ス
ト
は
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
行
政
官
グ
ラ
フ
が
当
地

の
管
理
委
員
会
の
メ
ン
バ

ー
だ
。
彼
は
、
ぽ
く
に
会
え
た
こ
と
を
非
常
に
喜
ん
で
く
れ
た
。

夜
、
ぽ
く
ら
は
芝
居
に
出
か
け
た
。
イ
タ
リ
ア
の
『
コ
シ

・
フ
ァ
ン

・
ト
ウ
ッ
テ
（
女
は
皆

四
十
六
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前
回
の
は
十
七
日
の
夜
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
で
す
ぐ
に
書
い
て
、
ぽ
く
が
元
気
な
証
拠
に
、
直

ち
に
発
送
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
郵
便
の
流
通
が
止
ま
っ
て
い
た
の
で
、

そ
の
手
紙
を
一
緒
に
持
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
復
活
祭
の
日
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ

に
出
か
け
た
が
、

曇
り
空
で
、
荒
れ
模
様
で
あ
っ
た
。
道
は
終
止
よ
か
っ
た
。
し
か
し
人
影

が
な
く
、
砂
漠
を
行
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
空
が
晴
れ
て
き
て
、
十
二
時
に
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ

の
ザ
ク
セ
ン
ホ
テ
ル
に
た
ど
り
着
い
た
。
マ
ル
ク
ラ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
で
、
何
か
一
種
の
ゲ
ー

ム
に
興
じ
て
い
る
数
人
の
ロ
シ
ア
人
に
出
会
っ
た
。
非
常
に
お
い
し
い
食
事
の
お
か
げ
で
、

ま
た
元
気
が
回
復
し
て
き
て
、
町
を
見
て
廻
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
刺
す
よ
う
な
風
が
吹
い
て

い
て
、
楽
し
く
は
な
か
っ
た
。
夜
は
ゾ
ル
プ
リ
ッ
ヒ
氏
の
朗
読
会
に
出
か
け
た
。
あ
な
が
ち

空
疎
で
、
中
味
が
な
く
、
悪
趣
味
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
聴
衆
の
感
じ
は
良
か
っ
た
。
き
っ

と
約
三
百
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
ラ
ー
の
収
入
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
た
っ
た
一

度
だ
け
、
彼
が
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
皇
帝
万
歳
を
促
し
た
と
き
だ
け
、
拍
手
喝
采
を
し
た
。
こ

の
あ
わ
れ
な
男
が
自
分
の
仕
事
を
理
解
し
て
い
た
ら
、
彼
は
す
ぐ

「
元
気
を
出
せ
、
同
志
よ
、

い
ざ
馬
に
、
い
ざ
馬
に
」
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
き
っ
と
大
き
な
興
奮
を
呼

び
起
こ
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
は
せ
ず
に
彼
は
、
物
悲
し
げ
な
調
子
で
、
あ
ら
ゆ
る
詠
歎
に

満
ち
た
ド
イ
ツ
の
歌
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
惨
め
な
歌
を
吟
詠
し
は
じ
め
た
。
「
私
は
愛
し
て
い

た
が
、
今
は
も
う
愛
し
て
い
な
い
」
し
か
し
読
み
終
っ
て
も
、
他
の
似
た
よ
う
な
場
合
の
あ

と
と
同
様
、
手
が
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ぼ
く
ら
は
途
中
で
逃
げ
出
し
た
。
そ
の
か
わ
り
、

ア
ウ
グ
ス
ト
が
話
し
た
骸
骨
の
踊
り
の
伝
説
を
、
余
興
に
、
適
当
な
韻
を
付
し
て
書
き
つ
け

た
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ン
王
子
に
献
呈
さ
れ
、
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
や
他
の
う
ま
い
も
の
が
欠
乏
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

十
九
日
の
月
曜
日
、
と
り
た
て
た
収
穫
も
な
く
、
整
備
さ
れ
た
人
の
い
な
い
道
路
を
ヴ
ル

ツ
ェ
ン
に
向
か
っ
た
。
ヴ
ル
ツ
ェ
ン
で
は
、
渡
し
場
の
横
に
、
真
新
し
い
軍
事
用
の
橋
が
あ

る
の
に
気
づ
い
た
。
オ
シ
ャ
ツ
で
ま
あ
ま
あ
の
旅
館

「獅
子
館
」
を
見
つ
け
、
そ
こ
で
、
ゾ

四
十
五

で
い
て
、
都
合
に
応
じ
て
、
涙
を
流
さ
せ
て
い
た
。
い
く
つ
か
見
所
を
見
落
と
し
た
が
、
た

だ
、
雨
が
降
る
と
、
つ
ば
き
を
ま
き
散
ら
し
て
、
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る

蛇
腹
の
野
獣
は
見
た
。
そ
の
他
、
も
っ
と
一
見
に
値
す
る
も
の
を
見
落
と
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。

ド
レ
ー
ス
デ
ン

一
八
＿
三
年
四
月
二
十
一
日

ル
プ
リ
ッ
ヒ
の
歌
の
パ

ロ
デ
ィ
ー
を
書
い
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
「
恋
は
何
度
も

し
て
き
た
が
、
本
当
の
恋
は
今
度
が
初
め
て
だ
」
こ
の
調
子
で
も
っ
と
続
く
。
ラ
イ
プ
チ
ッ

ヒ
を
出
る
と
一
面
雪
が
積
も
り
、
霧
氷
が
付
い
て
い
た
が
、
そ
れ
も
溶
け
て
な
く
な
っ
た
。

親
し
げ
な
夕
方
の
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
、
美
し
い
エ
ル
ベ
谷
が
眼
前
に
広
が
る
。
ち
ょ
う
ど

良
い
頃
合
に
環
状
都
市
マ
イ
セ
ン
に
着
い
た
。
数
知
れ
な
い
荷
車
が
向
か
い
合
っ
て
大
き
な

糧
抹
倉
庫
に
荷
を
お
さ
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
車
が
そ
の
あ
た
り
一
帯
を
占
領
し
て
い
た
。

二
人
の
娘
の
い
る
未
亡
人
が
、
こ
の
き
び
し
い
時
代
に
、
旅
館
を
経
営
し
て
い
た
。
下
の
娘

を
見
て
、
ぼ
く
は
、
君
た
ち
の
幸
せ
な
あ
り
様
を
思
い
出
し
た
。
彼
女
は
、
橋
が
燃
え
た
こ

と
や
、
夜
、
炎
が
ど
ん
な
に
美
し
く
見
え
た
か
を
、
大
変
落
ち
着
い
て
話
し
て
く
れ
た
。
倒

壊
し
た
橋
が
燃
え
な
が
ら
流
れ
て
行
き
、
材
木
置
場
に
流
れ
着
い
た
が
、
そ
よ
と
も
風
が
吹

か
な
か
っ
た
の
で
、
す
べ
て
は
し
だ
い
に
消
え
た
。
一
時
間
半
で
、
火
花
も
止
ん
だ
。
さ
ら

に
彼
女
は
、
自
分
が
食
事
の
世
話
を
し
た
病
人
や
捕
虜
の
こ
と
、
最
近
何
度
か
あ
っ
た
宿
営

の
こ
と
、
コ
サ
ッ
ク
兵
が
馬
の
鞍
を
は
が
し
、
自
分
た
ち
は
小
舟
に
乗
り
、
馬
は
あ
と
か
ら

泳
が
せ
て
行
っ
た
様
な
ど
を
話
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
ら
全
て
は
過
ぎ
去
り
、
マ
イ
セ
ン
は
依

然
と
し
て
存
在
す
る
。
現
実
に
戦
争
に
荒
ら
さ
れ
て
た
町
に
来
て
、
い
ち
ば
ん
勇
気
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
全
て
が
な
お
足
許
に
あ
る
の
を
見
る
と
き
だ
。

二
十
日
木
曜
日
、
非
常
に
気
持
の
よ
い
教
訓
的
な
一
日
。
何
は
さ
て
お
き
ぽ
く
ら
は
城
館

に
登
り
、
ま
ず
陶
磁
器
工
場
を
見
学
し
た
。
つ
ま
り
貯
蔵
品
ホ
ー
ル
を
。
奇
妙
で
、
ほ
と
ん

ど
信
じ
が
た
い
こ
と
に
、
そ
こ
に
は
家
庭
で
使
っ
て
み
た
い
と
思
う
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た

ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
に
は
つ
ら
い
事
情
が
あ
る
。
労
働
者
が
あ
ま
り
に
た
く
さ
ん
い

た
の
で
（
二
十
年
前
、
七
百
人
以
上
）
、
彼
ら
に
仕
事
を
与
え
よ
う
と
し
て
、
つ
ね
に
あ
ら
ゆ

る
流
行
の
先
端
を
行
く
も
の
を
大
菫
に
作
ら
せ
て
、
貯
蔵
し
た
。
流
行
は
変
わ
り
、
貯
蔵
品

が
残
っ
た
。
こ
れ
ら
の
製
品
を
競
売
に
付
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
広
く
世
界
各
地
に
安
く
発

送
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
え
て
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
全
て
が
一
っ
所
に
残
っ
た
。
こ
れ

は
、
全
て
が
も
は
や
好
み
に
合
っ
て
い
な
い
し
、
も
は
や
好
み
に
合
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
、
ひ
ど
く
馬
鹿
げ
た
展
示
品
で
あ
る
。
そ
れ
も
―
つ
で
は
な
く
、

何
百
何
千
も
の
も

の
が
大
鼠
に
。
現
在
、
三
百
人
以
上
の
人
が
働
い
て
い
る
。
ぽ
く
ら
が
親
し
く
し
て
い
る
上

級
林
務
官
の
弟
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ン
デ
ル
大
尉
が
監
督
を
し
て
い
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
市
民
に

会
え
る
の
を
非
常
に
喜
び
、
こ
と
の
ほ
か
好
意
的
で
あ
っ
た
。
城
館
の
広
場
に
建
っ
て
い
る

家
の
よ
く
磨
か
れ
た
ガ
ラ
ス
窓
に
、
き
わ
め
て
可
愛
ら
し
い
姿
を
目
に
し
た
。
お
よ
そ
四
歳

く
ら
い
の
美
し
い
少
女
で
、
ち
ょ
う
ど
三
回
目
の
祝
日
の
た
め
に
母
親
か
ら
服
を
着
せ
ら
れ
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ヴ
ァ
イ
マ
ル
か
ら
ぽ
く
ら
を
追
い
出
し
て
く
れ
た
愛
す
べ
き
人
々
の
お
蔭
で
非
常
に
快
い

朝
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゼ
ー
バ
ッ
ハ
ス
ブ
ル
ク
の
手
前
で
軽
騎
兵
の
連
隊
に
出
く
わ

し
た
。
彼
ら
の
小
屋
と
テ
ン
ト
は
空
で
あ
っ
た
。
さ
な
が
ら
戦
争
が
永
久
に
ぽ
く
ら
か
ら
お

さ
ら
ば
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
イ
ェ
ー
ナ
の
配
達
夫
達
が
依
然
と
し
て
花
と
荷

物
を
運
ん
で
い
た
。
ぽ
く
ら
が
方
向
を
ロ
ス
ラ
に
向
け
る
と
、
一
切
が
き
わ
め
て
深
い
平
安

に
包
ま
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
平
安
と
い
う
よ
り
静
寂
の
方
が
当
た
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
な
ら
こ
の
時
期
目
に
す
る
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
市
を
目
指
し

て
移
動
し
て
い
る
車
力
の
姿
が
見
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
天
気
は
曇

っ
た
り
晴
れ
た
り
だ
が
、

雨
の
心
配
は
な
か
っ
た
。
空
気
は
暖
か
く
気
持
よ
か
っ
た
。
連
れ
が
古
い
幽
霊
の
話
を
し
て

く
れ
た
の
で
、
エ
ッ
カ
ル
ツ
ベ
ル
ク
に
着
く
と
、
す
ぐ
そ
れ
に
韻
律
を
ほ
ど
こ
し
た
。
こ
れ

を
リ
ー
マ
ー
氏
に
送
ろ
う
と
思
う
。
彼
に
、
こ
れ
を
朗
読
し
て
や
る
よ
う
、
頼
む
つ
も
り
だ
。

そ
し
て
、
手
許
に
お
い
て
お
く
よ
う
に
。
道
は
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
平
穏
で
、
正
午
前
に

「
シ
ェ
フ
ェ
ル
館
」
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
は
年
老
い
た
ボ
ー
イ
が
落
ち
着
き
払
っ
て
か
つ

て
知
っ
た
な
じ
み
の
部
屋
に
案
内
し
、
そ
の
あ
と
、
ぽ
く
ら
が
く
つ
ろ
い
で
い
る
こ
と
に
気

づ
い
て
、
く
つ
ろ
い
だ
様
子
で
最
新
の
戦
況
を
話
し
て
く
れ
た
。
旅
券
な
ど
は
ま
っ
た
く
ど

う
で
も
い
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
ぽ
く
ら
が
要
請
す
る
と
、
旅
券
に
査
証
の
裏
書
を
約
束
し

て
く
れ
た
。

早
朝
、
あ
ま
り
に
ほ
こ
り
っ
ぽ
か
っ
た
の
で
、
大
聖
堂
に
出
か
け
て
、
雨
乞
い
を
し
た
。

と
こ
ろ
が
天
が
あ
ま
り
に
早
く
願
い
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
た
た
め
、
あ
や
う
く
全
身
ず
ぶ
濡

れ
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
だ
が
、
何
と
か
無
事
に
古
色
蒼
然
と
し
た
、
今
や
朽
ち
果
て
よ

う
と
し
て
い
る
建
物
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
こ
の
何
点
か
を
、
で
き
る
こ
と
な
ら
購
入
か
、

交
換
か
、
略
奪
か
し
て
自
分
の
も
の
に
し
た
い
く
ら
い
だ
。
内
陣
座
席
の
彫
刻
飾
り
に
は
、

非
常
に
美
し
い
意
図
が
見
ら
れ
る
。
す
っ
か
り
枯
れ
た
ぶ
ど
う
状
の
つ
る
が
巻
き
つ
き
、
そ

れ
に
ア
カ
ン
サ
ス
の
葉
が
ま
と
い
つ
い
て
色
ど
り
を
添
え
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
非
常
に
美

し
く
彩
色
さ
れ
た
窓
ガ
ラ
ス
も
残
っ
て
い
る
。
絨
緞
は
、
図
柄
と
地
の
部
分
は
別
々
に
製
作

さ
れ
、
そ
の
あ
と
で
縫
い
こ
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
一
緒
に
編
み
こ
ま
れ
た
も
の
だ
。
か
な
り

の
数
の
大
小
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
。
目
印
に
手
に
靴
を
持
っ
て
い
る
聖
靴
屋
の
娘
の
絵
。
伯
爵
が

そ
の
気
高
い
美
し
さ
故
に
彼
女
と
結
婚
し
た
。
彼
は
早
死
に
し
、
彼
女
は
修
道
女
に
な
っ
た
。

3
 

6
 

四
十
四
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク

＿
八
＿
三
年
四
月
十
七
日

彼
女
は
非
常
に
美
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
決
し
て
上
手
に
描
か
れ
て
も
い
な
い
の
に
、

多
少
修
復
し
、
少
し
ラ
ッ
ク
を
塗
っ
た
だ
け
で
、
い
ま
で
も
な
お
彼
女
は
十
分
魅
力
的
に
見

え
る
か
ら
。
し
か
し
特
に
友
人
マ
イ
ヤ
ー
に
説
明
を
乞
う
の
は
、
次
の
こ
と
だ
。
ビ
シ
ョ
ッ

プ
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
石
の
像
に
ぽ
く
は
び
っ
く
り
し
た
。
即
ち
、
そ
の

顔
に
。
彼
は
一
四
一
四
年
に
就
任
し
、
一
四
一
六
年
、
コ
ス
ト
ニ
ッ
ツ
の
公
会
議
に
出
か
け
、

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
の
人
々
を
不
安
に
お
と
し
入
れ
、
例
の
見
事
な
劇
『
フ
ス
派
の
人
々
』
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
一
四
二
二
年
に
死
ん
だ
。
さ
て
本
題
に
は
い
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
顔
は
、
非
常
に
個
性
的
で
、
特
色
が
あ
り
、
顔
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
調
和
が
見
ら
れ
、
見

事
で
、
ま
っ
た
く
す
ば
ら
し
い
。
そ
の
他
の
像
は
陳
腐
で
、
特
別
な
芸
術
家
の
作
と
は
思
え

な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
こ
と
が
な
ぜ
起
き
た
か
と
言
え
ば
、
彼
の
顔
は
、
死

後
、
鋳
込
ま
れ
て
、
模
作
に
す
ぐ
れ
た
職
人
が
こ
の
鋳
造
物
を
精
確
に
復
元
し
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
に
一
種
の
ま
が
い
も
の
的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
し
、
顔
の
下
の
方
の

造
作
も
、
非
常
に
精
巧
に
で
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
何
か
生
気
が
な
い
の
で
、

な
お
の
こ
と
間
違
い
は
な
い
と
思
う
。
教
会
堂
建
設
と
同
時
期
の
非
常
に
古
い
高
肉
浮
彫
り

数
点
。
こ
れ
ら
は
フ
リ
ー
ズ
状
で
受
難
を
現
わ
し
て
い
て
、
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
。
こ

れ
と
似
た
も
の
を
ぽ
く
は
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
十
分
に
微
細
に
そ
れ
ら
を

見
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

急
い
で
そ
の
神
聖
な
場
所
を
出
た
か
ら
だ
。
そ
こ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
重
な
っ
て
、
湿
っ

ぼ
く
、
冷
た
く
て
、
居
心
地
が
悪
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
空
間
は
、
ミ
サ
聖
祭
で
暖
め
ら
れ

な
い
と
、
き
わ
め
て
不
愉
快
な
も
の
だ
。
非
常
に
美
し
く
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
風

の
柱
の
間
に
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
風
の
ガ
ラ
ス
の
椅
子
は
、
名
士
も
文
句
の
つ
け
よ
う
が

