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「

和

」

の
　

構

造

向
　
坂
　
　
　
寛

1
「
和
」

と
い
う
語
は
、
「
研
究
室
内
の
和
と
か
、
人
の
和
」
と
い
う
よ
う

に
、
一
般
に
人
間
関
係
の
和
合
を
意
味
す

る
と
言
え
よ
う

。
し
か
し
、
そ
の

和
合
の
仕
方
や
あ
り
方
－
つ
ま
び
「
和
」
の
概
念
の
内
包
―
は
、
他
民

族
に

は
見
ら

れ
な
い
日
本
独
自
の
性
格
を
も
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え

る
の
で

あ

る
。
し

か
も

、こ
の
「
和
」

は
、
「
和

を
以

っ
て

貴
し

と
な
す
」

と
い
う
聖

徳
太
子

の
十

七
条
憲
法

の
第
一
条
に
も
な

っ
て

い
る
よ

う
に
、
日
本
人
の
最

も
大
切

に
し
て

い
る
基
本
理
念
で
あ

る
ば
か
り

か
、
こ
の
語
を
使
用
す

る
の

を
愛
し
て

さ
え

い
る
よ
う
で
あ

る
。
調
和

、
親
和

、
平
和

、
三
和

、
和
光

を

始

め
、
大

和
は
ヤ
マ
ト

、
す

な
わ
ち
、

日
本
の
国

を
意
味
す
る
。
和
歌

は
日

本
人
独
特

の
歌
で
あ
り

、
和
算

は
日
本

の
数
学
で

あ
る
。
日
本

人
の
典
型
的

名
前

は
「
和

夫
」
で

あ
り

、「
和
子
」
で
あ

る
。
魏
志
倭
人
伝

の
「
倭

の
国
」

―
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
の
比
較
に
お
い
て
―は

「
吾
の
国
」
で
あ
り
、
「
和
の
国
」
で
も
あ
る
。
「
和
」
と
は
「
日
本
の
、

日

本

人

の

」

と

い

う

意

味

を

も

持

つ

に

い

た

っ

た

の

ば

、

果

し

て

偶

然

で

あ

ろ

う

か

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

「

和

」

と

か

「

和

す

る

」

と

か

い

う

こ

と

は

、

人

間

が

生

き

て

い

く

上

の

、

も

っ

と

も

基

本

的

な

事

項

に

属

し

、

し

か

も

、

社

会

人

類

学

上

の

分

野

で

は

、

変

化

す

る

社

会

形

態

の

中

で

、

人

と

人

と

の

か

か

お

り

方

、

関

係

は

、

一

番

変

化

し

に

く

い

基

本

的

な

も

の

と

い

う

前

提

を

匱

く

よ
う
で
あ
る
。
日
本
人
の
精
神
構
造
を
学
問
と
し
て
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と

し

て

考

察

す

る

た

め

に

は

、

生

成

変

化

す

る

社

会

形

態

の

中

に

あ

っ

七

、

こ

の

不

変

な

る

人

の

か

か

わ

り

を

対

象

と

し

て

と

ら

え

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

意
味
で
、
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
方
を
示
す
「
和
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本

人

の

精

神

構

造

を

解

明

す

る

重

要

な

鍵

概

念

で

は

な

い

か

と

思

う

の

で

あ

る

。

と
こ
ろ
で
プ
ラ
ト
ン
は
「
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
」
3
8
B
で
、
「
梭
は
入
り
混
じ



つ

て

い

る
経

糸

と
横

糸

を
区

分

す

る

道

具

で

あ

る

と

同

じ

よ
う

に

、

言

葉

も

「
種
の
道
具
（
■
■
■
）
」
で
、
そ
れ
に
よ
り
連
続
体
を
な
し
て
い
る
「
事

物
を
区
別
し
、
わ
れ
わ
れ
お
互
同
志
、
何
か
を
教
え
合
う
も
の
（
■
■
■
■

■
■
■
■
）
」
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
言
葉
は
単
に
勝
手
に
作
ら
れ
た

り

、

勝
手

に
約

束

さ

れ

た
り

し

た

も

の

で

は

な

い

。

そ

の

民

族

の

思

考

内

容

の

客

観

的
表

現

で

あ

る

と

言

っ

て

い

る

。

つ

ま
り

、

言

葉

が

そ

の

よ

う

な

意

味

で

の

道

具

で

あ

る
以

上

、

そ

れ

を

分

析

す

る

こ

と
に

よ

っ
て

、

そ

の

民

族

の

生

き

方
－

考

え
方

に

迫

る

こ

と

が
出

来

る
わ

け

で

あ

る

。

し

か

し

、
単

に

、

一

民

族

の

あ

る
言

語

と
、

そ

れ

に

対

応
す

る
別

の

民

族

の

言

語

と

を
比

較

し

て

、

そ

の

効

用

と

価

値

づ

け

を
す

る

こ

と

は

危

険

で

あ

る

。フ

ォ

ー

ク

と

い

う

食

べ

る
道

具

と
、

ハ

シ

と
い

う

道

具

を

比

較

し
て

、

フ

ォ

ー

ク

が

ハ

シ
よ

り
頑

丈

で

、

し

ゃ
れ

て

い

る

と

い
う

こ

と
で

、

フ

ォ

ー

ク

が

秀

れ

て

い

る

と

は
直

ち

に

は

な

ら

な

い

。
フ

ォ
ー

ク
で

漬

物

は

つ

か

め

な

い

し

、

雑

煮

の

も

ち

を

食

べ

る

わ

け

に

は

い

か
な

い

。

ハ

シ

に

は

「
和

食

」
、

す

な

わ
ち

、

日

本

人

の

食

」
生

活

・
文

化

が
構

造

的

に

か
ら

み

合

っ
て

い

る

の

で

あ

っ
て

、

そ

う

し

た

構

造

の

一

つ

の
項

目

と

し
て

ハ

シ
を

考

え

る
時

、

正

し

い

評

価

が

出

来

る

わ

け

で

あ

る

。

フ

ォ

ー

ク
も

同

じ

こ

と

で
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
人

の

生

活

構

造

を

正

し
く

つ

か

ま
え

て
い

る

必
要

が
あ

る

。

安
易

な

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
思

想

の

理

解

は
、

ひ

ど

い
火

傷

を
す

る

こ

と

に

な
り

、

現

に

、

過

去

に

お
い

て

も

、

現

在

に

お
い

て

も

、

わ

れ

わ

れ

は
そ

れ

を
身

に

し
み

て

感

じ

て

い

る
の

で

あ

る

。
　
　
　
　
　

で

は

、

言

葉

と

い

う

道

具

を

構

造

的

に

理

解

す

る

と

は

、

ど

う

い

う

こ

と

か

。

そ

れ

は

、

簡

単

に

言

う

と

、

そ

の

言

葉

の

使

い

方

を

規

定

し

て

い

る

諸

条

件

を

詳

し

く

観

察

し

て

い

く

こ

と

で

あ

る

。

さ

ら

に

そ

の

言

語

の

構

造

を

、

よ

り

鮮

明

に

理

解

す

る

た

め

に

は

、

そ

の

言

語

に

対

応

す

る

別

の

民

族

の

言

語
構
造
を
、
一
つ
の
観
測
定
点
と
し
て
、
も
と
の
言
語
に
照
射
し
直
す
こ
と

が
有
効
で
あ
る
。
人
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
れ
ば
な
る
ぽ
ど
、
ナ
シ