な
い
ほ
ど
、
完
璧
な
も
の
だ
。
ぼ
く
の
質
問
に
対
し
、
教
会
堂
番
人
は
断
言
し
た
、
説
教
者

は
、
こ
の
広
く
て
奇
妙
な
透
し
の
あ
る
空
間
で
は
、
ま
っ
た
く
気
張
っ
て
話
す
必
要
は
な
い
、

は
っ
き
り
区
切
っ
て
話
し
、
最
後
の
言
葉
も
最
初
の
言
葉
と
同
様
正
確
に
発
音
し
さ
え
す
れ

ば
十
分
だ
、
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
劇
場
や
そ
の
他
の
所
と
お
よ
そ
変
わ
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
旅
行
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
有
益
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、

見
る
べ
き
と
こ
ろ
は
数
知
れ
な
く
あ
る
。
い
ち
ば
ん
の
目
玉
、
ふ
だ
ん
は
し
よ
っ
ち
ゅ
う
巡

礼
に
か
り
出
さ
れ
て
い
る
奇
蹟
を
行
う
マ
リ
ア
像
は
、
今
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
風
な
角
に
鎮

座
し
て
い
る
。
教
会
堂
番
人
は
断
言
し
た
、
頭
は
空
胴
で
、
水
が
一
杯
つ
ま
っ
て
い
て
、
い

つ
も
は
い
た
ず
ら
好
き
な
小
さ
な
魚
た
ち
が
こ
の
像
か
ら
涙
を
流
さ
せ
る
、
と
。
ぼ
く
は
頭

が
空
胴
な
罪
人
を
何
人
か
知
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
脳
の
中
に
も
こ
ん
な
小
さ
な
魚
が
泳
い
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が
な
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
昨
年
の
巨
大
な
禾
束
堆
が
エ

ー
ガ
ー
の
人
々
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ー
＇
大
気
は
き
れ
い
に
澄
ん
で
穏
や
か
だ
。

一
八
―
二
年
五
月
三
日
日
曜
日

き
ょ
う
も
ま
た
き
わ
め
て
晴
れ
わ
た
り
気
持
が
よ
い
。
ぽ
く
ら
は
六
時
に
出
発
し
て
、
ア

リ
ア
ク
ル
ム
に
ち
ょ
っ
と
寄
り
、
楽
し
く
旅
を
続
け
た
。
御
者
の
ち
ょ
っ
と
し
た
軽
口
が
少

な
か
ら
ず
慰
め
に
な
っ
た
。
三
時
に
カ
ー
ル
ス
バ

ー
ト
に
到
着
。
ダ
ル
ヴ
ィ
ツ
に
向
か
お
う

と
し
て
い
た
宿
の
お
か
み
に
エ
ー
ガ
ー
橋
か
ら
遠
く
な
い
所
で
ば
っ
た
り
出
合
っ
た
。
カ
ー

ル
ス
バ

ー
ト
の
狭
い
谷
は
実
に
暑
か
っ
た
。
ぼ
く
ら
は
今
、
上
の
階
に
住
ん
で
い
る
が
、
窓

か
ら
外
を
見
る
と
、
「
三
羽
の
雲
雀
館
」
の
こ
け
ら
ぶ
き
の
屋
根
が
赤
々
と
燃
え
て
実
際
目
に

痛
い
。
枯
れ
た
木
々
が
、
ま
だ
春
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
な
い
な
ら
、
す
っ

か
り
七
月
の
感
じ
だ
。
そ
れ
で
は
体
に
気
を
つ
け
て
。

一
週
間
し
た
ら
も
う
少
し
詳
し
く
書

こ
う
。
カ
ー
ル
ス
バ

ー
ト
に
て
。

四
十
三

一
八
―
二
年
七
月
十
九
日

そ
ん
な
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
か
を
報
告
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
天
候
に

恵
ま
れ
、
道
も
ま
あ
ま
あ
で
、
木
曜
の
正
午
に
こ
こ
に
着
き
、
き
わ
め
て
丁
重
に
、
き
わ
め

て
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
ぽ
く
は
こ
こ
で
思
い
や
り
を
こ
め
て
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
幸
福

感
に
ひ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
文
字
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
不
遜
と
と
ら
れ
か
ね
な

い
。
だ
か
ら
あ
と
で
直
接
話
す
こ
と
に
す
る
よ
。
大
公
殿
下
は
元
気
で
活
発
だ
。
リ
ヒ
ノ
ヴ

ス
キ
ー
侯
爵
は
い
つ
も
な
が
ら
老
け
て
み
え
る
。
ザ
ク
セ
ン
の
マ
リ
ア
ン
ネ
王
女
が
君
の
こ

と
を
訊
ね
、
君
に
よ
ろ
し
く
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
詩
の
写
し
は
、
郵
便
の
信
じ
が
た
い
ほ

ど
の
遅
滞
に
よ
っ
て
、
十
八
日
の
き
の
う
や
っ
と
届
い
た
。
だ
か
ら
十
四
日
間
か
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が
幸
い
も
し
た
。
大
公
は
す
ぐ
に
そ
れ
を
陛
下
に
送
り
、
皇
后
は

食
後
、
い
と
も
優
雅
に
、
ぽ
く
に
そ
れ
を
朗
読
す
る
よ
う
お
命
じ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
ご
満
足
さ
れ
た
と
い
う
、
き
わ
め
て
た
し
か
な
印
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
ま
だ
い
い
こ

と
が
あ
っ
た
。
第
一
線
の
政
治
家
の
一
人
が
、
ぽ
く
に
向
か
っ
て
親
し
げ
に
こ
う
言
っ
た
の

だ
。
自
分
は
こ
の
課
題
が
い
か
に
難
し
い
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
難
な
く
解
か
れ

る
の
を
見
る
の
は
気
持
の
い
い
も
の
で
す
、
と
。
こ
の
こ
と
を
特
に
ヨ
ー
ン
は
喜
ん
で
く
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
、
こ
の
事
柄
が
ぽ
く
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ

テ
プ
リ
ッ
ツ

た
か
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ぽ
く
は
ほ
と
ん
ど
毎
朝
、
皇
后
に
朗
読
し
て
聞

か
せ
る
栄
に
よ
く
し
て
い
る
。
彼
女
は
そ
の
間
よ
く
話
し
を
な
さ
れ
る
。
き
わ
め
て
重
要
な

対
象
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
精
神
と
独
創
性
に
は
非
凡
な
も
の
が
あ
る
。

人
々
は
、
彼
女
の
特
質
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
。
あ
る
事
を
ぽ
く
が
話
し
て

聞
か
せ
た
ら
、
君
た
ち
は
び
っ
く
り
す
る
だ
ろ
う
、
い
や
肝
を
つ
ぶ
す
か
も
し
れ
な
い
。

す
で
に
三
度
食
事
に
招
か
れ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
事
情
が
許
す
と
き
は
、
あ
の
方
は
、

ふ
だ
ん
よ
り
も
ず
っ
と
快
活
で
感
じ
が
よ
い
。
客
の
誰
彼
を
か
ら
か
い
、
客
を
そ
そ
の
か
し

て
は
異
議
を
唱
え
さ
せ
、
最
後
は
い
つ
も
円
く
お
さ
め
て
し
ま
わ
れ
る
。

全
て
は
帰
っ
て
か
ら
話
す
つ
も
り
で
い
て
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
何
と
な
く
話
さ
ず
に
は
お

れ
な
い
。
き
の
う
は
、
食
後
、
い
わ
ゆ
る
化
粧
台
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
豪
華
な
装
飾
を
ほ

ど
こ
し
た
小
箱
に
は
、
旅
行
に
必
要
と
思
わ
れ
る
全
て
の
物
が
は
い
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス

の
皇
后
が
持
っ
て
来
ら
れ
た
の
だ
。
品
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
芸
術
品
で
傑
作
と
思
わ
れ
る

も
の
ば
か
り
だ
。

ぽ
く
は
「
黄
金
の
船
館
」
に
泊
ま
っ
て
い
る
、
昔
な
が
ら
の
角
に
あ
る
。
大
公
は
オ
ラ
ン

ダ
王
の
部
屋
に
お
ら
れ
る
。
見
晴
ら
し
は
非
常
に
い
い
。
で
き
れ
ば
君
た
ち
に
一
度
昼
食
を

御
馳
走
し
、
一
晩
君
た
ち
と
外
出
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
馬
は
非
常
に
役
立
っ
て
い
る
。

特
に
、
温
泉
に
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
。
温
泉
は
十
五
分
弱
の
所
に
あ
る
。
フ
ォ

ン
・
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
嬢
が
例
の
小
包
を
す
ぐ
に
送
っ
て
く
れ
た
。
お
蔭
で
、
多
く
で
は
な
い

が
、
少
し
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
消
息
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
ち
ら
の
物
価
は
す
こ
ぶ
る
変

わ
っ
て
い
る
。
安
い
物
が
い
く
つ
か
あ
る
か
と
思
え
ば
、
他
は
高
い
と
き
て
い
る
。
全
体
的

に
は
お
そ
ら
く
似
た
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

帰
り
に
つ
い
て
は
、
二
十
六
日
の
日
曜
日
に
こ
ち
ら
を
た
っ
て
、
月
曜
日
の
正
午
に
君
た

ち
の
許
に
着
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
十
中
八
九
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
確
実
な

こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。
変
更
に
な
っ
た
ら
、
知
ら
せ
る
。
そ
の
時
は
、
君
た
ち
も
気
晴
ら

し
に
エ
ル
ン
ス
ト
と
温
泉
に
行
く
と
よ
い
。

全
て
の
友
人
知
己
に
よ
ろ
し
く
伝
え
て
く
れ
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
皇
太
子
殿
下
に
伝
え
て

欲
し
い
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
と
一
緒
だ
と
、
つ
い
「
黄
金
の
花
束
館
」
で
そ
れ
が
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
と
期
待
し
て
し
ま
う
、
と
。
ぽ
く
は
い
ま
だ
、
彼
ほ
ど
統
合
さ
れ
て
い
て
、
精
力

的
で
、
誠
実
な
芸
術
家
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ぽ
く
は
、
彼
が
世
間
の
人
々
に
風
変
わ
り

に
映
る
の
が
、
本
当
に
よ
く
わ
か
る
。
ぽ
く
ら
の
優
秀
な
マ
イ
ヤ
ー
君
に
千
の
挨
拶
を
。
ご

き
げ
ん
よ
う
。
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へ
の
旅
の
詳
細
な
報
告

四
十
ニ
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

ゲ
ナ
ス
ト
氏
に
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
。
ミ
ュ
ラ
ー
氏
に
も
そ
れ
に
お
と
ら
ず
宜
し
く
。
少

な
く
と
も
ヴ
ォ
ル
フ
と
は
こ
れ
ま
で
通
り
う
ま
く
や
る
よ
う
努
力
し
な
さ
い
。
気
ま
ず
い
も

の
が
あ
る
に
し
て
も
。
ロ
ル
ツ
ィ
ン
グ
家
に
宜
し
く
。
デ
ニ
ー
家
に
も
。
ぽ
く
は
彼
ら
全
員

に
対
し
大
い
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
。
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
に
ど
ん
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
か
、
見

た
い
も
の
だ
。
君
が
ま
た
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
行
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
い
い
こ
と
だ
。

と
い
う
の
は
、
普
通
彼
ら
は
、
い
や
な
魔
女
鍋
を
夏
に
た
く
か
ら
。
冬
な
ら
話
も
わ
か
る
け

ど。
十
分
体
に
気
を
つ
け
て
、
楽
し
み
な
さ
い
。
こ
れ
か
ら
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
手
紙
を
出
す
。

特
に
、
テ
プ
リ
ッ
ツ
に
到
着
し
た
ら
す
ぐ
に
。
体
に
気
を
つ
け
て
。

一
八
＿
二
年
四
月
三
十
日
木
曜
日

朝
五
時
半
に
イ
ェ

ー
ナ
を
出
発
。
天
気
は
良
好
。
霧
が
降
り
て
来
て
、
上
昇
し
た
。
空
が

し
だ
い
に
雲
に
お
お
わ
れ
、
オ
ル
ラ
谷
は
息
苦
し
い
ほ
ど
暑
か
っ
た
。

一
時
に
ポ
ー
デ
ル
ヴ
ィ

ツ
に
到
着
。
遠
く
で
雷
鳴
。
二
時
頃
、
非
常
に
強
い
本
降
り
の
雨
が
全
域
に
降
り
始
め
、
四

十
五
分
間
続
く
。
そ
の
あ
と
雨
は
止
み
、
四
時
に
出
発
。
空
は
ま
だ
真
黒
だ
。
天
気
は
ま
た

落
ち
着
い
た
よ
う
だ
。
雨
は
シ
ュ
ラ
イ
ツ
ま
で
及
ん
で
い
た
。
ぽ
く
ら
は
そ
こ
に
九
時
前
十

五
分
に
着
い
た
。

一
八
―
二
年
五
月
＿
日
金
曜
日

朝
七
時
半
に
シ
ュ
ラ
イ
ツ
を
出
発
。
非
常
に
美
し
い
朝
。
十
一
時
頃
グ
フ
ェ
ル
。
十
一
時

半
過
ぎ
、
ま
た
そ
こ
を
た
つ
。
夕
立
。
だ
が
雷
鳴
は
な
し
。
テ
ェ
ペ
ン
の
関
税
官
は
感
じ
が

よ
い
。

I

三
時
に
ホ
ー
フ
到
着
。
「
ヒ
ル
シ
ュ
館
」
に
投
宿
。
ー
ホ
ー
フ
上
方
の
丘
の
上

に
散
歩
。
そ
こ
か
ら
町
を
見
渡
し
、
雷
雲
が
切
れ
切
れ
に
な
る
の
を
観
察
し
、
種
を
ま
い
て

い
る
娘
と
話
を
し
、
六
時
に
宿
に
帰
る
。
天
気
は
日
没
前
に
す
っ
か
り
晴
れ
あ
が
っ
て
、
空

に
は
ほ
と
ん
ど
雲
ひ
と
つ
な
く
な
っ
た
。

I

上
手
の
市
門
前
の
丘
の
上
に
建
つ
「
ヒ
ル
シ
ュ

館
」
の
快
い
環
境
、
大
い
な
る
に
ぎ
わ
い
、
き
れ
い
な
娘
た
ち
、
元
気
の
よ
い
子
供
た
ち
、

活
発
な
動
き
、
イ
タ
リ
ア
の
軍
隊
、
恵
ま
れ
た
天
候
の
も
と
一
斉
に
周
囲
の
畑
で
耕
し
種
を

ま
く
の
に
専
念
し
て
い
る
姿
。
軍
隊
は
暗
褐
色
と
黄
色
の
服
を
着
て
い
た
。

ー

多
く
の
馬
車

も
忘
れ
が
た
い
。
一
部
は
、
重
い
荷
を
乗
せ
て
ぽ
く
ら
の
方
に
や
っ
て
来
、
一
部
は
、
ぼ
く

ら
の
側
を
通
り
過
ぎ
て
ホ
ー
フ
に
す
い
こ
ま
れ
て
行
っ
た
。
無
数
の
子
供
の
馬
車
。

ー

何

か

ら
何
ま
で
豊
か
だ
。

一
八
―
二
年
五
月
二
日
土
曜
日

四
時
半
起
床
。
あ
た
り

一
面
霧
。
だ
が
、
天
頂
は
明
る
い
。
月
が
見
え
た
。
と
っ
く
の
昔

に
登
っ
て
い
た
太
陽
が
や
っ
と
姿
を
見
せ
た
。
月
の
よ
う
に
光
を
出
さ
ず
に
。
炊
煙
が
ま
っ

す
ぐ
登
っ
て
行
く
。
霧
が
ま
す
ま
す
降
り
て
来
た
。
百
五
十
台
の
車
が
、
お
の
お
の
牛
に
ひ

か
れ
て
、
側
を
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
で
見
か
け
る
よ
う
な
車
で
、
車
輪
と
車
台

が
重
々
し
く
古
風
だ
。
上
に
は
、
大
き
い
が
平
た
い
板
の
箱
が
乗
せ
て
あ
っ
た
。
牛
は
灰
色

が
か
っ
て
い
た
り
、
朽
ち
葉
色
で
あ
っ
た
り
、
斑
点
が
あ
っ
た
り
だ
。
足
の
悪
い
何
頭
か
は

口
を
と
ら
れ
、
最
後
の
馬
車
は
、
そ
の
不
足
分
を
、
他
の
牛
に
助
勢
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
中

に
は
野
戦
鍛
工
車
も
混
じ
っ
て
い
た
。
全
体
を
日
焼
け
し
た
兵
隊
が
護
衛
し
て
い
た
。
I

五

時
四
十
五
分
出
発
。
だ
ん
だ
ん
空
は
澄
み
わ
た
り
、
簡
単
に
見
わ
た
す
こ
と
の
で
き
る
山
の

畑
は
全
て
、
熱
心
に
鍬
を
入
れ
た
り
種
を
ま
い
た
り
す
る
人
々
で
活
気
を
帯
び
、
明
る
い
太

陽
の
光
は
ま
っ
た
く
快
い
。
道
は
一
風
変
わ
っ
て
い
る
が
、
乾
期
ほ
ど
ひ
ど
い
状
態
で
は
な

、J
oノ

イ
ハ
ウ
ス
で
餌
を
や
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
二
、
三
枚
。
道
路
は
い
つ
も
よ
り
旅
人
で
混
雑

し
て
い
た
。
鳥
が
ト
ウ
ヒ
の
森
で
鳴
き
、
全
て
が
気
持
よ
か
っ
た
。
エ
ー
ガ
ー
谷
の
眺
望
が

す
ば
ら
し
い
。
目
の
届
く
限
り
、
遠
く
の
山
々
か
ら
、
カ
ー
ル
ス
バ

ー
ト
ま
で
は
っ
き
り
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
空
が
す
ん
で
い
る
た
め
、
他
の
も
の
ま
で
全
て
澄
明
だ
。
四
時
半
に
フ

ラ
ン
ツ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ン
に
到
着
。
そ
こ
で
栗
の
蓄
が
開
い
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
か
ら
ま

つ
の
木
も
同
様
に
。
運
河
が
、
橋
か
ら
、
葦
の
原
を
斜
め
に
走
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
水
が
非

常
に
速
い
流
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
洞
察
と
周
到
さ
は
賞
讃
に
値
す
る
。
し
か
し
こ
の

広
大
な
平
地
で
は
、
そ
の
ほ
ん
の
少
し
し
か
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
蒸
し
風
呂
に
も

小
さ
な
家
屋
が
建
て
ら
れ
、
浴
泉
の
す
ぐ
隣
り
に
は
、
泉
が
あ
る
が
、
水
羅
は
も
っ
と
豊
か

で
、
広
く
高
く
な
み
な
み
と
み
な
ぎ
り
、
管
を
通
し
て
流
れ
出
て
お
り
、
容
器
は
楽
々
一
杯

に
な
る
。
ホ
ー
フ
か
ら
こ
こ
ま
で
の
道
は
あ
ま
り
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
い
や
ま
っ
た
く
改

善
さ
れ
て
い
な
い
所
も
あ
る
。
何
力
所
か
は
特
に
ひ
ど
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
か

ら
ア
ッ
シ
ュ
ヘ
向
か
う
道
は
。
こ
の
場
所
は
全
キ
リ
ス
ト
教
国
の
中
で
も
っ
と
も
い
と
わ
し

い
所
だ
。
フ
ラ
ン
ツ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ン
の
田
園
に
向
い
た
側
で
は
、
大
が
か
り
な
工
事
の
準
備
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七
月
二
十
四
日
付
の
手
紙
を
七
日
目
に
受
け
取

っ
た
。
ぽ
く
も
折
り
返
し
感
謝
の
意
を
こ

め
て
一
言
し
る
そ
う
。
祭
典
に
対
し
ぽ
く
も
心
か
ら
の
お
祝
い
を
言
お
う
。
な
に
し
ろ
、
万

事
こ
ん
な
に
う
ま
く
行
き
、
問
題
が
な
く
、
劇
場
は
自
分
の
勤
め
を
は
た
し
、
本
来
の
姿
を

か
ち
得
て
い
る
の
だ
か
ら
。
特
に
、
ミ
ュ
ラ
ー
楽
長
が
介
入
し
て
く
れ
る
の
が
う
れ
し
い
。

こ
れ
ま
で
ぽ
く
に
さ
ん
ざ
ん
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
て
来
た
も
の
が
、
今
度
の
冬
は
大
い
に

楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
な
ら
、
非
常
に
結
構
な
こ
と
だ
。

四
十

7
 

3
 

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

四
十
イ
ェ
ー
ナ

一八

0
九
年
九
月
二
十
日

ぽ
く
は
ア
ウ
グ
ス
ト
を
大
い
に
歓
迎
し
よ
う
と
思
う
、
ほ
か
で
も
な
い
、
ぽ
く
の
希
望
を

入
れ
て
彼
は
帰
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
な
お
の
こ
と
。
ぽ
く
は
彼
に
そ
し
て
君
た
ち
に
楽
し
い

団
槃
を
約
束
す
る
。
彼
は
ま
ず
じ
っ
く
り
家
庭
に
ひ
た
り
、
友
人
、
御
無
沙
汰
し
て
い
た
博

物
館
、
家
、
庭
、
劇
場
、
そ
し
て
そ
の
他
の
心
躍
る
も
の
を
満
喫
し
、
幸
せ
を
か
み
し
め
る

と
よ
い
。
そ
れ
に
は
少
し
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
。
機
会
が
あ
る
ご
と
に
、
彼
が
ぽ
く
に
数
行

で
も
便
り
を
く
れ
た
ら
、
ぽ
く
は
ど
ん
な
に
か
う
れ
し
い
。

と
り
か
か
っ
て
い
る
仕
事
に
け
り
を
つ
け
る
に
は
、
少
な
く
と
も
ま
だ
八
日
は
か
か
る
。

片
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
小
説
の
印
刷
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
と
こ
ろ
ず
っ
と
不
義
理

を
し
て
い
る
手
紙
が
あ
る
し
、
そ
の
他
の
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
君
た
ち
が
お
互
い
楽
し

み
に
ひ
た
っ
て
い
る
と
き
は
、
早
く
邪
魔
さ
れ
ず
に
君
た
ち
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
め
に
、

ぼ
く
が
こ
れ
か
ら
の
何
日
か
を
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
く
れ
。
客
に

は
全
員
会
わ
な
い
で
い
い
よ
う
に
し
て
く
れ
。
よ
ろ
し
く
頼
む
。
本
当
の
用
件
は
全
て
文
書

で
処
理
す
る
が
よ
い
。
も
し
そ
れ
が
正
式
に
考
慮
さ
れ
、
き
ち
ん
と
申
し
出
ら
れ
て
い
る
場

合
は
特
に
。

ア
ウ
グ
ス
ト
は
何
は
さ
て
お
い
て
静
か
に
し
て
い
て
欲
し
い
。
衣
裳
も
な
い
こ
と
で
は
あ

る
し
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
程
度
は
外
出
す
る
と
よ
い
。
た
だ
、
ど
こ
か

へ
ぶ
ら
ぶ
ら
出

歩
く
前
に
、
フ
ォ
イ
ク
ト
枢
密
顧
問
官
を
表
敬
訪
問
し
て
、
自
ら
を
売
り
込
む
必
要
が
あ
る
。

言
葉
で
よ
り
、
立
派
な
態
度
で
。
日
々
お
互
い
に
手
紙
を
書
い
て
、
情
報
交
換
し
合
え
る
の

で
、
き
ょ
う
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
。

一
八
一

0
年
八
月
一
日

疑
い
な
く
、
老
若
の
明
眸
た
ち
で
一
杯
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
も
お
め
で
と
う

を
言
お
う
。
こ
ち
ら
は
い
つ
も
何
か
風
変
わ
り
で
、
混
乱
が
あ
り
、
い
さ
さ
か
う
ん
ざ
り
し

て
い
る
。
す
で
に
話
し
た
と
お
り
、
か
わ
い
い
ぽ
く
ら
の
女
友
達
が
一
緒
だ
。
彼
女
が
あ
ま

り
に
好
ま
し
く
愛
ら
し
く
て
、
ぽ
く
ら
は
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
女
は
ぽ
く
に
不
愉
快
な

思
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ア
ッ
カ
ー
バ
ン
ト
に
居
る
よ
う
だ
。

ぽ
く
の
活
動
は
、
と
こ
ろ
で
、
つ
ね
に
ぽ
く
の
流
儀
で
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
毎
日
何
か

な
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
絶
え
ず
準
備
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
ふ
い
に
出
て
く
る
。
ぽ
く
が

興
味
を
覚
え
な
い
も
の
は
な
く
、
多
種
多
様
な
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
。

ア
ウ
グ
ス
ト
か
ら
や
っ
と
ま
と
も
な
手
紙
が
届
い
た
。
彼
も
彼
の
や
り
方
で
ひ
と
り
で
ぽ

っ
ぽ
つ
や
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
、
つ
ね
に
い
く
つ
か
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
る

よ
う
だ
。
最
初
の
半
年
は
実
際
彼
に
と
っ
て
散
々
だ
っ
た
。
シ
ェ
ー
マ
ン
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト

が
あ
ん
な
に
尊
敬
し
て
い
る
チ
ボ
ー
の
敵
だ
な
ん
て
。
そ
の
た
め
前
者
を
我
慢
で
き
な
か
っ

た
ら
し
い
。
残
念
な
が
ら
、
イ
ェ

ー
ナ
で
ま
た
、
同
郷
人
た
ち
や
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で

争
い
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
ト
は
、
フ
ォ
ン

・
ヘ
ン
ド
リ
ッ

ヒ
氏
の
報
せ
に

よ
る
と
、
一
切
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
身
を
お
い
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。
彼
が
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
で
の
研
究
を
続
け
て
い
た
の
は
、
非
常
に
い
い
こ
と
だ
。
も
し
か
す
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
と
ビ
ュ
ロ
ウ
が
も
っ
と
詳
し
く
君
に
話
し
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。

細
々
し
た
も
の
を
二
、
三
ま
と
め
て
、
近
い
う
ち
に
機
会
を
見
つ
け
て
彼
に
送
る
。
ほ
か

は
何
も
調
達
し
て
い
な
い
。
紙
幣
の
高
騰
と
下
落
、
あ
ら
ゆ
る
物
価
の
高
騰
で
混
乱
し
て
、

何
が
高
く
て
、
何
が
安
い
の
か
見
当
も

つ
か
な
い
。
留
め
針
と
縫
い
針
は
手
に
入
れ
た
。
と

こ
ろ
で
、
本
物
で
な
い
シ
ョ
ー
ル
の
中
で
は
、
ぽ
く
が
君
に
送
っ
て
や
っ
た
シ
ョ

ー
ル
よ
り

き
れ
い
な
も
の
を
ぽ
く
は
見
た
こ
と
が
な
い
。

ツ
ェ
ル
タ
ー
が
居
て
く
れ
る
の
で
、
ぽ
く
は
非
常
に
幸
せ
だ
。
お
そ
ら
く
、
テ
プ
リ
ッ
ツ

に
も
行
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
宿
の
心
配
さ
え
な
け
れ
ば
、
す
で
に
そ
こ
へ
出
か
け
て
い
た

の
だ
が
。
カ
ー
ル
ス
バ

ー
ト
は
が
ら
ん
と
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ツ
ェ
ン
ブ
ル
ン
と
テ
プ
リ
ッ

ツ
は

一
杯
な
の
だ
。

ヴ
ォ
ル
フ
枢
密
顧
問
官
も
ま
だ
こ
こ
に
い
る
が
、
見
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
彼

は
馬
車
で
出
か
け
た
り
、
酒
宴
を
は
っ
た
り
、
き
れ
い
な
女
性
に
夢
中
な
の
だ
。
決
し
て
彼

が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
。

送
っ
て
く
れ
た
影
絵
は
、
観
相
学
的
に
言
え
ば
、
自
分
で
考
え
る
頭
を
持
っ
た
女
性
の
よ

う
に
見
え
る
。
記
念
の
贈
り
物
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
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三
十
八

三
十
九

い
と
し
い
人
よ
、
や
っ
と
委
任
状
が
で
き
た
。
シ
ュ
ー
マ
ン
が
当
地
に
お
ら
ず
、
シ
ャ
イ

べ
に
作
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
政
府
で
手
間
ど
っ
た
。
そ
の
中
に
、

ぼ
く
が
聖
ア
ン
ナ
勲
章
受
勲
者
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
皇
帝
も
レ
ジ
オ

ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
授
与
し
て
く
れ
た
。
こ
ん
な
ふ
う
で
、
勲
章
と
綬
章
を
帯
び
た
ぽ
く

に
君
は
会
う
こ
と
に
な
る
。
望
む
ら
く
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
ぽ
く
を
愛
し
て
欲
し
い
も
の
だ
。

今
度
の
こ
と
で
、
ぽ
く
に
多
く
の
友
人
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
と
い
う
の
は
、
多
く
の

人
々
が
今
度
の
こ
と
を
喜
ん
で
く
れ
た
か
ら
だ
。
宮
廷
の
美
形
た
ち
は
愛
想
を
こ
め
て
、
よ

く
似
合
い
ま
す
よ
、
と
言
っ
て
く
れ
た
。
か
わ
い
い
お
目
々
た
ち
は
無
限
だ
。
ザ
ル
ト
リ
ウ

ス
夫
妻
は
き
ょ
う
は
イ
ェ
ー
ナ
に
行
っ
て
い
る
。
水
曜
日
に
彼
ら
は
た
つ
。
ぽ
く
も
そ
の
あ

と
、
際
限
な
く
続
く
接
待
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
イ
ェ
ー
ナ
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
見
知
ら
ぬ
人
々
が
こ
こ
に
寄
り
集
ま
っ
て
く
る
か
ら
。

ヴ
ァ
イ
マ
ル

ヴ
ァ
イ
マ
ル

＿
八

0
八
年
十
月
十
六
日

＿
八

0
八
年
十
月
十
二
日

い
と
し
い
人
よ
、
委
任
状
を
作
成
し
て
く
れ
る
シ
ュ
ー
マ
ン
が
居
な
い
の
で
、
き
ょ
う
は

君
に
そ
れ
を
送
れ
な
い
か
ら
、
せ
め
て
手
紙
な
り
と
書
い
て
、
ぼ
く
が
と
て
も
元
気
な
こ
と

を
知
ら
せ
る
こ
と
に
す
る
。

ザ
ル
ト
リ
ウ
ス
宮
廷
顧
問
官
夫
妻
が
立
ち
寄
り
、
君
に
会
え
な
い
の
を
、
非
常
に
残
念
が
っ

て
い
る
。
ぽ
く
の
一
時
や
も
め
も
板
に
つ
い
て
、
ほ
れ
ぽ
れ
す
る
く
ら
い
だ
。

友
達
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
し
て
友
達
で
い
れ
る
よ
う
に
、
何
事
に
も
慎
重
に
ゆ
っ
く
り

事
に
あ
た
り
な
さ
い
。
分
配
が
す
ん
だ
ら
、
ぽ
く
に
手
紙
を
お
く
れ
。
何
も
売
却
し
な
い
よ

う
に
。
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
ハ
イ
ム
横
町
か
劇
場
か
ら
遠
く
な
い
並
木
路
の
と
こ
ろ
の
小
さ
な
宿
を

も
ら
っ
て
、
そ
れ
に
家
具
調
度
を
整
え
る
の
も
、
悪
く
な
い
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
君
が
一
年
の
一
時
期
滞
在
す
る
の
も
快
適
だ
ろ
う
し
、
し
ば

ら
く
一
緒
に
住
む
の
も
い
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ぽ
く
に
と
っ
て
は
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

が
、
君
に
と
っ
て
は
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
が
結
局
の
と
こ
ろ
心
は
ず
ま
な
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
か
ら
。
き
ょ
う
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
。
ア
ウ
グ
ス
ト
に
宜
し
く
。
彼
の
面
倒
を
く
れ
ぐ

れ
も
頼
む
。

今
は
か
な
り
下
火
に
な
っ
て
い
る
。
何
度
、
君
が
い
て
く
れ
た
ら
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
君
の
用
件
が
上
首
尾
に
終
る
の
を
願
っ
て
い
る
。
万
事
、
友
人
の
忠
告
を
聞
き
、

自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
や
り
な
さ
い
。
そ
の
あ
と
、
君
も
少
し
世
間
を
知
る
た
め
に
、
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
を
訪
ね
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
を
経
由
し
て
帰
る
と
よ
い
。
件
の
土
地
で
誰
を

訪
ね
た
ら
よ
い
か
は
、
教
え
て
あ
げ
よ
う
。
ア
ウ
グ
ス
ト
の
面
倒
を
極
力
み
て
く
れ
。
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
の
皆
や
友
人
に
く
れ
ぐ
れ
も
お
礼
を
言
っ
て
お
い
て
く
れ
。

こ
れ
で
終
る
。
な
に
し
ろ
す
ぐ
邪
魔
が
は
い
る
の
だ
。
体
に
気
を
つ
け
て
。
ぽ
く
を
愛
し

て
お
く
れ
。
元
気
で
帰
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。

ち
ょ
う
ど
封
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
手
紙
、
日
記
等
が
届
い
た
。
市
民
権
の
た
め
の
受

洗
証
明
書
や
委
任
状
、
そ
の
他
必
要
な
も
の
は
あ
と
か
ら
送
る
。
相
変
ら
ず
ぼ
く
の
周
囲
に

は
見
知
ら
ぬ
人
が
う
よ
う
よ
し
て
い
る
。
体
に
気
を
つ
け
て
、
楽
し
む
と
よ
い
。

ま
だ
少
し
時
間
が
あ
る
の
で
、
二
言
三
言
つ
け
加
え
よ
う
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
、
全

体
的
に
、
君
が
ま
た
帰
っ
て
来
る
つ
も
り
で
ふ
る
ま
う
よ
う
に
。
人
々
の
友
情
や
親
切
は
受

け
入
れ
て
、
君
が
ま
た
報
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
心
に
留
め
て
お
き
な
さ
い
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
氏
に
は
、
劇
場
で
の
親
切
な
も
て
な
し
に
対
し
、
ぼ
く
の
名
前
で
お
礼
を
言
っ
て
お

い
て
く
れ
。
『
ゲ
ッ
ツ
』
、

『
エ
グ
モ
ン
ト
』
、
『
シ
ュ
テ
ラ
』
の
原
稿
を
提
供
し
よ
う
か
と
申
し

出
て
ご
ら
ん
。
昔
は
そ
れ
ら
を
欲
し
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
か
ら
。
来
年
の
夏
の
た
め
に
君
が

そ
こ
に
快
適
な
ち
ょ
っ
と
し
た
所
を
準
備
し
て
く
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
か
。
ヴ
ァ

イ
マ
ル
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
気
が
重
い
。
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
は
、
も
う
君
も
興
味
が
あ

る
ま
い
。
劇
場
は
き
っ
と
持
ち
こ
た
え
て
、
存
続
し
て
行
く
だ
ろ
う
。

受
洗
証
明
書
の
た
め
に
は
最
大
の
注
意
を
払
う
よ
う
に
す
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
君
は
ぽ

く
を
笑
わ
せ
て
く
れ
た
。
し
か
し
も
っ
と
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
が
会
談
で

ぽ
く
を
笑
わ
せ
て
く
れ
た
こ
と
だ
。
彼
は
概
し
て
ぽ
く
に
対
し
好
意
的
で
あ
っ
た
。
非
常
に

独
特
な
や
り
方
で
で
は
あ
る
が
。
ぼ
く
ら
の
あ
い
だ
に
何
が
あ
っ
た
か
、
外
見
だ
け
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
新
聞
を
送
ら
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
。
内
実
に
つ
い
て
は
、
今
度
会
っ
た
と
き

に
話
し
て
あ
げ
よ
う
。

ア
ウ
グ
ス
ト
に
は
記
念
帳
を
絶
え
ず
豊
か
に
す
る
よ
う
に
言
い
な
さ
い
。
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十
六