ョ

ナ

ル

に

な

る

と

言

わ

れ

る

の

も

、

同

じ

道

理

と

言

え

よ

う

。

こ

の

意

味

で

私

は

、

「

和

」

に

照

射

す

る

別

の

民

族

の

対

応

語

と

し

て

ギ

リ

シ

ア

語

を

対

置

す

る

こ

と

に

し

た

い

。

し

か

し

、

こ

こ

で

考

え

ね

ば

な

ら

な

い

問

題

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

日

本

語

の
「
和
」
に
当
る
ギ
リ
シ
ア
語
が
果
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

言

葉

と

い

う

も

の

は

、

連

続

体

を

な

し

て

い

る

対

象

を

、

そ

の

民

族

が

区

分

け

し

、

教

え

合

う

も

の

で

あ

る

以

上

、

そ

の

民

族

の

区

分

け

の

仕

方

が

異

る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
言
葉
の
指
し
示
す
範
囲
も
そ
れ
ぞ
れ
異
る
と
言
っ

て

よ

い

。

つ

ま

り

、

ど

の

よ

う

な

言

葉

で

も

、

諸

外

国

の

言

葉

に

直

ち

に

イ

コ

ー

ル

に

な

る

も

の

は

な

い

と

言

っ

て

よ

い

。

た

と

え

ば

、

鈴

木

孝

夫

氏

の

「

こ

と

ば

と

文

化

」

に

よ

る

と

、

唇

と

い

う

単

純

な

言

葉

を

と

ら

え

て

み

て

も

、

現
在
の
英
語
辞
典
で
は
、
そ
れ
は
ｌ
ｉ
ｐ
に
置
き
代
え
ら
れ
て
い
る
し
l
i
p

を
引
け
ば
唇
と
な
っ
て
い
る
、
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぼ
指
し
示
す
範
囲
の
異
っ

た
も
の
を
無
理
に
等
置
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
l
i
p
の
示
す
も
の
は
、
ひ

げ
の
生
え
る
部
分
も
含
む
範
囲
の
広
い
も
の
で
あ
る
。
唇
を
l
i
p
に
置
き
か

え

る

と

、

「

ひ

げ

の

生

え

た

唇

（

ｂ

ｅ
ａ

ｒ

ｄ
ｅ

ｄ

　

ｌ
ｉ

ｐ

ｓ

）

」

と

か

、

「

唇

に

刺

さ

れ
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li

る

」

と

い

う

表

現

に

、

日

本

人

は

仰

天

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

、

日

本

人

が

顔

と

し

て

の

連

続

体

か

ら

、

唇

を

区

切

っ

た

部

分

、

す

な

わ

ち

、

い

わ

ゆ

る

赤

い

唇

に

あ

た

る

も

の

は

英

語

に

は

な

い

こ

と

に

な

る

。

ギ

リ

シ

ア

語

に

お

い

て

も

事

情

は

同

じ

で

あ

る

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

「
人
は
ソ
ー
オ
ン
　
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
（
■
■
■
■
）
で
あ
る
」
を
「
人