3
 

ー

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

便
り
を
く
れ
。
体
に
気
を
つ
け
て
。
ア
ウ
グ
ス
ト
に
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
。

一八

0
八
年
七
月
二
日

ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
で
ぽ
く
か
ら
の
手
紙
を
手
に
し
た
ら
、
君
が
う
れ
し
い
だ
ろ
う
と
思

い
、
取
り
急
ぎ
そ
ち
ら
に
手
紙
を
し
た
た
め
た
。
到
着
し
た
ら
す
ぐ
知
ら
せ
て
く
れ
。
ぽ
く

は
相
変
ら
ず
と
て
も
元
気
だ
。
君
も
す
ぐ
に
す

っ
か
り
良
く
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
君

に
忠
告
す
る
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
に
出
か
け
、
カ
ッ
プ
博
士
を
訪
ね
、
ぽ

く
か
ら
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
と
伝
え
、
君
の
症
状
を
彼
に
話
す
と
よ
い
。
彼
は
君
に
き
っ
と

適
切
な
忠
告
を
し
て
く
れ
る
よ
。
変
に
う
じ
う
じ
悩
ま
ず
、
彼
の
言
う
こ
と
に
従
っ
て
い
た

ら
、
楽
し
い
夏
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
君
の
考
え
を
す
ぐ
知
ら
せ
て
く
れ
。
い
や
、

む
し
ろ
実
行
に
移
し
て
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
か
ら
便
り
を
お
く
れ
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ぽ
く
は
少
数
で
は
あ
る
が
良
い
仲
間
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
ツ
ィ
ー

ゲ
ザ
ー
ル

一
家
は
出
発
し
た
。
ぽ
く
ら
は
多
く
の
楽
し
い
時
間
が
持
て
た
。
ジ
ル
ヴ
ィ

ー
嬢

は
い
つ
も
な
が
ら
ま
っ
た
く
愛
ら
し
い
。
ぽ
く
ら
は
何
度
も
一
緒
に
散
歩
し
た
。
毎
日
雨
ば

か
り
だ
っ
た
の
に
、
ぽ
く
ら
が
出
か
け
る
と
き
は
い
つ
も
、
う
ま
い
具
合
に
、
雨
に
会
わ
な

か
っ
た
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
離
れ
る
だ
け
で
、
雨
と
晴
天
が
同
居
し
う
る
の
が
、
こ
の
よ
う

な
山
間
の
特
徴
だ
。
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
マ
ー
が
と
て
も
か
わ
い
い
娘
を
見
つ
け
た
と
言
っ
た

ら
、
君
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
の
娘
は
馬
車
と
馬
を
持
っ
て
い
て
、
彼
を
散
歩

に
連
れ
出
し
て
い
る
ん
だ
。
君
が
こ
の
話
題
を
持
ち
出
し
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
、

目
に
見
え
る
よ
う
だ
。

ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
連
中
が
フ
ォ
ン

・
ス
タ
ル
夫
人
に
君
の
悪
口
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

気
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
世
間
で
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
だ
。
誰
し
も
他
人
の
い
い
所
は
認
め

た
が
ら
な
い
も
の
な
ん
だ
、
そ
れ
が
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で
あ
れ
。
そ
れ
を
奪
い
と
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
け
ち
を
つ
け
た
り
、
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
＜
逆
の
こ
と
を

言
っ
た
り
す
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
幸
運
の
女
神
が
君
に
授
け
た
も
の
を
、
そ
し
て
君
が
手
に

入
れ
た
も
の
を
享
受
し
、
そ
れ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
ぼ
く
ら
は
愛
を
深
め
、
生

活
を
ま
す
ま
す
質
素
に
し
て
、
他
人
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ぽ
く
ら
の
流
儀
で
生

き
て
行
こ
う
。

テ
ィ
ボ
ー
か
ら
手
紙
を
も
ら
う
。
フ
ォ
ス
か
ら
も
。
両
便
と
も
、
ぽ
く
ら
が
お
互
い
ア
ウ

グ
ス
ト
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。
彼
は
お
と
な
し
く
や
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
余
り
人
々
の
中
に
立
ち
混
じ
る
の
を
好
ま
ず
、
小
さ
い
サ
ー
ク
ル
の
中
で
や
っ
て
い

る
こ
と
自
体
、
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
。
勉
強
以
外
の
時
間
は
、
気
楽
に
や
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

劇
場
が
全
体
的
に
う
ま
く
行
っ
て
い
る
の
な
ら
、
ぽ
く
は
十
分
満
足
だ
。
個
々
の
点
で
は
、

ど
う
し
て
も
争
い
は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ぽ
く
が
居
た
ら
、
女
優
は
夫
と
い
え
ど
も
そ

ん
な
に
自
由
に
は
で
き
な
い
も
の
だ
と
、
は
っ
き
り
説
明
し
て
や
っ
た
の
だ
が
。
君
は
合
唱

団
を
ま
と
め
て
い
て
さ
え
く
れ
れ
ば
よ
い
。
こ
の
合
唱
団
を
二
、
三
年
続
け
た
と
き
、
そ
こ

か
ら
ど
ん
な
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
か
、
誰
に
わ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
冬
は
、
こ
の

小
さ
な
グ
ル

ー
プ
が
い
く
つ
か
の
楽
し
み
を
ぼ
く
ら
に
あ
た
え
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う

ー

カ
ー
ル
ス
バ

ー
ト
は
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
は
じ
め
た
と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
に
奇
妙

で
あ
っ
た
か
、
君
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
か
。
最
初
の
舞
踏
会
で
は
御
婦
人
同
志
で
踊
っ
た

ん
だ
よ
。
ま
た
、
今
ま
で
は
、
夜
は
、
ホ
ー
ル
で
の
パ

ー
テ
ィ

ー
も
な
か
っ
た
。
劇
団
は
昨

年
と
同
じ
だ
。

最
後
に
、
マ
リ
ア
ン
ネ
夫
人
も
到
着
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
女

は
相
変
ら
ず
優
雅
で
、
頭
も
よ
い
。
さ
て
、
く
れ
ぐ
れ
も
体
に
気
を
つ
け
て
。
ぽ
く
の
こ
と

を
忘
れ
な
い
で
、
す
ぐ
に
手
紙
を
お
く
れ
。

三
十
七

2
 

2
 

エ
ア
フ
ル
ト

一
八

0
八
年
十
月
四
日

エ
ア
フ
ル
ト
を
立
ち
去
る
前
に
、
君
が
ぽ
く
を
こ
ち
ら
に
寄
越
し
て
く
れ
た
こ
と
に
、
一

言
君
に
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芝
居
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
あ
と
は
全

て
順
調
だ
。
皇
帝
に
拝
謁
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
き
わ
め
て
も
の
柔
ら
か
な
態
度
で
長
い
こ
と

ぽ
く
の
相
手
を
し
て
く
れ
た
。
さ
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
祭
が
近
づ
い
て
い
る
。
君
も
間
に
会
う

と
い
い
が
。
君
が
旅
行
に
そ
ん
な
に
強
固
に
こ
だ
わ
る
の
が
、
と
き
ど
き
腹
立
た
し
く
な
る
。

そ
ん
な
と
き
は
、
多
く
の
こ
と
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
丸
く
お
さ
ま
る

だ
ろ
う
、
と
考
え
た
り
す
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
体
に
気
を
つ
け
て
。
君
の
連
れ
と
友
人
皆
に
よ

ろ
し
く
。

―-3-
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に
全
て
が
以
前
よ
り
固
苦
し
い
よ
う
だ
。
個
人
的
に
は
何
ら
不
満
は
な
い
け
れ
ど
。
と
い
う

の
は
、
交
際
の
範
囲
を
も
っ
と
広
げ
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
ぽ
く
次
第
な
の
だ
か
ら
。

き
の
う
、
思
い
が
け
ず
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ー
ジ
ク
ケ
夫
人
と
娘
さ
ん
に
出
会
っ
た
。
親
娘
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
二
派
に
分
か
れ
て
、
互
い
に
敵
対
し
、
両
者
と
も
、

ザ
ク
セ
ン
人
も
プ
ロ
イ
セ
ン
人
も
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
嫌
気
が
さ
し
て
、
エ
ガ
ー

ブ
ル
ン
か
ら
こ
ち
ら
に
来
て
い
た
。
フ
ォ
ン
・
レ
ー
ヴ
ェ
ツ
ォ
ー
夫
人
は
以
前
よ
り
魅
力
的

で
好
感
が
持
て
る
。
ぽ
く
は
彼
女
と
一
時
間
散
歩
を
し
て
、
ほ
と
ん
ど
彼
女
か
ら
離
れ
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
彼
女
は
感
じ
が
良
く
、
そ
れ
ほ
ど
に
彼
女
は
話
題
も
豊
富
だ
。

毎
日
こ
こ
に
は
多
く
の
湯
治
客
が
訪
れ
る
。
名
簿
の
番
号
は
す
で
に
七

0
0
に
達
し
て
い

る
。
最
近
紙
幣
が
下
落
し
て
、
一
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
は
八
グ
ル
デ
ン
三
十
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
で
あ

る
。
銀
貨
も
そ
れ
に
比
例
し
て
い
る
。
現
在
は
ま
た
少
し
上
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
労
力
、
商
品
、
立
て
替
え
の
代
償
と
し
て
そ
れ
以
外
の
も

の
は
ほ
と
ん
ど
何
も
受
け
取
っ
て
い
な
い
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
住
民
た
ち
は
心
配
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
絶
望
に
近
い
も
の
だ
。
そ
れ
が
ど
う
な
る
の
か
、
誰
に
も
予
測
は
つ
か
な

い
。
一
昨
日
ぽ
く
も
芝
居
に
行
っ
た
。
た
ぶ
ん
二
度
と
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
い
く
ら
か
姿
や
声
の
良
い
俳
優
で
さ
え
、
顔
を
ゆ
が
め
、
取
り
澄
ま
し
、
過
剰
な
演
技

を
し
て
い
た
。
作
品
全
体
を
通
し
て
、
ひ
と
つ
と
し
て
真
実
の
ト
ー
ン
を
見
い
出
せ
な
か
っ

た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
女
た
ち
は
ま
っ
た
＜
嫌
ら
し
い
の
一
語
に
つ
き
る
。
そ
の
中
で
見

所
が
あ
る
の
は
一
人
だ
け
だ
。
彼
女
は
ベ
ッ
ク
の
役
を
演
じ
て
い
る
が
、
彼
女
も
や
は
り
や

り
す
ぎ
で
、
そ
の
演
技
は
他
の
人
同
様
悪
趣
味
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
良
い
環
境
に
恵

ま
れ
れ
ば
、
、
お
そ
ら
く
こ
の
娘
は
ま
っ
先
に
ま
と
も
に
な
る
だ
ろ
う
。
ぽ
く
が
見
た
芝
居

は
、
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
脚
色
に
な
る
『
ピ
ン
ト
』
だ
。
ゲ
ナ
ス
ト
と
ベ
ッ
カ
ー
の
両
氏
に
よ
ろ

し
く
。
彼
ら
に
、
こ
の
作
品
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、
何
と
か
早
く
そ
れ
を

手
に
入
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
欲
し
い
。
ぽ
く
ら
は
あ
の
作
品
に
非
常
に
う
ま
い
配
役
を
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
芝
居
に
仕
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
ぽ
く
は
、
た
い
し
た
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
温
泉
も
あ
っ
て
、

こ
こ
で
の
生
活
は
気
晴
ら
し
に
な
り
が
ち
で
、
人
を
な
か
な
か
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
な
い
。

そ
の
他
、
全
体
と
し
て
は
、
前
回
の
手
紙
で
知
ら
せ
た
と
お
り
だ
。
イ
ェ
ー
ナ
か
ら
の
ぽ
く

の
手
紙
が
届
く
ま
で
、
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
留
ま
っ
て
い
て
く
れ
。
と
い
う
の
は
、
ぽ
く

が
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
行
け
る
か
ど
う
か
は
、
イ
ェ
ー
ナ
に
行
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な

い
か
ら
。
皆
に
ぼ
く
か
ら
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
と
伝
え
て
く
れ
。
ヴ
ォ
ル
フ
枢
密
顧
問
官
、

。
ー

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

一
八

0
七
年
六
月
二
日

ミ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
、
ロ
ー
ダ
ー
枢
密
顧
問
官
夫
妻
、
そ
の
他
、
ぽ
く
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
い

る
皆
に
。
そ
れ
と
、
劇
場
の
諸
君
に
。
特
に
、
君
の
身
近
に
い
る
人
々
に
。
朝
食
、
昼
食
、

ダ
ン
ス
、
芝
居
を
大
い
に
楽
し
む
と
よ
い
。

三
十
五

明
日
、
郵
便
馬
車
が
そ
ち
ら
の
方
へ
向
け
出
発
す
る
の
で
、
君
あ
て
に
手
紙
を
し
た
た
め
、

ぽ
く
が
非
常
に
元
気
だ
と
知
ら
せ
る
こ
と
に
す
る
。
心
身
と
も
に
、
家
を
出
た
と
き
よ
り
、

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
元
気
だ
。
た
し
か
に
天
気
は
変
わ
り
や
す
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も

全
体
的
に
は
非
常
に
快
い
天
気
だ
。
宿
は
場
所
も
良
く
、
非
常
に
美
し
く
明
る
い
。
す
で
に

知
人
も
で
き
た
。
こ
こ
で
の
生
活
は
こ
れ
ま
で
の
習
慣
に
従
っ
て
い
と
な
ま
れ
て
い
る
。
朝

五
時
に
起
き
、
泉
に
出
か
け
、
八
時
か
ら
九
時
ま
で
の
あ
い
だ
に
朝
食
を
と
り
、
そ
れ
か
ら

し
ば
ら
く
横
に
な
り
、
服
を
着
て
、
口
述
筆
記
を
さ
せ
、
ま
た
少
し
散
歩
を
し
、
そ
れ
か
ら

食
事
を
し
て
い
る
。
食
後
、
部
屋
で
ス
ケ
ッ
チ
、
夕
方
、
散
歩
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
、
あ

れ
こ
れ
を
し
て
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
。
食
事
は
ま
あ
ま
あ
で
、
ワ
イ
ン
も
そ
ん
な
と
こ
ろ

だ
。
だ
が
、
つ
い
度
を
過
ご
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
明
日
で
一
週
間
目
だ
、
支
払
い

を
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
非
常
に
き
ち
ん
と
会
計
簿
を
つ
け
て
き
た
。
き
ょ

う
紙
幣
に
両
替
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
価
値
の
あ
る
グ
ル
デ
ン
金
貨
五
十
枚
の
代
わ
り

に
、
グ
ル
デ
ン
紙
幣
一

0
三
枚
を
手
に
し
た
。
八
日
し
た
ら
、
一
週
間
に
ぽ
く
ら
が
い
く
ら

く
ら
い
つ
か
っ
た
か
、
君
に
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
か
ら
非
常
に
う
れ
し
い
報
せ
が
届
い
た
。
ロ
ホ
リ
ッ
ツ
顧
問
官
が
親
切
に

も
、
実
に
詳
し
い
手
紙
を
書
い
て
寄
こ
し
た
。
ゲ
ナ
ス
ト
を
通
じ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
収
入
が

あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
ふ
う
で
、
こ
の
企
画
は
実
に
う
ま
く
行
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
最
初
の
四
日
間
の
上
演
に
は
エ
ル
ザ
ー
マ
ン
女
史
は
出
演
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
こ
は
ま
だ
社
交
的
集
り
も
少
な
く
、
町
並
み
は
人
影
も
ま
ば
ら
で
、
君
は
気
に
入
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
か
な
り
の
客
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ス
に
つ
い
て
は
ま
だ
た
い
し

た
も
の
が
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
安
あ
が
り
で
す
む
、
新
し
い
考
え
が
浮
か
ん
だ
。
つ
ま

り
、
実
に
見
映
え
の
す
る
縁
飾
り
の
あ
る
布
地
だ
。
こ
ん
な
ふ
う
で
、
ざ
く
ろ
石
も
、
本
物

も
ま
が
い
物
も
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
店
の
多
く
が
ま
だ
閉
ま
っ
て
い
る
。
全

て
は
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。
き
ょ
う
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。

手
紙
が
間
に
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
。
一
週
間
ご
と
に
便
り
を
す
る
。
君
も
と
き
ど
き
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三
十
三

ヴ
ァ
イ
マ
ル
を
経
由
す
る
よ
り
君
の
も
と
に
早
く
着
き
そ
う
な
気
が
す
る
か
ら
、
君
へ
の

便
り
は
直
接
ラ
オ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
出
そ
う
と
思
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
君
は
当
便
で
、
ぽ

く
ら
が
無
事
カ
ー
ル

ス
バ

ー
ト
に
着
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
六
月
二
十
九
日
、
日

曜
日
、
シ
ュ
ラ
イ
ツ
に
達
し
た
。
三
十
日
は
ア
ッ
シ
ュ
に
。
ア
ッ
シ
ュ
で
は
、
夜
の
九
時
、

雨
の
中
を
十
五
分
か
け
て
市
門
の
外
ま
で
出
か
け
、
小
屋
で
『
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
を
前
に
す
る

フ
ス
派
の
人
々
』
を
演
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
七
月
一
日
、
エ
ッ
ガ
ー
ま
で
来
た
。
そ
こ
で

は
休
養
を
と
り
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
連
す
る
も
の
を
か
な
り
見
た
。
き
の
う
の
二

日
夜
、
や
っ
と
当
地
に
着
い
た
。
道
は
所
ど
こ
ろ
ま
っ
た
く
ひ
ど
く
、
加
え
て
、
と
き
ど
き

激
し
い
雨
に
み
ま
わ
れ
た
。
し
か
し
終
点
の
こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
＜
居
心
地
の
良
い
宿
に
泊
っ