は

社

会

的

動

物

で

あ

る

」

と

か

「

人

は

国

家

的

動

物

で

あ

る

」

と

か

訳

し

て

も

（

彼

の

言

わ

ん

と

し

た

と

と

を

正

確

に

伝

え

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は

、

人

間

は

ポ

リ

ス

の

中

で

始

め

て

生

き

生

き

と

生

活

出

来

る

動

物

で

あ

る

と

言

い

た

い

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

ギ

リ

シ

ア

的

ポ

リ

ス

と

は

な

に

か

、

こ

れ

が

ギ

リ

シ

ア

の

文

化

構

造

の

中

で

、

充

分

理

解

さ

れ

て

い

な

い

と

真

意

が

わ

か

ら

な

い

こ

と

に

な

る

。

こ

の

よ

う

な

例

は

、

そ

れ

こ

そ

言

葉

の

数

だ

け

あ

げ

る

こ

と

が

出

来

る

が

、

こ

こ

で

は

、

こ

れ

を

念

頭

に

置

い

て

、

日

本

語

の

「

和

」

に

対

応

し

う

る
と
思
え
る
ギ
リ
シ
ア
語
を
対
置
す
る
こ
と
に
す
る
。

二

そ
れ
で
ば
、
ま
ず
「
和
」
と
い
う
字
音
語
の
語
意
で
あ
る
が
、
人
漢
和
、

大

言

海

、

広

辞

苑

な

ど

に

は

、

大

凡

七

つ

ほ

ど

の

主

な

意

味

が

書

か

れ

て

い

る

。第

一

に

「

和

気

あ

い

あ

い

」

に

も

表

現

さ

れ

る

よ

う

に

「

や

わ

ら

ぐ

こ

と

」

、

「

お

だ

や

か

な

こ

と

」

、

「

平

ら

か

な

こ

と

」

、

な

ど

で

あ

る

。

第

二

に

、

教

育

勅

語

に

あ

る

「

朋

友

相

和

し

」

と

か

「

人

の

和

」

と

か

い

う

時

の

、

「

な

か

よ

く

す

る

こ

と

」
、

で

あ

る

。

第

三

に

、

小

春

日

和

な

ど

に

み

ら

れ

る

、

「

の

ど

か

な

こ

と

」
、

「

あ

た

た

か

な

こ

と

」

。

第

四

に

、

一

方

の

声

に

別

の

声

が

「

相

和

す

」

と

い

う

時

の

「

他

人

の

声

に

応

じ

て

声

を

出

す

こ

と

し

で

あ

る

。

第

五

に

、

ほ

ど

よ

く

和

合

し

て

い

る

時

の

「

過

不

足

な

く

、

よ

ろ

し

き
に
か
な
う
こ
と
」
。
第
六
に
、
一
と
一
と
の
和
は
二
で
あ
る
と
い
う
時
の
、

「

一
二
つ
に
以
上
の
数
を
加
え
て
得
た
値
」
の
意
味
が
あ
る
。
第
七
に
、
和
風
、

和

歌

と

い

う

時

の

「

日

本

の

、

日

本

人

の

」

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

意

味

を

も

っ

た

「

和

」

は

、

ほ

か

の

名

詞

と

結

び

つ

い

て

、

「

和

」

の

概

念

の

多

様

な

外

延

を

形

成

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

こ

れ

ら

の

語

意

の

源

流

と

も

言

え

る

。

「

和

」

と

い

う

字

音

語

に

あ

て

て

読

ん

だ

日

本

人

古

来

の

ヤ

マ

ト

言

葉

は

ど

の

よ

う

で

お

り

、

ま

だ

そ

の

意

味

は

ど

う

な

の

か

な

考

察

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

ま

と

め

る

と

大

体

、

主

な

も

の

と

し

て

五

ツ

ほ

ど

あ

げ

る

こ

と

が

出

来

る

。

第

一

に

、

「

和

ぐ

」

と

読

み

、

「

波

や

風

が

な

い

で

、

鎮

ま

る

」

と

か

、

「

心

が

お

だ

や

か

に

な

る

」

ご
意

味

で

あ

る

。

万

葉

（

九

の

｛

七

八

一

｝
に

「

海

り

路

の

和

ぎ

な

む

と

き

も

渡

ら

な

む

、

か

く

立

つ

浪

に

船

出

す

ベ

ル

や

」
、

ま

た
「
早
去
き
て
。
い
つ
し
か
君
を
相
見
む
と
、
思
ひ
し
心
、
今
ぞ
和
ぎ
ぬ
る
」

（
十
一
の
二
五
九
七
）
な
ど
に
、
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
に
「
和
ぎ
」
。
「
和
き
」
と
読
み
、
「
詳
し
い
、
こ
ま
か
い
、
精
練
し

た

、

純

粋

な

、

角

を

と

っ

て

丸

く

し

た

」

意

味

を

も

っ

て

い

る

。

す
な
わ
ち
、
形
容
詞
と
し
て
「
和
妙
」
と
い
う
と
、
う
っ
て
や
わ
ら
か
に

し
た
布
で
、
「
和
稲
」
と
い
う
と
、
も
み
を
う
り
て
と
っ
た
中
の
米
を
指
す
。

丶 ｉ



ま

た
「
和
銅
」

は
不

純
物

を
と
り

除
い
た
純
粋
な
銅

を
指
す

。

祝

詞
の

道

饗

祭

で
は
「
進
る
物
は
、
明

る
た
へ
、
照
る
た
へ
、
和
た

へ
…

…
和
稲
、
荒
稲

を
横
山

の
如
く
置
き

、高
成

し
て

、
た
た
へ

ご
と
を
へ

ま

つ
ら
く
」
と
い
う
用
例

を
見

る
こ

と
が
出
来
る

。
さ
ら
に

「
和

魂
」

と
い
う

と
、

荒
魂
の
反

対
で
、
柔
和
、
温
厚
の
徳

を
そ

な
え
た
神
霊
で
、
神
功

皇
后

が
新

羅

征
伐
の
時
、
「
和
魂
服
二
王
身
一
而
守
二
寿
命
一
」
　
と
あ
り
、

人
の
命

を
守

る

エ
ウ

ダ
イ
モ
ン
で
あ
っ
た
。
和

は
も

と
も
と
「
荒
削
り
」

に
対
し
て

「
よ
く

磨
か
れ
、
細
や
か

な
」
意
味

を
も

っ
て
い
る
。

第
三
に
　「
和
む
」
「
和
ぶ
」

と
い
う
よ
う
に
動
詞

と
し
て
用

い
ら
れ
、
親

し
み

な
れ
る
さ
ま
を
意
味
し
た
。

万

葉

（
一
の
七
九
）

に
、
「
天
皇

の
御
命

か
し
こ
み
、
和

び
に
し
家
を
お
き

云

々
」

の
用
例
が
あ
る
。
第
四
に
「
和
」
「
和

ぐ
」
と
も
読

ま
れ
、
心
の
や

わ
ら
ぎ
を
意
味
す
る
と
同
時

に
、
人

々
の
間

の
和

を
も
意

味
し
た
。
聖
徳
太

子

の
十
七
条
憲
法
の
「
和
を
以

っ
て

貴
し
と

な
す
」
の
和

に
は
、
和

と
読
ん

で
い
る
文
献

が
い
く
つ
か
あ

る
。
第
五
に

「
和

さ
む
」

と
い
う
よ
う
に
、
慰

さ
め
る
意
味
の
時
に
も
用
い

る
こ
と

が
あ
る

が
、
こ

れ
は
も

と
は

「
和
ぐ
」

か
ら

来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宇
津
保
物
語
、
「
忠
こ
そ
」
　
で

「
月
日

の
経

る

ま
ま
に
、
お

ぼ
し
歎

く
こ
と
和
さ
む
よ
も
な
く
、
お
ぽ
し
歎
き
て
、
山
に
こ

も
り
て

…
…
」

と
い
う
用
例

が
あ
る
。

以

上
、
和
の
字
音
語

、
及
び
そ
れ
に
当
て
た
ヤ
マ
ト

言
葉
と
そ
の
意
味
を

列
挙

し
た
が
、
こ
れ
ら

は
後
で
整
理
す

る
こ
と
に
し
て
、
こ

れ
ら
を
照
射
す

る
観
測
定
点

と
し
て

、
こ
れ
に
対
応
す
る
ギ
リ

シ
ア
語
を
考
え
て
み

よ
う
。

こ
の
場
合
、
「
対
応
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
は
す
で
に
前
述
し
た
。
ヽ

三

一
般

に

日

本

語

で

「
和
」

と

い
う

と

、
「
人

の

和

」

を

指
す

こ

と

が

多
い

が
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
に
近
い
ギ
リ
シ
ア
語
は
■
■
■
■
■
■
（
コ
イ
ノ
ー

ニ
ア
ー
）
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
「
法
律
」
8
6
1
E
で
「
市
民
が
人
と
交
わ