て
、
満
足
し
て
い
る
。
旅
行
中
、
乱
暴
に
も
ま
れ
揺
す
ぶ
ら
れ
て
、
す
で
に
治
療
の
半
ば
を

達
成
し
た
よ
う
な
気
に
さ
え
な
る
。

こ
の
あ
た
り
は
昔
と
同
じ
で
非
常
に
美
し
い
。
町
は
、
見
な
い
う
ち
に
、
見
違
え
る
ほ
ど

き
れ
い
に
な
っ
た
。
と
び
き
り
快
適
な
散
歩
道
が
建
設
さ
れ
て
い
て
、
早
速
十
分
楽
し
ん
だ
。

不
満
と
い
え
ば
、
皆
が
一
緒
に
こ
こ
に
い
な
い
こ
と
だ
。
ぽ
く
ら
は
部
屋
で
一
緒
に
食
事
を

し
た
が
、
親
切
な
も
て
な
し
を
受
け
た
。
こ
こ
の
食
事
は
以
前
よ
り
お
い
し
い
。
紙
幣
は
ま

す
ま
す
価
値
が
下
落
し
て
、
現
金
が
非
常
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
前
二
十
ク
ロ
イ
ツ
ェ

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

一八

0
六
年
七
月
三
日

G
o
e
t
h
e
 :
 Br
i
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ゲ
ー
テ
・
妻
へ
の
手
紙

(
2
)
 

ル
の
価
値
が
あ
っ
た
肖
像
の
あ
る
硬
貨
が
、
今
や
三
十
ニ
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
で
引
き
と
ら
れ
る
。

物
価
は
あ
が
っ
た
け
れ
ど
、
結
局
の
と
こ
ろ
以
前
よ
り
こ
と
さ
ら
多
く
払
わ
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
だ
当
地
で
は
芝
居
は
な
い
。
七
月
六
日
、
日
曜
日
に
や
っ
と
来
る
。
こ
れ

く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
元
気
で
楽
し
く
や
り
な
さ
い
。
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
日
を
覚

え
て
お
い
て
く
れ
。
手
紙
が
途
中
ど
れ
く
ら
い
の
日
数
を
要
し
た
か
が
、
わ
か
る
よ
う
に
。

皆
に
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
伝
え
て
く
れ
。
ど
う
か
体
に
だ
け
は
気
を
つ
け
て
。

三
十
四

す
で
に
一
昨
日
、
君
の
い
と
し
い
手
紙
は
こ
こ
に
届
い
た
。
だ
か
ら
、
わ
ず
か
四
日
し
か

要
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
き
ょ
う
、
最
後
か
ら
二
番
目
の
手
紙
を
書
く
。
お
そ
ら
く
一

週
間
後
の
き
ょ
う
最
後
の
を
書
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
馬
車
は
予
定
通
り

に
着
く
と
思
う
か
ら
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
す
こ
ぶ
る
元
気
だ
。
こ
こ
に
も
っ
と
長
く
留
ま
れ
る

よ
う
に
し
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
。
万
一
何
か
悪
い
徴
候
が
あ
れ
ば
、
十
四
日
間
一
口
も
飲
ま

ず
、
お
湯
も
使
わ
ず
、
体
に
気
を
つ
け
る
に
し
て
も
、
や
は
り
効
能
あ
る
泉
の
近
く
に
居
れ

る
よ
う
に
。
だ
が
、
来
年
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
そ
う
い

う
ふ
う
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
。
つ
ら
つ
ら
思
う
に
、
要
は
運
動
だ
。
こ
れ
か
ら
八

週
間
な
ん
と
か
運
動
を
続
け
た
ら
、
た
ぶ
ん
す
っ
か
り
良
く
な
る
だ
ろ
う
。
君
は
元
気
と
の

こ
と
、
非
常
に
喜
ん
で
い
る
。
帰
っ
た
ら
、
つ
も
る
話
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
。
こ
こ
は
一
体

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト

一八
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し
て
注
目
に
値
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
後
更
に
対
象
作
品
を
拡
げ
て
こ
の
事
を
裏
付

け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
一
試
論
の
み
で
筆
を
置
く
。

（
注
②
）
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
（
文
章
編
）
二
』

一
九
六
頁

（
注
①
）
岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』

五
三
五
頁

（
注
③
）
拙
稿
「
道
真
の
詩
に
投
影
さ
れ
た

『白
氏
文
集
』
|
_

「
水
鵜
」
の
詩
を
め
ぐ
っ

て
ー

」

（
熊
本
大
学

「国
語
国
文
学
研
究
」
第
二
三
号
）

（
注
④
）
拙
稿
「
道
真
の

〈
郊
外
翫
馬
〉〈
和
田
大
夫
感
喜
勅
賜
白
馬
上
呈
諸
侍
中
之
詩
〉

二
詩
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

ー

ニ
詩
の
第
七
、
八
句
の
表
現
を
中
心
に
ー
」

（
都
留
文
科
大
学
〈
国
文
学
論
考
〉
第
十
六
号
）

（
注
⑤
）
岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
六
五

0
頁

「東
宮
侍
中
」
は
東
宮
の
蔵
人
の
唐
名
。

「東
京
」
は
、
清
和
天
皇
第
一
子
、
貞

明
親
王
。
貞
観
十
年
十
二
月
生
、

翌
十
一
年
二
月
立
太
子
。
後
の
陽
成
天
皇
。

（
注
⑥
）
三
、
四
句
の
解
釈
に
つ
い
て

▽
川
口
久
雄
氏
は
頭
注
で
こ
の
二
句
を
「
き
こ
り
の
爺
さ
ん
は
、
道
を
離
れ
た
ら

危
い
と
説
き
き
か
せ
る
。
巖
間
の
み
ち
を
た
ど
る
旅
人
は
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て

き
た
か
と
問
う
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説
に
は
従
い
難
い
。

三
句
の
「
去
道
」
は

『世
説
新
語
』
の
例
に
よ
り
「
道
」

11
「
人
と
し
て
踏

む
べ
き
道

〈
11
人
道
〉
」
の
意
を
踏
ま
え
た
語
と
し
て
の
解
釈
を
さ
れ
て
い
る

が
、
私
は
こ
の
語
に
は
こ
の
書
の
影
響
の
な
い
詩
語
と
し
て
看
倣
す
べ
き
だ
と

考
え
る
。
こ
の
「
秋
山
」
の
詩
は
「
晩
秋
二
十
詠
」
中
の
一
首
で
道
真
の
注
に

拠
れ
ば
速
詠
し
た
が
故
に
平
仄
を
と
と
の
え
、
声
病
を
去
り
嫌
う
と
い
う
顧
慮

も
せ
ず
、
ま
た
厳
し
い
格
律
の
法
則
も
守
ら
な
か
っ
た
と
但
し
書
き
を
入
れ
て

い
る
。
こ
の
道
真
の
詠
作
姿
勢
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
一
見
典
拠
の
あ
る
詩
語
の

よ
う
に
思
え
る
も
の
で
も
そ
の
詩
語
の
持
つ
一
義
的
な
意
味
の
語
と
し
て
だ
け

（
注
⑧
）
中
公
文
庫
『
陶
淵
明
伝
』
吉
川
幸
次
郎
著
一
四
八
頁
＼
一
四
九
頁

み

ち

ち

か

三

逹

就

荒

三

す

じ

の

選

は

荒

る

る

に

就

き

も

’> 

松

菊

猶

存

松

と

菊

と

は

猶

ほ

存

き

た

り

（
注
⑦
）

で
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
和
習
の
臭
い
の
強
い

も
の
が
無
意
識
の
う
ち
に
出
て
来
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
そ
の
一

例
と
し
て
こ
の
「
去
道
」
を
考
え
て
み
た
。

つ
ま
り
三
句
目
の
「
去
道
」
は
四
句
目
の
「
来
由
」
と
対
を
な
す
も
の
で
「
去

来
」
と
い
う
語
が
、
行
く
こ
と
と
来
る
こ
と
の
意
を
含
む
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

が
、
「
去
く
道
」
と
み
て
、
「
来
由
」
を
「
来
た
り
し
由
」
の
意
と
考
え
て
み
た

ゅ

い
。
と
す
れ
ば
こ
の
三
句
目
は

「
き
こ
り
の
翁
は
（
私
の
）
去
く
道
を
あ
れ
こ

れ
と
教
え
て
く
れ
」
四
句
目
は
「
巖
を
た
ず
ね
る
旅
人
は
（
私
が
）
ど
こ
か
ら

や
っ
て
来
た
の
か
を
問
う
」
の
意
に
な
る
と
思
う
。

「去
道
」
を

『世
説
新
語
』

か
ら
の
語
と
し
て
の
解
釈
で
は
三
句
目
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
気
が
し
て
な
ら

な
い
。
こ
の
三
、
四
句
目
は
、
あ
く
ま
で
も
、
も
っ
と
軽
い
意
味
で
「
去
」
「
来
」

の
対
を
意
識
し
た
句
作
り
と
見
た
方
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

漢

詩

大

系

『

詩

経

上

』

一

四

九

頁

＼

一

五

六

頁

▼
「
谷
風
」
は
、
夫
に
棄
て
ら
れ
た
妻
の
悲
怨
を
歌
っ
た
詩
と
見
る
に
異
議
が

な
い
。
後
世
に
い
う
棄
婦
怨
で
あ
る
。

▽
「
荼
は
誠
に
苦
い
が
、
君
子
の
己
れ
に
於
け
る
苦
毒
は
、
又
荼
よ
り
甚
だ
し

く
ら

な
づ
な

き
も
こ
れ
を
荼
に
比
ぶ
れ
ば
則
ち
甘
き
こ
と
齊
の
如
し
」
（
鄭
箋
）

▽
「
荼
は
甚
だ
苦
し
と
雖
も
反

っ
て
甘
き
こ
と
齊
の
如
し
。
以
て
己
れ
の
棄
て

に
が

ら
れ
其
の
苦
き
こ
と
荼
よ
り
甚
だ
し
き
も
の
あ
り
」
（
集
伝
）

(11長
い
留
守
の
あ
い
だ
に
、
庭
の
な
か
の
三
す
じ
の
小
み
ち
は
予
想
の

ご
と
く
、
荒
れ
か
け
て
い
た
。
し
か
し
予
想
を
裏
ぎ
ら
ず
に
元
気
に
生
存

し
て
い
た
の
は
、
松
と
そ
う
し
て
菊
。
主
人
の
婦
り
を
待
ち
あ
ぐ
ね
た
菊

は
ま
だ
花
を
し
ぼ
ま
せ
て
は
お
ら
ぬ
。
）
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ち
か

（
三
す
じ
の
選
は
荒
る
る
に
就
き
も
）

（
注
⑧
）

も
し
こ
の
推
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
島
田
忠
臣
の
生
き
様
に
、
官
界
を
き
ら
い
在
野
で

自
由
を
享
受
し
た
中
国
の
六
朝
時
代
の
詩
人
陶
淵
明
が
ダ
ブ
ッ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

[
鼠
貧
居
任
草
声
（
六
句
目
）
！

ii就
別

道

真

の

詩

陶
淵
明
「
帰
去
来
の
辞
」

0

0

 

0
 

0
 

0
 

0
 

経
』
の
語
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
み
る
よ
り
、
『
詩
経
』
の
語
を
典
拠
と
し
た
白
詩
に
拠
っ
て

い
る
と
考
え
た
い
。
そ
う
推
論
す
る
根
拠
と
し
て
道
真
の
第
四
句
を
あ
わ
せ
て
注
視
し
て
み

る
。
「
非
唯
哭
死
哭
遺
孤
」
の
「
哭
遺
孤
」
で
あ
る
。
こ
の
語
句
は
、
白
詩
の
詩
意
が
道
真
に

理
解
さ
れ
て
い
る
故
に
生
ま
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
白
詩
の
全
篇
に
漂
っ
て
い
る

も
の
は
弟
、
行
簡
を
失
っ
て
し
ま
い
途
方
に
く
れ
る
彼
の
妻
、
そ
し
て
孤
児
と
な
っ
た
亀
児
、

彼
ら
に
自
分
が
弟
の
か
わ
り
と
し
て
支
え
に
な
り
た
く
思
っ
て
も
、
老
い
た
る
身
の
故
に
、

そ
れ
も
ま
ま
な
ら
ず
ど
う
し
よ
う
も
な
い
う
つ
う
つ
と
し
た
心
情
、
そ
し
て
天
へ
の
怨
み
に

つ
な
が
る
白
居
易
の
詩
情
は
、
そ
の
ま
ま
道
真
に
も
相
通
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
義
父
の
亡
去
し
た
あ
と
残
さ
れ
た
子
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
白
詩
の
亀
児
と
ダ
ブ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
故

「
あ
な
た
の
死

(11忠
臣
の
死
）
を
嘆
く
の
み
な
ら
ず
。

あ
な
た
の
あ
と
に
残
さ
れ
た
お
子
様
の
こ
と
が
不
憫
で
な
り
ま
せ
ん
」
と
の
意
を
詩
に
盛
り

込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
方
、
確
か
に
両
詩
に
詩
情
の
類
似
は
あ
っ
て
も
、
死
を
悼
む
視
点
に
差
異
が
あ
る
の
は

事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
白
詩
で
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
身
辺
の
状
況
か
ら
自
分
の
心
情
を
暴

露
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
私
的
な
も
の
に
終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
、
道
真
の
詩

で
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
道
真
に
と
っ
て
島
田
忠
臣
と
は
義
父
と
い
う
私
的
な
面
で
結
び
つ

き
が
あ
る
一
方
、
幼
年
時
代
よ
り
詩
作
の
師
と
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
そ
の
後
者
の
面
を
よ
り
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
第
五
句

「
万
金

聟
償
難
灰
滅
」
と
か
第
八
句

「
詩
人
名
在
賓
應
無
」
の
よ
う
に
、
忠
臣
の
詩
人
と
し
て
の
業

績
を
称
え
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
社
会
の
中
に
於
け
る
忠
臣
の
存
在
を
見

据
え
、
死
を
悼
ん
だ
、
道
真
の
目
に
よ
る
主
観
的
な
忠
臣
の
捉
え
方
で
あ
り
な
が
ら
、
概
ね

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

公
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
道
真
の
第
六
句
「
三
径
貧
居
任
草
蕪
」

も
、
既
に
川
口
久
雄
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
だ
が
、
陶
淵
明
の
「
帰
去
来
の
辞
」
か
ら
の

投
影
を
感
じ
さ
せ
る
句
作
り
で
あ
る
。

五

0

0

 

0
 

0
 

0
 

一
方
、
こ
の
道
真
の
詩
に
、
前
述
の
白
詩
の
詩
意
が
重
な
る
と
私
的
な
心
情
が
明
確
に
浮

か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
四
句
「
非
唯
哭
死
哭
遺
孤
」
は
字
面
だ
け
追
っ
て
も
こ
の

0

0

 

0
 

0
 

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

句
意
は
十
分
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
句
の
裏
に
白
詩
の
全
篇
に
漂
う
詩
情
が
投
影
さ
れ

0

0

0

 

て
い
る
と
す
れ
ば
、
道
真
の
詩
の
世
界
が
一
層
深
ま
り
且
つ
、
義
父
を
悼
む
心
情
が
強
調
さ

れ
て
く
る
も
の
と
思
う
。

こ
の
道
真
の
詩
に
は
、
七
言
律
詩
と
い
う
限
ら
れ
た
句
数
の
中
で
、
自
分
の
父
母
の
如
き

ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
人
物
を
失
っ
た
悲
し
み
を
詠
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
の
中
で
、
白

0

0

 

0
 

0
 

0
 

0
 

詩
の
世
界
を
投
影
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
と
私
の
両
面
か
ら
忠
臣
の
死
を
捉
え
よ
う
と
し

た
意
図
が
、
充
分
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。

前
に
も
述
べ
た
が
、
狭
視
的
に
こ
の
両
詩
を
考
察
す
れ
ば
、
白
詩
の
第
二
十
一
、
二
句
と

道
真
の
第
一
句
と
の
語
句
の
類
似
の
指
摘
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
道
真
に
は
こ
の
白
詩
の
深

い
理
解
が
な
さ
れ
て
お
り
詩
情
を
充
分
把
握
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
深
い
意
味
で

の
白
詩
の
摂
取
が
、
第
四
句
の
句
作
り
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
私
は
考
え
る
。

こ
こ
に
道
真
の
白
詩
の
摂
取
姿
勢
の
一
端
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
一
詩
題
の
類
似
は
み
ら
れ
な
い
が
、
詩
句
の
中
の
語
句
に
類
似
が
指
摘
で
き
る
も
の

一

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
来
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
初
期
の
作
品
と
後
期
の
作
品
と
で

は
白
詩
の
摂
取
そ
の
も
の
に
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
推
測
し
た
。
つ
ま
り
、
初
期
で
は

全
体
の
詩
意
に
関
わ
ら
な
い
単
な
る
抄
句
と
し
て
の
白
詩
の
表
現
利
用
の
姿
勢
が
目
立
つ
の

に
対
し
、
後
期
で
は
、
詩
題
そ
の
も
の
は
直
接
的
関
わ
り
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
白
詩
の

深
い
内
容
理
解
に
基
づ
く
「
抄
句
」
の
利
用
の
仕
方
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
。
そ
こ
に
道
真
の
漢
詩
制
作
の
習
熱
度
の
深
浅
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
換
言
で

き
る
。研

究
対
象
の
作
品
が
少
な
い
為
、
結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
限
ら
れ
た
作
品

を
見
た
だ
け
で
も
、
こ
の
事
は
あ
る
程
度
実
証
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
今
回
取
り
挙
げ
た
「

054

翫
二
秋
花

一
」「
162
秋
山
」
と
「
347
哭
二
田
詩
伯

＿
」
と
で
は
、
明
ら
か
に
相
違
が
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
「

054
翫
二
秋
花
一

」
「
162
秋
山
」
は
道
真
の
初
期
の
作
品
と
言
え
る

し
、
「

347
哭
二
田
詩
伯

＿
」
は
道
真
の
後
期
の
も
の
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

こ
れ
は
、
道
真
の
制
作
年
時
に
よ
り
白
詩
の
摂
取
の
仕
方
に
変
遷
が
あ
る
こ
と
の
一
端
と
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喉
燥
聟
氣
窒

経
レ
年
無
報
辟

―

及
レ
臨

―晨
興
句

―

末
レ
吟
先
沸
垂

因
姦
漣
洵
際

―

一
吐
二
心
中
悲

―

茫
茫
四
海
間

此
苦
唯
君
知

去
レ
我
四
千
里

使
三
我
告
コ
訴
誰

―

仰
レ
頭
向
二
青
天
＿

但
見
二
雁
南
飛

一

憑
レ
雁
寄
二

語

―

為
レ
我
達
微
之

―

弦
絶
有
二
績
膠

―

樹
斬
可
レ
接
レ
枝

唯
我
中
腸
断

應
無
蓮
得
期

―

か
わ

ふ

さ

喉
燥
き
て
聟
氣
窒
が
り

年
を
経
て
報
辟
無
し

み

晨
興
の
句
を
親
る
に
及
び

な
み
だ
た

末
だ
吟
ぜ
ざ
る
に
先
づ
悌
垂
る

こ
の
れ
ん
じ
ょ

絃
漣
洵
の
際
に
因
り
て

一
た
び
心
中
の
悲
し
み
を
吐
く

茫
茫
た
る
四
海
の
間

こ

く
る

此
の
苦
し
み
唯
君
の
み
知
る

我
を
去
る
こ
と
四
千
里

我
を
し
て
誰
に
か
告
訴
せ
し
む
る

む
か

頭
を
仰
ぎ
て
宵
天
に
向
へ
ば

た
だ
が
ん

但
厩
の
南
に
飛
ぶ
を
見
る

が
ん

た
の

贋
に
凋
み
て
一
語
を
寄
す

我
が
為
に
微
之
に
達
せ
よ

ぞ
く
こ
う

弦
絶
ゆ
る
も
績
膠
有
りっ

樹
斬
ら
る
る
も
枝
を
接
ぐ
べ
し

た

唯
我
が
中
腸
の
断
え
た
る
は

應
に
連
ね
得
る
期
無
か
る
べ
し

（
注
）
本
文
、
訓
み
と
も
国
訳
漢
文
大

成
本
に
よ
る

この二詩では、白詩が「元積の晨興と題する詩に和し、兼ねて元積が亀児の

近況を問へるに答へた」作（国訳漢文大成『白楽天詩集三』一八八頁）である

のに対し、道真の詩は「（義父にあたる）島田忠臣の亡くなったことを悼んだ」

作品である。更に付加するならば、白詩は太和二（八二六）年、五十七歳の時

のものである。宝暦二（八二六）年、つまり二年前の冬、弟の行簡が死んでい

る。そこに残された弟の妻、そして姪の亀児に対して元積が近況を問うた手紙

に答えたものである。

一方、道真の詩は川口久雄氏によれば仁和三（八九一）年、秋、七月頃、忠

臣（六十四歳）を失った時の作とある。（岩波古典文学大系『菅家文草・菅家後

集』八七頁）

句^-四目 非死遺孤唯哭哭 一^句-目 如考批苦荼哭浪

道

真

の
詩

↑ ↑ 
,---'-―、 ,^、

後林孤闘西病院 竺 荼薬甘如飴 —= 誰謂荼愚古 白

-十句-目---句-九目 --t-ニ句ヽ目 --t-ー句-目 詩

＾ 間接投影

誰
謂
荼
苦

誰
甘
如
齊

（
「
邸
風
」
谷
風
）

詩

経

師
と
し
て
、
ま
た
妻
の
父
と
し
て
公
私
に
わ
た
り
親
交
を
深
め
た
嶋
田
忠
臣
を
亡
く
し
た

道
真
の
心
情
が
赤
裸
々
に
告
白
さ
れ
て
い
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み

る
と
、
白
詩
が
姪
の
亀
児
の
近
況
を
述
べ
る
形
を
と
り
つ
つ
、
間
接
的
に
は
弟
の
行
簡
の
死

を
悼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
道
真
の
詩
は
直
接
的
に
義
父
の
死
を
悼
ん
で
い
る
と
い
っ
た
よ

う
に
詩
情
は
非
常
に
類
似
し
た
作
品
で
あ
る
。

し
か
し
、
詩
題
そ
の
も
の
は
全
く
詠
作
対
象
が
異
な
る
為
に
、
両
詩
に
は
何
の
関
わ
り
も

見
出
せ
な
い
。
こ
の
二
詩
は
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
わ
り
が
明
ら
か
に
な
る
類

の
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
字
句
の
類
似
に
目
を
移
し
て
み
る
。
そ
の
類
似
箇
所
を
図
式
化
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

白
詩
の
第
二
十
一
、
二
句
「誰
謂
二
荼
菓
苦
、
荼
菓
甘
如
レ
飴
」
を
道
真
が
第
一
句
目
に
「
哭

如
考
批
苦
喰
荼
」
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
白
詩
の
句
意
は
「
人

は
荼
を
苦
い
と
い
う
が
吾
が
心
の
苦
さ
に
比
す
と
飴
よ
り
も
甘
い
で
あ
ろ
う
」
と
な
る
の
を
、

道
真
は
「
父
母
を
亡
く
し
た
よ
う
に
嘆
き
悲
し
み
、
そ
の
心
情
は
荼
を
口
に
す
る
よ
り
も
苦

い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
句
作
り
に
応
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
前
者
が
弟
、

行
簡
を
亡
く
し
た
悲
し
み
、
後
者
が
義
父
島
田
忠
臣
を
亡
く
し
た
悲
し
み
、
そ
れ
ら
を
「
荼
'

よ
り
苦
い
」
と
喩
え
た
こ
の
発
想
は
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
語
自
体
は

『詩
経
』
邸
風
の
中

の
「
谷
風
」
の
中
に
あ
る

な
づ
な

〔
誰
謂
剤
~
旬
、
其
甘
如
齊
〕
（
誰
か
荼
を
苦
し
と
謂
ふ
や
其
の
甘
き
こ
と
齊
の
如
し
）

(11誰
が
に
が
な
を
苦
い
と
い
う
の
か
、
心
の
苦
し
み
に

比
ぶ
れ
ば
、
な
ず
な
の
よ
う
に
甘
い
も
の
）
（
注
⑦
）

の
詩
句
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
私
は
恐
ら
く
こ
の
道
真
の
第
一
句
の
句
作
り
は
、
こ
の
『
詩
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た
も
の
を
利
用
し
、
句
作
り
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
こ
の
道
真
の
詩
は

「晩
秋
二

（史）

十
詠
」
の
中
の

一
首
で
そ
の
注
に
「
九
月
廿
六
日
、
随
二
阿
州
平
刺
吏

-
‘
到
二
河
西
之
小
庄

-、
敷
盃
之
後
、
消
談
之
間
、
令
三
多
進
士
題
三
一
十
事

一。

干
レ
時
日
廻
二
西
山
＿
、
蹄
期
漸

至
。
含
レ
竜
詠
之
、
文
不
レ
加
レ
貼
。
不
レ
避
二
聟
病
＿
、
不
レ
守
二
格
律
＿
‘
但
恐
世
人
嘲
二
弄

斯
文

一。

恐
之
思
之
、
オ
之
拙
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
の
よ
う
に
速
詠
を
強
い
ら
れ
て

成
っ
た
作
品
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
道
真
の
詠
作
素
養
を
窺
い
知
れ
る
格
好
の
も

の
と
も
看
倣
せ
る
わ
け
で
、
こ
の
詩
に
限
っ
て
言
え
ば
、
白
詩
「
暮
立
」
の
第
三
、
四
句
の

表
現
と
道
真
の
第
一
、
二
句
の
類
似
表
現
が
指
摘
で
き
る
の
は
、
道
真
の
脳
裏
の
中
に
こ
の

詩
の
詩
句
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
確
固
た
る
証
に
な
る
と
思
う
。
し
か
も
両
詩
の

内
容
に
関
わ
り
が
稀
薄
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
白
詩
は
第
三
、
四
句
の
表
現
の
み
が
、
抄
句
と

し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
以
上
、
こ
の
事
か
ら
も
前

述
の
「
054

翫
二
秋
花
こ
の
場
合
と
同
じ
様
な
道
真
の
白
詩
か
ら
の
摂
取
姿
勢
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

次
に
「
347
哭
二
田
詩
伯
こ
と
「
虚
和
二
晨
興
l

因
報
レ
問
二
亀
兒
一

」
を
取
り
挙
げ
て
み

る
。
ま
ず
、
道
真
の
詩
「
347
哭
二
田
詩
伯
＿
」
を
訓
読
文
と
と
も
に
引
用
し
、
そ
の
後
に
白
詩

「
霊
和
二
晨
真
因
報
レ
問
二
亀
兒
l

」
を
訓
読
文
と
と
も
に
挙
げ
る
。

菅
家
文
草

孤
空
田
詩
伯
―

哭
如
考
批
苦
喰
荼

長
断
生
涯
燥
混
倶

縦
不
傷
君
傷
我
道

非
唯
哭
死
哭
遺
孤

万
金
聟
償
難
灰
滅

三
径
貧
居
任
草
蕪

自
是
春
風
秋
月
下

詩
人
名
在
寅
應
無

（
訓
読
文
）

に

が

な

く

ら

に

が

哭
く
こ
と
考
批
の
如
く
に
し
て
荼
を
准
ふ
よ
り
苦
し

長
に
生
涯
燥
涅
を
倶
に
せ
む
こ
と
を
断
て
た
り

縦
ひ
君
を
傷
ば
ず
と
も
我
が
道
を
傷
ぶみ

な
し
ご

た
だ
に
死
を
哭
く
の
み
に
非
ず
遺
れ
る
孤
を
哭
＜

万
金
の
聟
償
は
灰
と
滅
え
が
た
か
ら
む

ぁ

三
径
の
貧
居
は
草
の
蕪
る
る
に
任
す
な
ら
む

こ
れ
よ
り
春
風
秋
月
の
下

詩
人
の
名
の
み
在
し
て
寅
は
な
か
る
べ
し

（
注
）
本
文
、
訓
み
と
も
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に

従
う

白
氏
文
集

虚
和
晨
興
因
報
レ
問
竃
兒
＿

冬
旦
寒
惨
溜

雲
日
無
晶
輝

嘗
此
歳
暮
感
―

見
君
晨
興
詩
―

君
詩
亦
多
苦

苦
在
二
兄
遠
離

―

我
苦
不
レ
在
レ
遠

纏
コ
綿
肝
輿
77
牌

西
院
病
嬬
婦

後
林
孤
姪
兒

黄
昏
一
慟
後

夜
半
十
起
時

病
眼
雨
行
涙

衰
嬰
萬
室
絲

咽
コ
絶
五
臓
脈
―

痩
コ
消
百
骸
脂
―

雙
目
失
二

目
―

四
肢
断
二
雨
肢

―

不
レ
如
澁
然
逝

安
用
二
半
活
l

為

誰
謂
云
余
菓
苦

―

荼
菓
甘
如
レ
飴

誰
謂
二
湯
火
熱
―

湯
火
冷
如
レ
濶

前
時
君
寄
レ
詩

憂
念
問
二
阿
亀
一

（
訓
読
文
）

冬
旦
寒
く
し
て
惨
溜

雲
日
晶
輝
無
し

此
歳
暮
の
感
に
営
り

し
ん
こ
う

君
が
晨
興
の
詩
を
見
る

君
が
詩
亦
苦
み
多
し

苦
み
は
兄
の
遠
く
離
る
る
に
在
り

我
が
苦
み
は
遠
に
在
ら
ず

て
ん
め
ん

肝
と
牌
と
に
纏
綿
た
り

そ
う
ふ

西
院
に
は
病
嬬
婦
あ
り

こ

う

し

よ

う

こ

て

つ

じ

後
林
に
は
孤
姪
兒
あ
り

ど
う

黄
昏
に
一
た
び
慟
し
て
後

夜
半
に
十
た
び
起
く
る
時

病
眼
雨
行
の
涙

ば
ん
こ
う

衰
嬰
萬
茎
の
絲え

つ
ぜ
つ

五
臓
の
脈
を
咽
絶
し

そ
う
し
よ
う

百
骸
の
脂
を
痩
消
す

雙
目
は

一
目
を
失
ひ

四
肢
は
雨
肢
を
断
つ

し

こ

う

ぜ

ん

ゆ

如
か
ず
溢
然
と
し
て
逝
か
ん
に
は

安
ん
ぞ
半
ば
活
く
る
を
用
て
為
さ
ん

と

ば

く

に
が

誰
か
荼
菓
を
苦
し
と
謂
ふ

荼
菓
甘
き
こ
と
飴
の
如
し

誰
か
湯
火
を
熱
し
と
謂
ふ

湯
火
冷
か
な
る
こ
と
澗
の
如
し

前
時
君
詩
を
寄
す

あ

き

憂
念
し
て
阿
亀
を
問
ふ
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白
氏
文
集

闘

暮

立

黄
昏
獨
立
佛
堂
前

渦
地
椀
花
渦
樹
蝉

大
抵
四
時
心
総
苦

就
中
腸
断
是
秋
天

（訓）

黄
昏
獨
立
つ
佛
堂
の
前

満
地
の
椀
花
涵
樹
の
蝉

す
べ

大
抵
四
時
心
総
て
苦
し
め
ど
も

菅
家
文
草

162

秋

山

大
底
秋
傷
意

山
中
不
勝
秋

樵
翁
論
去
道

巖
客
問
来
由

止
足
依
松
立

消
心
傍
水
留

指
家
蹄
出
早

怨
作
市
朝
囚

（訓）

大
底
秋
は
意
を
傷
ば
し
む

山
中
秋
に
勝
へ
ず

ゅ

樵
翁
去
く
道
を
論
ず

次
に
「
012
秋
山
」
と
「
闘
暮
立
」
を
取
り
挙
げ
て
み
る
。

は
、
一
見
、
白
詩
の
第
七
句
「
香
惜
委
風
諷
」
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り

風
に
よ
っ
て
今
の
状
況
が
く
ず
さ
れ
る
と
す
る
点
で
同
じ
発
想
と
看
倣
せ
る
が
、
道
真
の
「
嫌

傷
」
の
語
句
に
対
応
す
る
の
は
、
や
は
り
白
詩
の
第
八
句
「
愁
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
歴
枝
折
」
を
「
晩
暮
風
」
に
替
え
た
箇
所
だ
と
考
え
る

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
、
類
似
箇
所
を
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
全
く
詠
作
事
情
、
詠
作
対
象
が
異
な
る
の
に
、
表
現
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
が

見
ら
れ
る
の
は
、
道
真
が
こ
の
白
詩
を
抄
句
と
し
て
利
用
し
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

そ
の
明
ら
か
な
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
白
詩
全
篇
か
ら
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
の
で
は
な
く

第
五
句
か
ら
第
八
句
と
い
う
一
部
の
箇
所
を
そ
の
ま
ま
多
少
表
現
を
か
え
な
が
ら
、
第
三
句

か
ら
六
句
で
集
中
し
て
利
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
真
が
句
作
り
す
る
前
提
に
、

こ
の
白
詩
「
花
下
封
酒
」
の
あ
る
一
部
分

(11第
五
句
か
ら
第
八
句
）
が
抄
句
と
し
て
蓄
積

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

は
ら
わ
た
た

就
中
腸
断
つ
は
是
れ
秋
天

（
注
）
本
文
・
訓
み
と
も
国
訳

漢
文
大
成
本
に
拠
る

き

巖
客
来
た
り
し
由
を
問
ふ

足
を
止
め
て
松
に
依
り
て
立
つ

心
を
清
に
し
て
水
に
傍
ひ
て
留
る

家
を
指
し
て
蹄
り
出
る
こ
と
早
な
り

怨
む
ら
く
は
市
朝
の
因
と
な
ら
む
こ
と
を

（
注
）
本
文
は
岩
波
古
典
大
系
本
に
従
う

訓
は
筆
者
試
読
゜

こ
の
二
詩
の
う
ち
、
道
真
の
詩
の
第
三
、
四
句
の
意
味
が
取
り
に
く
い
。
（
注
⑥
）
し
か

し
、
詩
題
、
ま
た
詩
の
内
容
に
つ
い
て
は
白
詩
と
道
真
の
詩
と
の
関
わ
り
は
稀
薄
と
看
倣
し

て
も
大
過
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
類
似
箇
所
と
思
わ
れ
る
所
を
図
式
化
し
て
み
る
。

白
詩
の
第
三
、
四
句
「
大
抵
四
時
心
練
苦
、
就
中
腸
断
是
秋
天
」
の
表
現
を
踏
ま
え
て
道

真
が
第
一
、
二
句
で
「
大
底
秋
傷
意
、
山
中
不
勝
秋
」
と
表
現
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
、
白
詩
と
道
真
の
こ
の
類
似
箇
所
の
詩
情
に
は
多
少
の
差
異
が
あ
る
。
白
詩
で
は
「
四

季
折
々
、
我
々
人
間
は
季
節
の
推
移
に
心
を
悩
ま
す
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
そ
の
気
持

ち
が
強
く
な
る
の
は
秋
で
あ
る
」
と
の
意
を
道
真
は
、
秋
が
最
も
人
を
悩
ま
せ
る
季
節
で
あ

る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
「
秋
は
大
概
、
人
の
心
を
悩
ま
せ
る
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
秋
の

山
中
は
、
そ
の
憾
が
強
い
」
と
い
う
句
作
り
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
白
詩
の
第
三
、

四
句
の

表
現
内
容
が
既
に
道
真
の
脳
裏
で
血
肉
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
秋
を

鑑
賀
す
る
場
所
を
限
定
す
る
と
い
っ
た
白
詩
に
な
い
独
創
性
が
こ
の
第
二
句
で
示
さ
れ
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
表
現
技
巧
の
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
二
詩
の
類
似
箇
所
は
白
詩
の
「
大
抵
…
…
。
就

中
…
…
。
」
を
応
用
し
て
道
真
は
「
大
底
…
…
。
…
…
。
」
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
五
言

で
あ
る
為
、
第
二
句
は
「
山
中
不
勝
秋
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
七
言
で
あ
れ
ば
白
詩
の