り
（
■
■
■
■
■
■
）
、
仲
間
を
作
る
に
応
じ
て
、
損
害
行
為
も
多
く

な

る
」

と

言

っ
て

い

る

が

、

人

と

の

交

わ
り

、

交
際

に

こ

の

語

が
用

い

ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
饗
宴
」
で
も
「
僕
と
交
際
し
（
■
■
■
）
、
美
と
美
を

交
換
し
よ
う
と
君
が
し
て
い
る
な
ら
…
…
云
々
」
に
も
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、

こ

の

語

が
、

同

じ

「

法

律

」

で
、

あ

る
人

が
あ

る

女

に

「

相

談

し
て

」

事
を
決
め
る
場
合
に
、
同
様
に
■
■
■
■
■
■
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
■
■
■
■
…
…
■
■
■
■
■
■
）
。
つ
ま
り
「
交
わ
る
、
交
際
す

る

」

語

意

が

「

相

談

す

る
」

と

い

う
語

意

と

結

び

つ

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

次

に

、
「

和

」

を

、

和

合

、

均

衡
、

の

意

味

に

用

い

る

ギ
リ

シ
ア
語

と

し

て
、
■
■
■
■
■
（
ジ
ュ
ン
メ
ト
リ
ア
ー
）
が
あ
る
。
こ
の
■
■
■
■
は
、

「
共
に
、
一
緒
に
」
の
接
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
■
■
■
■
（
饗
宴
）
、

■
■
■
■
■
（
＝
ｓ
ｙ
ｍ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｙ
）
な
ど
、
周
知
の
語
を
形
成
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
■
■
■
■
は
、
も
の
が
う
ま
く
合
っ
て
和
し
て
い
る
時
に
用
い
ら

れ

、
メ

ト

ロ

ン

（

尺

度

）

を
共

に
す

る
こ

と

が
原

意

で

あ

る

。

ギ

リ

シ
ア

的

調
和
美
は
、
対
象
物
の
一
定
部
分
を
メ
ト
ロ
ン
と
し
て
、
た
と
え
ば
円
柱
の

下

部

直

径

を

一

単

位

（
ｍ
ｏ
ｄ
ｕ
ｌｕ
ｓ
）

と

し

て

、

神

殿

の

各

部

分

を

整

数

比

的

に
組
立
て
、
全
体
が
各
部
分
と
具
合
よ
く
一
致
す
る
時
に
生
れ
る
と
言
う
。



つ
ま
り
、
う
ま
く
和
合
す
る
に
は
一
定
の
尺
度
を
基
礎
に
置
く
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
「
和
」

を
「
平
ら

か
な
こ
と
、
平

和
」
の
意
味
に
近

づ
け
る
と
、

ギ

リ
シ
ア
語
で
は
■
■
■
■
（
エ
イ
レ
ー
ネ
ー
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
平

和
の
意
味
に
用
い
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
碑
文
（
Ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｅ
ｃ
　
Ｉ
．

Ｇ
．
　
２
２
．
　
１
０
３
．
　
２
４
）
で
は
、
王
の
平
和
条
約
（
■
■
■
■
■
■
）
の
よ

う
に
条
約
の
意
味
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
元
来
を
■
■
■
■
■
（
エ
イ
レ
ー
ネ

ー
）
は
■
■
■
■
（
エ
イ
レ
オ
ー
、
語
る
、
話
す
）
と
い
う
動
詞
か
ら
転
じ
て

い
る
よ
う
で
、
■
■
■
（
エ
イ
レ
ー
）
は
対
話
、
討
論
の
場
で
あ
る
ア
ゴ
ラ
を

意

味

し

て

い

る

こ

と

は

面

白

い

。

さ
ら
に
「
和
」
を
和
合
、
調
和
の
意
味
に
近
づ
け
る
と
、
■
■
■
■
（
ハ

ル

モ

ニ

ア

ー

）
が

あ

る

。

プ

ラ

ト

ン

は

「

テ

ィ

マ

イ

オ

ス

」

９
０
.　Ｄ

で

「
万

有

の
調
和
と
回
転
（
■
■
■
■
■
）
」
な
ど
と
用
い
て

い
る
。
し
か
し
、
ホ
メ
ロ
ス
で
は
、
こ
の
同
じ
語
が
次
の
よ
う
な
意
味
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
彼
ら
は
協
定
（
=
約
束
）
の
極
め

て
秀
れ
た
守
り
手
で
あ
る
（
■
■
■
■
■
■
…
…
■
■
■
■
■
■
（
Ｉ
ｌ
ｉ
ａ
ｄ
,

２
２

．　
２
５
５
）

の

よ

う

に

、
「
約

束

、

契

約

」

の

意

味

に

同

時

に

用

い

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ま
た
、
合
意
に
近
い
和
合
の
意
味
で
、
■
■
■
■
（
ホ
モ
ノ
イ
ア
）
が
あ

る
が
、
こ
れ
と
て
も
■
■
■
■
■
■
■
す
な
わ
ち
、
理
性
（
=
精
神
）
を
同
じ

く

す

る

意

味

で

あ

る

。

さ

て

、

今

ま

で

、

日

本

語

の

「

和

」

及

び

そ

れ

に

あ

て

た

ヤ

マ

ト

言

葉

の

意
味
と
使
い
方
、
そ
れ
に
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
群
の
意
味
と
使

い

方

を

挙

げ

て

き

た

が

、

こ

れ

を

整

理

し

、

図

示

す

る

と

、

上

の

よ

う

に

な

る

と

思

う

。



図
の
よ
う
に
、

ギ
リ

シ
ア
語
の
各
々
の
語
彙
を
、
「
和

」
を
中
心
に
据
え
る

時
、
そ
れ
に
符
合
し
な

が
ち
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
斜

線
の
部

分
が
あ
る
。

そ
の
部

分
の
特
質
の
主
な
こ
と
は
、
話
し
合

い
の
要

素
を
含
む
言
葉
性
、
ロ

ゴ
ス
性
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
和
合
、
平
和
に
は
、
話
し
合
う
こ
と
（
■
■
■
）