「
釦
叫
」
の
語
が
使
わ
れ
た
「

ftl山
中
不
勝
秋
」
の
句
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
道
真
の
詩
も
白
詩
「
暮
立
」
の
第
三
、
四
句
が
抄
句
と
し
て
脳
裏
に
あ
っ

白

大
抵
四
時
心
総
苦

就
中
腸
断
是
秋
天

詩

（
三
句
目
）

（
四
句
目
）

道

真

の

詩

大

底

秋

傷

意

（

一

句

目

）

山

中

不

勝

秋

（

二

句

目

）

-5-
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道

真

の

詩

六^句ヽ目 五^句ヽ目 句^ヽ四目 ご＝ 句目— 

刷
厨
犀
れ
て
火

5
町
ゲ
し

え

ん

だ

ん

素
麟
粉
と
し
て
雪
を
園
す

か
を
り

香
は
風
に
委
し
て
諷
る
を

惜
み

あ
っ

愁
は
枝
を
座
し
て
折
る
に

牽
＜

ろ
う

棲
中
の
老
太
守

頭
上
の
新
白
髪

冷
淡
た
り
病
心
情

喧
和
す
好
時
節

故
園
音
信
断
え

し
ん
び
ん

遠
郡
親
賓
絶
ゆ

か花
前
の
樽
に
問
は
ん
と
欲

す依
然
と
し
て
誰
が
為
に
か

設
く
る
と

（
注
）
本
文

・
訓
み
と
も

国
訳
漢
文
大
成
本
に
拠
る

馨
香
減
た
む
こ
と
を
畏
る
凄
涼
た
る
雨

氣
色
傷
む
こ
と
を
嫌
ふ
晩
暮
の
風

繁
華
を
惣
べ
て
殿
下
に
供
へ
ま
く
欲
り
す

知
ら
ず
何
れ
の
慮
に
か
路
相
通
へ
る

（
注
）
本
文
・
訓
み
と
も
岩
波
古
典
大
系
本
に

拠
る

こ
の
白
詩
と
道
真
の
詩
と
の
関
係
は
、
両
詩
の
詩
題
、
制
作
事
情
を
鑑
み
れ
ば
全
く
内
容

(11詩
境
）
に
お
い
て
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
白
詩
は
忠
州
刺
吏
時
代
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
、
知
己
か
ら
の
音
信
も
絶
え
孤
独
な
立
場
の
も
と
で
春
の
花
を
対
象
に
詠
ん
で
い
る
の
に

対
し
、
道
真
は
詩
題
の
注
に
あ
る
よ
う
に
「
東
宮
侍
中
局
小
宴
之
作
」
で
あ
る
。
東
宮
を
意

識
し
て
の
公
の
場
で
の
詠
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
両
詩
の
類
似
箇
所
と
思
わ
れ
る
所
を
図
式
化
し
て
み
る
。

道
真
の
第
三
句
目
「
素
片
還
悪
芳
意
素
」
は
白
詩
の
第
六
句
目

「素
麟
紛
園
雪
」
を
踏
ま

え
た
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
白
詩
の
こ
の
句
意
は
「
白
い
花
の
入
り
乱
れ
て
い
る
様

は
、
あ
た
か
も
雪
の
か
た
ま
り
の
よ
う
で
あ
る
」
と
な
り
、
そ
れ
を
道
真
は

「白
菊
の
は
な

び
ら
の
白
さ
も
、
君
の
お
志
の
誠
実
さ

(11白
さ
）
に
は
か
な
わ
な
い
」
と
換
え
た
も
の
で
、

こ
れ
は
東
宮
（
川
口
久
雄
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
貞
明
親
王
で
、
後
の
陽
成
天
皇
の
こ
と
と
あ

る
）
（
注
⑤
）
侍
中
局
の
宴
で
あ
る
故
、
東
宮
を
意
識
し
て
の
句
作
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る。

川
口
久
雄
氏
は
こ
の
句
意
を
「
白
菊
の
は
な
び
ら
の
け
だ
か
い
白
さ
に
は
、
は
ず
か
し

い
こ
と
だ
が
、
わ
が
君
に
さ
さ
げ
る
芳
情
の
ま
ご
こ
ろ
の
白
さ
は
と
て
も
及
ば
な
い
」
（
岩
波

古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草
』

一
四
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

「芳
意
」
の
原
義
は
、

「他
人
の
深
切
な
心
の
敬
称
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
川
口
久
雄
氏
の
言
わ
れ
る
よ

う
に

「道
真
の
東
宮
に
さ
さ
げ
る
芳
情
」
で
は
な
く
、
「
東
宮
自
身
の
部
下
に
対
す
る
お
気
持

ち
」
と
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
芳
意
素
」

(11東
宮
の
心
の
素
さ
）
と

「素
片
」

(11菊
の
白
い
花
び
ら
）
の
対
比
は
あ
く
ま
で
も
東
宮
自
身
を
高
め
る
も
の
の
為
に
強
調
さ

れ
て
い
る
表
現
と
見
る
の
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
「
悪
」
も
「
け
だ
か
さ
の
象
徴

し
ろ

と
も
言
え
る
菊
の
白
い
花
び
ら
」
が

「東
宮
の
お
志
の
素
さ
」
に
及
ば
な
い
こ
と
を
表
現
す

る
為
に
強
調
し
た
語
句
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
こ
で
の
川
口
氏
の
解
釈
に
は
肯
首
で
き

な
い
。つ

ま
り
白
詩
の
「
素
麟
」
を

「素
片
」
と
し
、
そ
れ
が
「
雪
の
あ
つ
ま
っ
た
よ
う
な
白
さ
」

し
ろ

で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
を
、
道
真
は
「
芳
意
の
素
さ
」
と
替
え
た
表
現
箇
所
だ
と
思
え
る
。

ま
た
白
詩
の
第
五
句
「
紅
房
爛
族
火
」
を
踏
ま
え
て
、
道
真
は
第
四
句
で
「
紅
房
温
封
酔

顔
紅
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
白
詩
の
「
紅
い
花
房
が
あ
た
か
も
火
の
燃
え

て
い
る
か
の
鮮
や
か
さ
で
あ
る
」
と
す
る
表
現
を
宴
会
で
あ
る
故
「
酔
顔
の
紅
」
と
替
え
た

の
で
あ
ろ
う
。

白
詩
の
七
句
目
「
香
惜
委
風
瓢
」
を
踏
ま
え
て
道
真
は
第
五
句
で

「聟
香
畏
減
凄
涼
雨
」

と
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
白
詩
の
「
香
り
が
風
に
よ
っ
て
散
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
惜
し

む
」
心
情
を
道
真
は
「
凄
涼
の
雨
」
に
変
化
さ
せ
て
句
作
り
し
て
い
る
が
、
詩
情
は
同
一
の

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

白
詩
の
第
八
句

「愁
索
屈
枝
折
」
を
踏
ま
え
て
道
真
は
第
六
句
で
「
氣
色
嫌
傷
晩
暮
風
」

と
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

白
詩
の
句
意
は

「花
の
重
み
で
枝
が
折
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
心
配
す
る
」
と
な
り
、
道
真
の
詩
で
は
「
美
し
く
咲
い
て
い
る
菊
花
も
晩
暮
の
風
に

よ
っ
て
傷
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
気
掛
か
り
だ
」
の
意
に
な
る
。
こ
の
道
真
の
表
現

ー 4-
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し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
白
詩
の
摂
取
の
仕
方
が
直
接
的
で
あ
る
こ

と
が
即
ち
、
道
真
の
浅
い
白
詩
の
理
解
に
よ
る
も
の
と
は
一
概
に
言
え
な
い
点
で
あ
る
。
確

か
に
初
歩
の
白
詩
の
習
得
過
程
に
於
い
て
は
、
こ
の
摂
取
の
仕
方
は
多
く
見
受
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
白
詩
の
あ
る
表
現
が
、
道
真
の
詩
中
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
斬
新
な
イ

メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
効
果
を
与
え
る
こ
と
は
漢
詩
が
中
国
文
学
形
態
の
一

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

以
上
当
然
で
あ
る
。
漢
詩
を
漢
詩
た
ら
し
め
る
に
は
、
ま
ず
中
国
人
の
作
品
の
模
倣
か
ら
始

め
る
以
外
に
術
は
な
い
。
だ
か
ら
詩
の
中
の
内
容
把
握
よ
り
ま
ず
斬
新
な
表
現
、
詩
語
の
習

得
に
目
が
向
け
ら
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
白
詩
の
平
易
な
、
し
か
も
莫
大

な
詩
群
は
こ
の
目
的
達
成
へ
の
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
更
に
、
漢
詩
制
作
の
習
熟
度
が
高
ま
る
に
つ
れ
白
詩
の
理
解
も
深
ま
っ
て
行
く
。
抄

句
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
が
道
真
自
身
の
頭
の
中
で
血
肉
化
さ
れ
て
行
き
、
い
ろ

い
ろ
な
応
用
が
可
能
に
な
り
無
意
識
の
う
ち
に
句
作
り
に
生
か
さ
れ
て
行
く
過
程
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
白
詩
は
、
道
真
の
頭
に
は
完
全
な
形
で
刻
み
込
ま
れ
、
空
ん
じ
る
こ
と
の

可
能
な
白
詩
が
年
毎
に
増
加
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
道
真
の
初
期
に
見

ら
れ
る
白
詩
の
摂
取
と
、
後
期
の
も
の
と
で
は
質
的
に
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下

こ
う
し
た
推
測
を
裏
付
け
る
た
め
の

一
試
論
を
展
開
し
て
み
る
。

対
象
と
す
る
作
品
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
う
ち

「
171
水
鵡
」
と

「
338
和
下
田
大
夫
感
己
吾
勅
二
白
馬

一
、
上
二
呈
諸
侍
中

一
之
詩
上
」

の
二
首
は
拙
稿
（
注
③
④
）
に
既
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
今
回
は
省
略
す
る
。

＊
詩
題
の
上
に
付
し
た
作
品
番
号
は
、

『白
氏
文
集
』
に
つ
い
て
は

『白
氏
文
集
の
批
判
的
研

究
』
花
房
英
樹
著
の
「
2
総
合
作
品
表
」
の
分
類
番
号
に
よ
り
、

『菅
家
文
草
』
に
つ
い
て

は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
の
通
し
番
号
に
従
っ
た
。
以
下
同
じ
。

白
氏
文
集

閻

花

下

射

酒

謁
蒻
江
氣
春

南
賓
閏
正
月

梅
櫻
卑
（二
桃
杏

―

次
第
城
上
登

紅
房
爛
族
レ
火

素
麟
紛
園
レ
雪

香
惜
二
委
レ
風
瓢
―

愁
牽
二
駆
レ
枝
折
―

棲
中
老
太
守

頭
上
新
白
髪

冷
淡
病
心
情

喧
和
好
時
節

故
固
音
信
断

遠
郡
親
賓
絶

欲
レ
問
二
花
前
樽

―

依
然
為
レ
誰
設

（訓）

あ
い
あ
い

こ

う

き

謁
謁
た
り
江
氣
の
春

南
賓
閏
正
月

と
う
さ
よ
う

梅
櫻
と
桃
杏
と

じ
ょ
う
じ
ょ
う

ひ
ら

次
第
に
城
上
に
登
＜

四

（訓）
く
わ

と

う

ぐ

う

秋
花
地
を
得
て
春
宮
に
在
り

く
さ
む
ら

万

歳

看

む

と

す

一

箇

の

叢し
ろ

素
片
還
り
て
悪
づ
芳
意
の
素
き

紅
房
温
に
射
す
酔
顔
の
紅

聟
香
畏
減
凄
涼
雨

氣
色
嫌
傷
晩
暮
風

欲
惣
繁
華
供
殿
下

不
知
何
慮
路
相
通

菅
原
文
草

054

翫
二
秋
花
一

東
宮
侍
中
局
、
小
宴
之
作

秋
花
得
地
在
春
宮

万
歳
将
看

一
箇
叢

素
片
還
悪
芳
意
素

紅
房
温
封
酔
顔
紅
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し
か
し
深
い
意
味
で
の
白
詩
と
の
影
響
を
論
じ
る
時
は
、
も
っ
と
内
容
の
類
似
性
、
換
言

す
れ
ば
白
詩
の
詩
意
を
汲
み
取
り
利
用
さ
れ
て
い
る
詩
に
的
を
絞
り
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
。
白
詩
と
の
深
い
内
容
の
関
わ
り
が
あ
り
、
且
つ
白
詩
が
ら
の
影
響
を
抜
き
に
し
て

は
意
味
を
な
さ
な
い
詩
で
あ
る
も
の
が
、
白
詩
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
時
、
重
要
な
意

味
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
金
子
氏
の
研
究
成
果
に
負
い
つ
つ
も
、
若
干
考
慮
す
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
改
め
て
道
真
の
詩
に
お
け
る
中
国
文
学
の
摂
取
例
、
特
に
白
詩
の
影
響
に

限
っ
て
具
体
的
に
作
品
を
挙
げ
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

金
子
彦
二
郎
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
道
真
と
白
居
易
の
詩
の
類
似
詩
語
、
詩
句
を
更

に
吟
味
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
分
類
が
考
え
ら
れ
る
。

〇
詩
題
の
類
似
は
み
ら
れ
な
い
が
、
詩
句
の
中
の
語
に
の
み
類
似
が
指
摘
で
き
る
も
の
。

◎
詩
題
の
類
似
と
共
に
詩
句
の
中
の
語
の
類
似
が
指
摘
で
き
る
も
の
。

こ
の
こ
と
は
道
真
の
白
詩
か
ら
の
摂
取
態
度
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
が
、

0
は
道
真
が

白
詩
を
学
ん
で
行
く
中
で
気
に
入
っ
た
表
現
、
斬
新
な
詩
語
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
道
真
の

主
観
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
）
を
随
時
抜
き
出
し
、
抄
句
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
も
の

．．．． 

が
句
作
り
に
生
か
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
断
章
取
義
的
傾
向

の
強
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
類
似
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
摂
取
態
度
を
裏
付
け
る
手
掛
か
り
と

し
て
道
真
自
身
の
作
で
あ
る
「
書
齋
記
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
文
章
の
中
に

又
、
學
問
之
道
、
抄
出
為
レ
宗
。
抄
出
之
用
、

稟
草
為
レ
本
。
余
非
二
正
平
之
オ
＿
、
未
免
ニ

停
滞
之
筆

一
。
故
此
間
在
は
短

札

者

、

惣

是

抄

出

之

稟

草

也

。

（

注

①

）

の
一
文
が
あ
る
。
文
意
は
「
学
問
の
道
と
は
、
抜
き
書
き
を
す
る
こ
と
を
宗
と
す
る
。
抜
き

書
き
の
必
要
性
と
い
う
の
は
稟
草

(11草
稿
・
下
書
き
）
を
す
る
た
め
の
要
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
も
と
も
と
自
分
に
は
正
平
の
よ
う
な
才
能

(11正
平
と
は
後
漢
の
末
の
人
物
で
禰
衡

と
い
い
、
字
が
正
平
で
あ
る
。
若
い
こ
ろ
か
ら
オ
気
と
弁

D
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
『
文
選
』

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
鵬
鵡
の
賦
」
は
彼
の
作
で
あ
る
。
そ
の
序
に

衡
因
為
レ
賦
。
筆
不
二
停
綴

＿
‘
文
不
レ
加
レ
貼

(11禰
衡
は
そ
こ
で
賦
を
作
っ
た
。
筆
は
す

ら
す
ら
と
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
出
来
上
が
っ
た
。
文
に
は
訂
正
の
余
地
は
な
か
っ
た
）

（
注
②
）

（
傍
線
は
筆
者
）

の
一
文
が
あ
り
、
道
真
は
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
）
が
な
い
の
で
執
筆
す
る
に
も
筆

は
滞
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
に
あ
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
短
札

(11
カ
ー
ド
）
は
こ

の
抜
き
書
き
を
す
る
為
の
草
稿
な
の
で
あ
る
」
と
な
る
。

つ
ま
り
学
問
と
は
カ
ー
ド
作
り
と
こ
の
活
用
に
あ
る
と
道
真
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
章
に
限
ら
ず
詩
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
短
札
に
抄
出
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
道
真
の
学
者
と
し
て
の
生
活
の
一
端
が
う
か
が
え
る
興
味
あ
る
一
文
で
あ
る
。

一
方
、
◎
の
場
合
は
、
類
書
的
観
点
か
ら
白
詩
を
摂
取
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
素
材
と
し
て
或
る
詠
作
対
象
を
同
詩
題
の
白
詩
に
求
め
る
態
度
で
道
真
の

詩
と
白
詩
と
の
類
似
が
つ
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
傾
向
が
道
真
に
強
い
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
道
真
の
み
な
ら
ず
公
の
詩
宴
で
は

多
く
白
詩
が
素
材
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
真
の
応
制
の
詩
を
見
て
も
充
分
肯
首
で
き

よ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
平
安
朝
の
文
人
達
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
看
倣
し
て
も
大
過

な
い
と
思
う
。
だ
が
、
道
真
に
限
っ
た
場
合
、
こ
の
素
材
と
し
て
の
白
詩
の
利
用
に
も
種
々

の
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
論
を
別
な
機
会
に
譲
り
た
い
。

今
回
は
以
上
の

0
、
◎
の
二
つ
の
分
類
の
中
で
、

0
に
的
を
絞
り
具
体
例
を
示
し
な
が
ら

考
察
を
試
み
た
い
。

-O
詩
題
の
類
似
は
み
ら
れ
な
い
が
詩
句
の
中
の
語
句
に
類
似
が
指
摘
で
き
る
も
の

一

こ
の
部
類
に
属
す
る
詩
群
は
前
述
し
た
よ
う
に
道
真
が
抄
句
と
し
て
蓄
積
し
て
い
た
も
の

を
句
作
り
に
生
か
し
て
成
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
白
詩
の
詩
意
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
い
、

断
章
取
義
的
な
傾
向
が
濃
厚
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば

白
詩
か
ら
の
摂
取
方
法
が
直
接
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
白
詩
か
ら
の
影
響
を
最
も
容
易
に
、