が
絶
対
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
■
■
■
■
や
法
、
ル
ー

ル
、
尺
度

が
調
和

、
和

合
の
条
件

で
あ
る
。
こ

れ
に
対

し
て

日
本
語
の
「
和
」

は
、
話
合
い
（
■
■
■
）
の
要
素
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

和
合
に
お
け

る
ロ
ゴ
ス
的
条
件
性

が
ゆ
る
く
、
寛
容
で
あ

る
。
反
面
、
心
情

的
面
で
、
直
接
性
、
純
粋
性

、角

を
丸
く
し
た
温
厚
性

が
要

求

さ
れ
て
い

る
。

少

く
と
も
、
「
和
」
の
字
音
語
、
ま
た
そ
れ
に
あ

て
た
ヤ

マ
ト
言
葉
の
語
彙
に

つ
い
て
は
そ
う
言
う
こ

と
が
出
来
る
。

四

と
こ
ろ
で
「

和
」
と
い
う
字
音
語
の
語
源
に
つ
い
て

は
ま

だ
ふ
れ
て
い
な

か
っ

た
。
人
野

氏
は
ヤ

マ
ト
言
葉
の
意
味
を
知

る
に
は
、
ま
ず
漢
字
は
さ
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
語
の
発
生
史
上
当

然
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
字

と
そ
れ
に
当
て
る
ヤ

マ
ト
言
葉
と

は
、
そ
れ

な
り
の
語
意

の
符
合

を
も
っ
て
い

る
と
見

る

べ
き
で
、
そ
の
意
味

で
「
和
」
の
語
源
の
分
析
も
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う

。
こ
こ
で
気
に
な
る
の

は
「
和

」
に
「
口
」
の
字

が
加

わ
っ
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。
果

し
て

こ
れ
は

言

葉
、
す

な
わ
ち
ロ

ゴ
ス
性
と
関
係

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

加
藤

氏
の
「

漢
字
の
起
源
」
に
よ
る
と
、
「
禾
」
は
加
え

る
意
味
で
あ
り
、

「

口

」
は

一

声

の

意

で

、

「

一

声

が

あ

て

さ

ら

に

他

声

の

加

わ

る

を

い

う

。

唱

和

の

和

が

こ

の

字

の

本

義

で

あ

る

。
」

と

あ

る

。

ま

た

、

藤

堂

氏

の

「

漢

字

の

語

源

研

究

」

で

は

、

「

和

は

口

に

禾

す

、

つ

ま

り

口

に

応

ず

る

意

で

あ

る

。

詩

経

に

『

唱

す

る

は

予

、

和

す

る

は

女

』

の

用

例

が

あ

る

。

声

を

そ

ろ

え

て

和

音

を

出

す

こ

と

。

平

声

は

和

音

を

出

す

笛

の

こ

と

、

去

声

は

唱

和

、

調
和
の
和
で
、
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
完
（
h
u
a
n
）
の
対
転
に
当
た

り

、

『

角

が

ま

る

く

て

、

丸

く

ま

と

ま

る

意

』

を

含

む

。
」

と

あ

る

。

い

ず

れ

も

、

こ

の

場

合

の

口

は

声

の

こ

と

で

、

言

葉

で

は

な

い

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

は

声

で

あ

る

と

し

て

も

、

依

然

口

と

い

う

字

が

気

に

な

る

も

の

で

あ

る

。

多

少

と

も

言

葉

と

関

係

が

あ

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

口

に

つ

い

て

、

同

書

は

次

の

よ

う

に

言

う

、

「

字

形

口

は

、

い

う

ま

で

も

な

く

、

人

間

の

ク

チ

の

象

形

文

字

で

あ

る

。

し

か

し

’

Ｋ

ｕ

ｇ
　

と

い

う

コ

ト

バ

自

体

は

広

く

『

あ

な

』

を

意

味

し

、

人

間

の

口

と

は

限

ら

な

い

。

欠

口

と

は

欠

け

た

穴

で

あ

り

…

…

后

の

字

は

合

、

人

の

下

の

口

、

つ

ま

り

肛

門

の

こ

と

で

、

ひ

ろ

く

う

し

ろ

の

意

味

を

も

ち

、

後

継

ぎ

を

生

む

人

を

后

と

称

す

る

に

至

っ

た

云

々

」
。

つ

ま

り

、

両

書

に

よ

る

限

り

、

囗

と

言

葉

は

必

ず

し

も

関

係

が

な

く

、

結

局

「

和

」

の

語

源

は

簡

単

に

言

う

と

、

言

葉

な

ら

ぬ

声

を

合

わ

せ

る

こ

と

、

ヤ

ー

と

言

え

ば

オ

ー

と

応

え

る

と

い

う

具

合

に

一

方

の

人

の

声

に

自

分

の

声

を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以

上

の

よ

う

な

「

和

」

の

語

源

、

「

和

」
の

字

音

語

の

意

味

、

ま

た

そ

の

ヤ
丶



マ

ト

言

葉

の

語

彙

が

、

い

わ

ゆ

る

「

人

の

和

」

の

あ

り

方

を

意

味

づ

け

、

さ

ら

に

「

和

風

」

と

し

て

、

「

日

本

人

的

」

な

も

の

と

重

な

り

合

っ

て

来

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

こ

の

重

な

り

は

、

一

説

に

言

う

ご

と

く

、

単

な

る

偶

然

で

は

な

い

よ

う

に

思

う

。

す

な

わ

ち

、

「

昔

、

我

國

大

、

彼

ノ

國

二

到

夕

、

唐

人

、

汝

が

國

ノ

名

稱

（

イ

カ

ニ

ト

問

ヘ

ル

ニ

、

自

ラ

東

方

ヲ

指

シ

、

ワ

ヌ

國

耶
ト
答
ヘ
シ
ヲ
名
國
卜
聞
キ
違
へ
、
倭
ト
シ
タ
リ
）
（
釈
紀
・
元
元
集
）
。
か
り

に

こ

れ

が

ま

こ

と

で

あ

る

。と

し

て

も

、

倭

を

同

音

の

和

に

当

て

た

の

は

な

ぜ

か

、

そ

こ

に

あ

る

重

要

な

意

味

を

認

め

た

い

。

す

な

わ

ち

、

日

本

人

は

「

人

の

和

」

を

、

そ

れ

自

体

、

即

自

的

に

尊

重

す

る

と

こ

ろ

が

あ

り

、

「

和

」

に

含

ま

れ

る

今

ま

で

述

べ

て

来

た

意

味

を

含

め

て

そ

れ

を

愛

し

、

「

日

本

人

の

」

、

「

日

本

的

」

意

味

と

重

ね

て

用

い

る

こ

と

の

出

来

た

内

的

連

関

性

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

日

本

書

紀

に

よ

れ

ば

、

聖

徳

太

子

の

制

定

に

な

る

十

七

条

憲

法

の

第

一

条

、

「

和

を

以

て

貴

し

と

な

す

」

は

こ

れ

を

象

徴

的

に

語

っ

て

ヽ い

る

よ

う

に

思

わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
太
子
が
諸
豪
族
を
押
さ
え
る
と
い
う
政
治
的
意
味
に

お

い

て

の

み

規

定

し

り
た

も

の

で

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

以

上

の

よ

う

な

「

和

」

の

綜

合

的

意

味

を

含

め

て

、

人

の

「

和

」

と

い

う

時

、

そ

れ

は

、

与

え

ら

れ

た

全

体

の

枠

の

中

で

、

自

分

を

合

わ

せ

る

、

そ

の

た

め

に

は

、

「

角

を

丸

く

し

て

、

丸

く

ま

と

ま

る

」

仕

方

で

、

つ

ま

り

和

魂

と

な

っ

て

、

心

を

温

厚

に

し

、

あ

た

か

も

和

稲

の

如

く

、

か

た

い

も

み

が

ら

を

と

り

、

和

妙

の

如

く

、

う

っ

て

さ

ら

し

て

自

分

を

純

粋

に

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

言

挙

げ

し

て

角

ば

っ

て

は

う

ま

く

和

す

こ

と

は

出

来

な

い

。

赤

心

と

な

り

、

清

き

明

か

き

心

で

、
他

を
映

し

と

る

よ
う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

は

た

し

か

に

、

本
居

宣

長

の
言

う

、
言

挙

げ
せ

ぬ
神

な

が

ら

の

道

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

こ

れ

は
言

葉

の

介

入

し

な
い

直

接

的

和

合

、
純

粋

な

和

合

で

あ

り

、

そ

の

原

型

は
親

子

水

入

ら

ず

の

親

和

で
あ

る

。

ヤ

マ
ト

言

葉

の

「

和

む

」

と

は

そ

う

し

た
意

味

で

あ

り

、

和

銅

と

は

精
練

し
、

不

純
物

を

と
り

除

い

た

純

粋

の

銅

で

あ

っ

た
。

Ｍ

・

ヘ
イ

ダ

ス

は

女

神

を

祭

る
母

系

制

民
族

は

、
血

の

紐

帯

が
第

一

に

重

要

で

あ

る

こ

と

を

述

べ
、
「
彼

ら

の

行

動

の

動
機

は
理

性

的

よ
り

セ
ン

チ

メ

ン

タ

ル

で

あ
り

、

人

と

人

と

の

間

柄

は

直

接
的

且

接

触

的

で
あ

る
　
（
ｄ
ｉｒ
ｅ
ｃ
ｔ

a
n
d
 
i
m
m
e
d
l
i
a
t
e
）
」
と
言
っ
て
い
る
。
和
合
の
仕
方
が
常
に
わ
れ
と
汝
と

い

う

ｆａ
ｃ
ｅ
　ｔ
ｏ
　ｆａ
ｃ
ｅ

の

フ

ィ
ー

リ

ン

グ

が
き

く
間

柄

で

し
か

強

く
作

用

し

な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
人
称
的
世
界
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
彼
と
い
う
三

人

称

は

縁

が

う

す

く

、

遠

い

場

所

の

人

で

あ

る

。
古

い

日
本

語

に

は
、

た
と

え

ば

古

事

記

な

ど

に

は
三

人

称

に

あ

た
る

言

葉

が

な

い

の

は

、

こ

の
間

の

事

情

を
説

明

し

て

い

る

。

日

本

精

神

の

源

流

に

は

、

三

人

称

は
不

要

で
あ

っ

た

の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
と
汝
の
主
も
な
く
客
も
な
い
和
合
が
、
わ
け
(
―
話
)

へ
だ
て
な
い
真
の
和
合
と
な
る
。
こ
の
わ
れ
と
汝
が
社
会
的
形
態
を
と
る
と
、

ｆａ
ｃ
ｅ
　ｔｏ
　
ｆａ
ｃ
ｅ

の

心

情

的

結

合

に

基
く

同

じ

場

を

同

心

円

と

す

る

一

種
の

「

か

び

型

和

合

」

を
形

成

す

る

。

こ

の
こ

と

は
、

す

で

に

中

根

氏

が

「

タ
テ

社

会

の

人
間

関

係

」

で

図
示

さ

れ

て

お
り

、

「

和

」

の

構

造

の

有

力

な
裏

づ

け

と

な

る

も

の

で

あ

る

が
、

多

少

、

私

な
り

に

付

加

し

て

引

用

す

る

と

次

の

よ

う

な

図

に

な

ろ

う

。



Ｘ

つ

ま
り

、
両

図
で
は
Ｂ

・
Ｃ

・
Ｄ

の
成
員

は
、
最
終
的
に
は
家
長
的
権
力

者
と
結

び
つ
い

て
い
る
が
、

そ
こ
に
い

た
る
ま
で
に
Ａ

な
ど
の
上
司
と
の
情

的
接
触
を
通
し
て
結
合
し
て
い
る
。
天
皇
は
、
、
家
長
的
権
力
者
の
車
軸
の
上

で
、
車
軸
の
回
転
に

接
し
な
が
ら
、
且

つ
自

ら
は
回

転
し
な
い
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る

。（

こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
上
別
紙
で
述

べ
た
い
。
）

こ
れ
に
対
し

て
、
天
上
の
神

々
を
祭

る
父

系
制
民

族
は
、
Ｍ

・

ヘ
イ
ダ
ス

の
言
う
よ
う
に
、
「
遠
く
を
射
る
ア
ポ
ロ
ン
（
■
■
■
■
■
■
）
と
か
。

彼
の
妹
ア
ル
テ
ミ

ス
の
よ
う
に
、
対
象

を
ま

ず
言

葉
で
吟
味
し
、
距

離
を
も

っ
て
事

を
処
す
」
の
で

あ
る
。
和
合
の
前
に

ロ
ゴ
ス
が
介
入

し
、
ワ

ン

ー
ク

ッ

シ
ョ
ン
を
も

つ
の
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
人

は
納

得
し
な
い
と
従
わ
な
い

と
こ
ろ

が
あ
る
の

は
、

ギ
リ

シ
ア
・

ハ
イ
ウ

ェ
イ
の

通
っ
て
い
る
お
国
柄
だ

か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、

ヘ
ラ
ク

シ
イ
ト
ス
の
「

わ
れ
に
聞

く
に

あ
ら
ず
。

ロ
ゴ
ス
に
耳

を
傾
け
て
…
…
」
と
い
う
伝
統
で
あ
る

。
つ
ま
り
、

人
と
人
、

人
と
社
会
の
和
合
が
、
Ⅱ
図
の
よ
う
に
、
あ
る
一
定
の
尺
度
と
か
ル
ー
ル
と

か
ロ
ゴ
ス
が
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
Ａ
・
Ｒ
・
Ｃ
・
D
が
そ
れ
ぞ
れ
手
を
結