明
確
に
指
摘
で
き
る
も
の
と
な
ろ
う
。

-2-
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日
本
人
の
漢
詩
を
研
究
す
る
場
合
、
特
に
作
品
論
を
展
開
す
る
上
で
不
可
避
な
こ
と
は
中

国
文
学
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

菅
原
道
真
に
つ
い
て
い
え
ば
白
居
易
か
ら
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
か
ら
久
し
く
な
る
。
そ

の
詳
細
な
比
較
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
っ
と
し
て
金
子
彦
二
郎
氏
の
著
が
あ
げ
ら

れ
る
。
（
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
ー
道
真
の
文
学
研
究
篇
第
二
冊
ー
』
）

そ
の
書
中
、
第
三
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
研
究
資
料
篇
ー
第
一
、
道
真
の
詩
に
於
け
る

白
氏
文
集
詩
語
、
詩
句
の
摂
取
例
」
で
は
、
道
真
の
詩
全
篇
に
わ
た
っ
て
の
白
詩
と
の
類
似

関
係
を
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
箇
所
を
改
め
て
綿
密
に
調
査
し
て
行
く
と
単
に
詩
語
・
詩
句
の
類
似
に
留
る
も

の
で
は
な
く
、
白
詩
の
深
い
理
解
と
詩
意
の
把
握
の
も
と
で
道
真
の
句
作
り
し
て
い
る
詠
作

—
道
真
の
詩
に
投
影
さ
れ
て
い
る

（
涵
頴
）

『
白
氏
文
集
』

A
 S
T
U
D
Y
 O
F
 M
I
C
H
I
Z
A
N
E
 

姿
勢
が
随
所
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
金
子
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
白
詩
と

の
類
似
箇
所
に
必
ず
し
も
肯
首
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。

確
か
に
白
詩
か
ら
の
影
響
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
金
子
氏
の
よ
う
に
詩
語
・
詩
句
の
類
似

と
い
う
観
点
か
ら
作
業
を
進
め
る
の
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
、
実
証
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

一
方
で
道
真
の
生
き
た
平
安
時
代
の
中
国
文
学
摂
取
の
動
向
を
省
れ
ば
、
白
詩
だ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
以
前
の
六
朝
文
学
や
古
典
（
経
書
等
）
も
並
行
し
て
当
時
の
文
人
達
の
素
養
と
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
白
詩
か
ら
の
影
響
と
共
に
そ
れ
以
外
の
第
二
、
第
三
書
か

ら
の
影
響
も
同
時
に
指
摘
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
詩
語
、
詩
句
の
類
以
と
い
う

観
点
だ
け
で
白
詩
の
影
響
を
論
じ
る
の
は
道
真
の
作
品
論
を
展
開
す
る
上
で
余
り
意
味
を
な

さ
な
い
と
思
う
。
確
か
に
初
歩
の
段
階
で
は
白
詩
を
類
書
的
な
も
の
と
看
倣
し
て
素
材
的
な

利
用
の
傾
向
が
強
く
、
詩
語
、
詩
句
そ
の
ま
ま
の
模
倣
が
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

充
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詩
語
、
詩
句
が
白
詩
に
拠
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
れ
ば
そ
れ
も
白
詩

か
ら
の
影
響
に
相
違
な
い
。

H
i
r
o
s
h
i
 
y
 
A
K
I
Y
A
M
A
 

焼

山

廣

の
考
察

（
そ
の
五
）

T
h
i
s
 p
a
p
e
r
 is 
a
n
 e
s
s
a
y
 o
n
 t
h
e
 c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 r
e
s
e
a
r
c
h
 of t
h
e
 C
h
i
n
e
s
e
 p
o
e
m
s
 w
r
i
t
t
e
n
 b
y
 S
u
g
a
w
a
r
a
 

M
i
c
h
i
z
a
n
e
 w
i
t
h
 t
h
o
s
e
 w
r
i
t
t
e
n
 b
y
 H
a
k
k
y
o
i
 ;
 th
e
 f
o
r
m
e
r
 is 
a
 f
a
m
o
u
s
 p
o
e
t
 in t
h
e
 H
e
i
a
n
 p
e
r
i
o
d
 
(A• 

D. 

9
0
0
)
 
of J
a
p
a
n
 a
n
d
 t
h
e
 latter 
a
 w
e
l
l
 ,
 
k
n
o
w
n
 p
o
e
t
 in 
t
h
e
 m
i
d
d
l
e
 a
g
e
 of T
'
a
n
g
 o
f
 C
h
i
n
a
.
 
(
A
.
 

D. 7
5
0
 

¥
 
9
0
0
)
 

志
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有明工業高等専門学校紀要 第 26号 155 

発表した論文•著書及び講演題目

（自1988年 9月，至1989年 9月）

論文題目又は著書名 著 者 発表した誌名 （巻号・年月）

Phase Transition of Lipid Multilamel- (S. Utoh), T. Takemura. Jpn. J. Appl. Phys 平成元年 4月

lar Aqueous Suspension under High (T. Oyama) Vol. 28. No. 4 

Pressure V. Ultrasonic Measurements 

in Temperature Range from 4 th Tran-

sition to Main one under High Pres-

sure 

高剛性仕上げエンドミルの開発とその性 （仙波卓弥）， 佐久間敬三 日本機械学会論文集平成元年 3月

能評価 田口絋ー，（内山 潔） (C編）55巻511号

複合流路における気液二相流体の流動 （佐藤泰生），（佐田富道雄） 日本機械学会論文集第 昭和63年11月

（第 4報，三つの副流路を有する流路の 猿渡真一，（藤末泰三） 54巻507号

流量配分データ）

温・熱間鍛造における型の熱的接触．冷 南 明宏，（済木弘行） 塑性と加工第30巻第平成元年 1月

却条件の評価法 （御祓如英也） 336号

分割コンパイル支援ツール ADAMAKE 松野了二，（平原正樹） 九州大学工学集報第62 平成元年 6月

の設計と実現 （荒木啓二郎），（牛島和夫） 巻第 3号

スイッチングコンバータの動特性改善に 中原正俊，（二宮 保） 九州大学工学集報第61 昭和63年10月

おける PD制御と多重ループ制御の比較 （原田耕介） 巻第 5号

℃ UKコンバータにおける雑音発生機構 （溝口武郎），（原田耕介） 電子［青報通信学会論文 平成元年 1月

について （二宮 保）， 中原正俊 誌 (B-1)

状態フィードバック制御方式によるス （二宮 保）， 中原正俊 計測制御学会論文集第 平成元年3月

ィッチングコンバータの動特性改善につ （原田耕介） 25巻第 3号

いて

Dynamic Characteristics and Stability M. Nakahara, (T. Ninomiya) IEEE PESC'89 Jun.1989 

Analysis of Resonant Converters (T. Higashi), (K. Harada) Record, 

Comparison of Resonant Converters (T. Higashi), (T. Ninomiya) II JI 

for Conversion of Constant Current to (K. Maekawa), M. Nakahara 

Constant Voltage (K. Harada) 

Acoustic emission from interaction of T. Minota, (T. Kambe) Fluid Dynamics Sep.1988 

a vortex ring with a sphere (T. Murakami) Research Vol. 3 

物体と渦との相互作用による放射音 簑田登世子 ながれ（日本流体力学 平成元年6月

会誌） Vol. 8 No. 2 
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Acousic wave from interaction of a T. Minota, (T. Murakami) Proceeding of 4 th Aug. 1989 

vortex ring with a sphere of porous 

material 

Asian cong. of Fluid 

Mechanics 

グルコ ースセ ンサーを用いて測定したグ 永田良一，（権藤晋一郎） 化学工学論文集第14巻 昭和63年12月

ルコースアノマーの異性化速度定数 第 6号

ガス雰囲気からの電解二酸化マンガンの （芳尾真幸），（野口英行） 旭硝子工業技術奨励研昭和63年

合成とそのリチウムニ次電池正極剤とし （栗本 浩），（井上 賢） 究報告第53巻

ての応用 (Klaus H. Holzleithner) 

（中村博吉），宮本信明

重質炭酸マンガンからのァ型 CMDの （田辺伊佐雄）， 宮本信明 電気化学第56巻第11号昭和63年11月

合成とその特性III. y型 CMDのZnCl2 (永浦 亨），（林 範行）

形電池における放電特性

乾式酸化による y型 CMDの合成とそ 宮本信明，（田辺伊佐雄） 電気化学第57巻第 2号平成元年 2月

の特性

重質炭酸マンガンからの y型 CMDの （永浦 享），（永峰政幸） 電気化学第57巻第 3号平成元年3月

合成とその特性IV. y-CMDの脱水特性 宮本信明，（田辺伊佐雄）

およびその脱水生成物の Li-Mn02電池

用正極活物質としての特性

重質炭酸マンガンからのァ型CMDの （永浦 享），（永峰政幸） 電気化学第57巻第 4号平成元年 4月

合成とその特性V.強放電用 Li-Mn02一 宮本信明，（田辺伊佐雄）

次電池への応用

Solubility Parameters of (S. Arichi), S. Himuro Polymer Vol. 30, No. 平成元年 4月

Poly (4-acetoxystyrene) and 4 

Poly (4-hydroxystyrene) 

アーク溶射 川瀬良一 溶射技術 8巻， 2号 平成元年 3月

福岡市に現存する町家の調査研究報告書 宮本達夫，分担執筆 福岡市教育委員会 平成元年 3月

南区の町家

長崎居留地 宮本達夫，分担執筆 長崎市教育委員会・か 平成元年 3月

いアソシェイツ刊

Separated Shear Layer Instability and 三宅昭春，（吉村 健） Journal of Wind October 1988 

Vortex Excitation of Bluff Bodies (牧野 稔） Engineering, No. 37 

With Elongated-Cross-Sections 
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INST ABILITY CHARACTERIS- 三宅昭春，（吉村 健） 2nd Asia-Pacific June, 1989. 

TICS OF SEPARATED SHEAR (牧野稔）

LA YEARS AND VOL TEX EX CIT A-

TION OF BLUFF BODIES 

く研究ノート〉イギリス労働党の『失業 高田 実

予防法案』ー第一次大戦前夜を対象とし

て一

『山月記』と『人虎博』の比較を通して 焼山廣志

一『人虎偉』の生徒との共同翻訳の試みー

『岩魚』論一蔵原伸二郎ノ ート（二）一 岩本晃代

樋ロ一葉「十三夜」解説（『日本の近代小 岩本晃代

説』所収）

Symposium on Wind B e i j i n g , 

Engineering, China 

『土地制度史学』第122 平成元年 1月

号

「文叢筑後」第22号平成元年 3月

方位第十二号

協和書房

平成元年 3月

平成元年 4月

注・氏名欄（ ）は学外者を示す

講演 題目 氏 名

二成分混合媒体のプール核沸騰熱伝達 （藤田恭伸），（大田治彦）

（第 1報） （筒井正幸），庵原久夫

高剛性フィニシングエンドミルの開発と （仙波卓也），（佐久間敬三）

その性能評価 田口紘一， （ 内 山 潔 ）

深穴加工における案内作用と加工穴の曲 田口紘一

がり

発表した学会・講演会名 年・月

第26回日本伝熱シンポ 平成元年 6月

ジウム

日本機械学会岡山地方 昭和63年11月

講演会

精密工学会切削加工専 平成元年 6月

門委員会

色による絶縁層内部の劣化度判定につい 塚本俊介， 須藤修一 電気学会全国大会

て （芳賀義昭），（坪根嘉房）

（押山孜）

平成元年 4月

Adaプログラム分離翻訳支援ツール 松野了二，（平原正樹） 電気関係学会九小i'I支部昭和63年10月

ADAMAKEの実現 （荒木啓二郎），（牛島和夫） 連合大会

Adaプログラム分離コンパイル支援 松野了二，（平原正樹） 情報処理学会第38回全平成元年 3月

ツール ADAMAKE (荒木啓二郎），（牛島和夫） 国大会

共振形コンバータの動特性解析 中原正俊，（二宮 保） 電気関係学会九小"'支部昭和63年10月

（東 徹），（原田耕介） 連合大会 No.248 

共振形コンバータの動特性に対する統一 中原正俊，（二宮 保） 計測自動制御学会九州昭和63年11月

的手法 （東 徹），（原田耕介） 支部学術講演会
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共振形コンバータの安定性解析 中原正俊，（二宮 保） 電子情報通信学会技術昭和63年11月

（東 徹），（原田耕介） 研究報告 PE88-43

共振形コンバータの動作解析 中原正俊，（二宮 保） 電子情報通信学会技術平成元年 9月

（東 徹），（原田耕介） 研究報告 PE89-35

多孔質物質の平板に衝突する渦輪による 簑田登世子，（村上昭年） 日本物理学会秋の分昭和63年10月

放射音 科会

渦と多孔質物体の相互作用による音の放 簑田登世子 第 8回流力騒音シンポ昭和63年12月

射 ジウム

ポリウレタンホーム面に向って進む渦輪 （津村徹也）， 簑田登世子 応用物理学会九朴I支部昭和63年12月

から発生する音 （村上昭年）

簑田登世子

大会

物体と渦との相互作用による放射音

斜交衝突をする 2渦輪による発生音

日本流体力学会シンポ 平成元年 2月

ジウム（実験流体力学）

簑田登世子，（神部 勉） 日本物理学会年会

（村上昭年）

平成元年 3月

二つの渦輪の斜交衝突によって放射され 簑田登世子，（神部 勉） 第21回乱流シンポジウ 平成元年 7月

る音 ム

Oblique collision of two vortex rings (T. Kambe), T. Minota 

and its acoustic emission (T. Murakami), 

(M. Takaoka) 

IUT AM  Sympo- 平成元年 8月

sium: Topological 

Fluid Mechanics 

Cambridge UK 

Acoustic wave from interaction of a T. Minota, (T. Murakami) 4th Asian Cong. of 11 

vortex ring with a sphere of porous 

material 

Fluid Mechanics 

ウリカーゼ固定化粒子を用いた尿酸セン 永田良一，（田中 貢） 化学工学協会第21回昭和63年10月

サー （権藤晋一郎） 秋季大会講演要旨集

I 303 

熱分解ガスクロマトグラフィーによるポ 吉武紀道， 谷□日出雄 日本ゴム協会年会

リウレタン中のポリオール成分の定性分 （古川睦久），（横山哲夫）

析

乾式酸化によるァ型 CMDの合成とそ 宮本信明，（田辺伊佐雄） 第29回電池討論会講演昭和63年10月

の特性 要旨集

電解二酸化マンガンヘのグラファイトの K ホルツライトナー，

共析 （野口英行），（本田 茂），

宮本信明，（芳尾真幸）

平成元年 5月

”
 

JI 



有明工業高等専門学校紀要第 26号 159 

リチウムニ次電池正極剤としての電解二 （井上 賢），（中村博吉） 第29回電池討論会講演昭和63年10月

酸化マンガン（第 2報） （栗本 浩），宮本信明 要旨集

（芳尾真幸）

乾式酸化によるァ型 CMDの合成と特 宮本信明，（田辺伊佐雄） 第29回電池材料勉強会 昭和63年11月

性

クロレート反応による CMDの重質化処 宮本信明，（田辺伊佐雄） 電気化学協会第56回大平成元年 4月

理とその処理物の特性 会講演要旨集

Li-Mn複合酸化物の合成法の検討 （中村博吉），宮本信明 II II 

（芳尾真幸）

ポリ (4-ヒドロキシスチレン）一溶媒系 氷室昭三，（有地鎖雄） 第38回高分子学会年次平成元年 5月

の相図 大会

界面活性剤イオン電極の性能の検討（そ 正留 隆，（今任稔彦） 日 本 化 学 会 中 国 ・ 四 昭 和63年10月

の 1)ー電極性能と膜組成の関係 （石橋信彦） 国・九小i'I支部合同大会

可塑化 PVC膜型イオン電極の非イオン 正留 隆，（今任稔彦） 第26回化学関連支部合平成元年 7月

性界面活性剤に対する応答 （石橋信彦） 同九州大会

可塑化 PVC膜型電極を検出器とする非 正留 隆，（今任稔彦） 日本化学会中国．四国．平成元年 9月

イオン性界面活性剤のフローインジェク （石橋信彦） 九州支部合同大会

ション分析

先端的特殊溶射技術 川瀬良一 金属表面改質と化学装 平成元年 1月

置への適用（化学工学

協会セミナー）

すみ肉溶接継ぎ手の曲げ疲労き裂の発 （三原宣之），（畑中孝吉） 日本建築学会大会学術昭和63年10月

生・進展に及ぽす板厚の影響（その 6. 原田克身 講演梗概集

平均応力と残留応力の影響）

Noise'88における騒音の評価に関する （矢野 隆）， 山下俊雄 日本建築学会九州支部 平成元年 3月

研究の動向 （小林朝人） 研究報告第31号

純金属における高温変形応力の経路依存 宮川英明，（中島英治） 日本金属学会第 3回平成元年 8月

性 （吉永日出男） 「高温強化」研究集会

サーモトロピック高分子液晶のX線回折 石崎勝典，（堀内俊寿） 応用物理学会九朴l支部 昭和63年12月

プロファイルの温度変化 （松重和美） 講演会

サーモトロピック液晶高分子のX線回折 石崎勝典，（堀内俊寿） 第36回応用物理学関係 平成元年 4月

プロファイルと熱配向 （松重和美） 連合講演会
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『山月記』と 『人虎博』の比較について 焼山廣志

一唐代叢書本『人虎簿』の翻訳の試みー

第一次大戦前におけるイギリス自由党の 高田 実

失業政策ー1909年開発及び道路改善基金

法の歴史的意義一

蔵原伸二郎『岩魚』論 岩本晃代

AspectとPresentPerfect 三戸健司

筑後地区高等学校国漢 平成元年 3月

部会地区部会依頼講演

東北史学会 昭和63年10月

日本近代文学会九州支 昭和63年11月

部秋季大会

日本英文学会九州支部 昭和63年10月

大会

注・氏名欄（ ）は学外者を示す
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