ぶ
「

わ
だ
ち
型
」
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
客

観
的
事
実
や
前
提

が
か
す

が

い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
や
ル
ー
ル
を
求
め
る
発
想

は
、

ギ
リ

シ
ア
悲
劇

作
家
の
中

に
も
顕
著
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
、
初

期

ギ
リ

シ
ア
哲
学
よ
り
、

ギ
リ

シ
ア

悲
劇
の
方

が
お
り
科
学
的
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
。
和
合
の
条
件
が
、
法
・
ル
ー
ル
に
て
ら
し
て
行
な
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
わ
れ
と
汝
の
情
的
結
合
で

な
く
、

わ
れ
も
汝
も
法
の
前
で

は
同
じ
一

人
の
人
と
し
て
の
彼
で
あ
る
。
遠
く
を
射

る
ア

ポ
ロ
ン
は
距

離
を
も

っ
て
対

象
を
射
る
。
こ
の
対
象
化
の
作
用
は
ロ
ゴ
ス
の
作
用
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
徹

底
し
て
行

く
と
、
汝
も
世
界
も
自
然
も
そ
れ
と
な
り

、
彼
と

な
り

、
わ
れ
も

ま
た
人
と
な
る
。
つ
ま
り

、
三
人
称
の
世
界
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
わ

れ
も
ま
た
わ
れ
か
ら
離
別
す

る
と
い
う
厳
し
い
別
れ
の
哲
学

を
も
つ
こ
と
。に

な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
1
図
は
二
人
称
の
世
界
で
あ
り
、
土
居
氏
の
言
う

「
甘
え

」
の
世
界
と
言

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

五
以
上

、
日
本
語
の
「
和
」
に
、
そ
れ
と
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
和
」

を
照
射

し
、
比

較
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
両
民
族
の
「

和
合
の
あ
り
方
」
の

決

定
的
と
も
い
え

る
相
違

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
コ
ト

バ
と
か
ハ
ナ

シ
、

つ

ま
り

ロ
ゴ
ス
に
対
す

る
信
頼
度
で
あ
る
。
そ
し
て

、
そ

れ
は
。な
ぜ
で
あ
ろ

う

か
。
そ
の
理
由

は
多

々
挙
げ
る
こ
と
が
出

来
る
で

あ
ろ
う

が
、
私

は
そ
の

中
で
特
に
「
血
に
対
す

る
信
頼
度
」
に
起
因

し
ま
い

か
と
思
っ
て

い
る
。
一
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1

方
は
血
の
交

替
の
は
げ
し
い
混
血
族
、
他
方

は
血
の
安
泰

を
保

ち
得
た
純
血

族
で
あ
る
（
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
で
日
本
民
族
を
純
血
と
考
え
る
者
は
一

人
も
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
イ

ヌ
系
・
朝
鮮
系
・
南
方
系

等
Ｑ
混
血
と
考
え

ら

れ
る

が
、

ギ
リ

シ
ア
人
と
比
較
す

る
時
、
侵
略
、
虐
殺

の
少

な
い
、
血
の
安
泰

と
い

う
意
味
で
、
対
照
的
に
純
血

と
い
う
語

を
使
用

さ
せ

て
貰
う
）
。

ギ
リ

シ
ア
の
よ
う

に
北
方

か
ら

バ
ル
カ
ン
半
島
へ

侵
入
、
略
奪

を
く
り
返

し
た
民
族
は

、
昨

日
ま
で

の
敵
は
今
日
の
友
と
し
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら

いな
い

。混
血

は
彼

ら
の
宿
命
で
あ
り

、
そ
こ
か
ら
血
に
対
す
る
信
頼

は
非
常
に

う
す
い
も
の
に
な
っ
た
。
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
は
夫
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
を
、

息
子

オ
レ
ス

テ
ス
は
母

ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
を
殺
害
す
る
ア
イ
ス
キ

ュ

ロ
ス
の
「

悲
劇
」

は

こ
れ
を
象
徴
的
に
示

し
て
い
る
と
思
う
。
血
縁
だ

か

ら
、
肉
身

だ
か
ら
と
信
用
し
て
い
る
と
、
い
つ
寝
首
を
か
か
れ

る
か
わ
か
ら

な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
今
日
の
妻
は
昨
日
ま
で
の
敵
将
の
娘
で
あ

る
場
合
も
あ

る
。

し
か
し
、
人
間
は
ソ

ー
オ
ン
　

ボ
リ
テ
ィ
コ
ン
（
社
会
的
動
物
）
で

あ

る
、
嫌

だ
と
か
、
疑
わ
し
い
と
か
言
っ
て
も
は
じ
ま
ら

な
い
。
た

ん
と

か
安

心
し
て
生
き
て
行

く
た

め
に
、
と
も
か
く
ま
ず
話
合
う

と
い
う

こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
話
合
っ
て
、
こ
の
場
合
は
こ
う
し
よ
う
、
そ
の
場
合
は
あ

あ
し
よ
う
と
取
り

き
め
を
す
る
。
し
か
し
、
口
約

束
し
た
だ
け
で
は
信
用

出

来
な
い
。
「
舌

は
約
束
し
た
が
、

心
は
約
束

し
な
か
っ
た
」
と
い
う
プ
ラ
ト

ン

の
「
饗
宴
」
１
９
9
Ａ
の
中
の
セ
リ
フ
が
あ
る
。
や
は
り
、
文
書
で
契
約
を
し

よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ

も
破
っ
て

し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

で
あ
る
。
や
は
り
、
強
制
権
を
も
つ
法
を
立
て
、
そ
の
庇
護
の
も
と
で
生
き

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
約
東
を
破

る
の
も
自
由
で
す
、
し
か
し
法

が

あ
な
た

を
罰
し
ま
す
よ
、
と
い
う
人
々
の
和

合
の
典
型

的
パ
タ
ー
ン
が
生
れ
、

「
法
は
君
主
な
り
(
■
■
■
■
■
)
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
人
デ
マ
ラ
ト

ス
の
言

葉
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
次
の
方
式

が
生
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
合
う
、
■
■
■
■
（
レ
ゲ
イ
ン
）
　
は
、
話
合
う
意
味
の

ほ

か

に

、
集

め

る

、

集

約
す

る
（
ｔｏ
　ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
）
の
意

味

を
も

っ

て

い

る

。
ホ

メ
ロ
ス
（
Ｉ
ｌ
ｉ
ａ
ｄ
,
　
２
４
．
　
７
９
３
）
　
で
は
、
「
や
が
て
彼
ら
は
、
（
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
）

白
い
骨
を
集
め
た
（
■
■
■
■
■
）
」
と
い
う
用
例
が
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
話
合
う
■
■
■
と
い
う
言
葉
は
、
事
を
集
め
、
ま
と
め
、
う
ま

く
和

合

さ

せ

る

働
き

を

兼

ね

そ

な
え

て

い

る

と

み

た

ギ
リ

シ
ア

人

の
考

え

が

、

客

観

的

に
表

現
さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

こ

こ

で

の

話

合

い

の
意

義

は

、

と

な

る
。

一
方
、
純
血
民
族

は
、
和
合
す
る
に
同
族

と
し
て
の

は
ら
か
ら
意
識
が
あ

り
、
血
縁
的
な
も
の
へ
の
信
頼
が
あ
る
の
で
、

い
ち
い
ち
条
件
を
つ
け
る
こ

と
を
し
な
い
で
和
合
出
来
る
。
言
葉
は
こ
こ
で

は
む
し
ろ
邪
魔
に
さ
え

な
る

の
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ
る
の
で
あ
る
（
あ

る
人
は
、
こ
の
原
因

を
水
稲
民

族
の
宿
命
と
し
て
、
ま
尭
あ
る
人
は
、
四
面
海
に
囲
ま
れ
、
逃
げ
場
の
な
い
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地
理

的
条
件
の
宿
命
と
し
て
和
合
、
共
働

し
な
け
れ

ば
や

っ
て
行
け
な
い
こ

と

を
挙

げ
て
い

る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら

は
そ

れ
ぞ

れ
重
要

な
原
因
で
あ

る

が
、

そ
れ
だ
け
で

は
日
本
的
生
き
方

を
説
明
す

る
に
充
分
で

は
な
い
よ
う

に

思
え

る
）
。

と
こ
ろ
で
こ

の
場
合
、

話
、
つ
ま
り

ヤ
マ
ト
言
葉

と
し
て
の

ハ
ナ

シ
は
、

コ
ト
（

―
言
）

を
自
分
の
体
か
ら
放
す
こ
と
に
由
来
す

。
つ
ま
り
、

ハ
ナ

シ

は
放
し
に
通

じ
、
事

を
ば
ら
ば
ら
に
し
、
分
け
へ
だ
て

る
分
け

な
の
で
あ

る

（
大
言
海
）
。
た
し
か
に
分
け

は
分

か
り
ま
し
た
の

理
解
に
通
じ
て
い

る
が
、

真

の
和
合

に
と
っ
て

は
、
「
分
け
へ
だ
て

な
く
」
で
な
く
て

は
な
ら

な
い

。

「
野
暮

な
理
届

を
並

べ
る
前
に
、
受
け

た
恩
義
は
返
さ
に
ゃ
な
ら

ぬ
。
こ

れ

が
ま

こ
と
の
道
だ
ろ
ぜ
」

の
よ
う

に
、
分
け

や
理
屈
は
所

詮
、
野
暮
で

し
か

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
コ
ト

パ
と
い
う
語

も
、
大

野
氏

に
よ

る
と

、
「
コ
ト

は
コ
ト

バ
に
あ
た
る
意
味
と
コ
ト
（
事
）

に
あ
た
る
意

味
と
を
一
語
で
か

ね

て

い
た
。
し
か
し
、
コ
ト
（
事
）

と
コ
ト
（
言
）

と
が
同

一
だ
と
思
う
素
直

な
観
念
が
破
れ
る
時
が
来
る
。
そ
の
二

つ
は
必

ず
し
も
常
に
一
致
す

る
も

の

で

ぱ
な
い
と

ど
が
分

っ
て
来

る
と

、
そ
の
二

つ
を
別

の
語
で
言

い
分
け
よ
う

と
す

る
よ

う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
コ
ト

は
出
来
事

と
か
、
事
実
と

か
い
う
意

味

を
表

わ
す
方
へ
寄
っ
て
行
き
、
他
方
コ
ト
（
言
）

の
一
面

を
明
確
に
強
調

ｉ
１

す
る
コ
ト
バ
と
い
う
語
が
作
ら
れ
た
。
…
…
コ
ト
バ
の
バ
と
ぱ
端
で
あ
り
、

端
の
意
で
あ
る
。

ハ
シ
と
は
中

心
か
ら
は
ず

れ
た
、
価
値
の
低

い
、
つ
ま
ら

な
い
所
で
あ
る
」
と
言

う
。
こ

れ
は
大
野
氏

の
一
つ
の
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
で
あ

る

が
、
私
に

は
も
っ
と
も
な
こ
と
と
思

わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
に

は
、

言
葉

は
事
の
端
く
れ
と
し
て
の
価
値
し
か
与
え

な
か
っ

た
こ
と
は
、
史
実
の

上
で
認
め
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
は
、
言
葉
に
よ

っ
て
事
実
を
正

確
に
伝
え
た
り
、

討
論
し
な
が
ら
、

相
手

を
説
得
し
て
い
く
技
術
（
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
）
の
伝
統

は
、

は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。
日
本
人
は
、
繊
細
、
微
妙
な

言
の
葉
に
た
く
し
て
、
相
手
の
心
情

に
訴
え

た
り
、
相
手
の
心
情
を
察
し

た

り
す

る
訓
練

は
出
来
て
い
る
が
、
事

を
分

け
て
、
淙
々
と
説
く
忍
耐
力
も
技

術
も
も
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
故

、
自
分

が
喋

っ
た
言

葉
に
相
手

が
納

得
し
な
い
と
、
黙
し
て
し
ま
う
か
、
す
ぐ

と
焦
立
ち
、
言
葉
で
は
ら

ち
が
あ

か
な
い
と

ば
か
り
に
、
物
理
的
威
圧

た
る
大
声

を
た
て
た
り

、
威
嚇

し
て
も

駄
目
だ
と
わ
か
る
と
、
言
葉
の
後
を
追
っ
て

、
肉
体
ま
で
が
と
び
出
し
て
行

き
、

つ
い
に
掴
み
合
い
と
な
る
。
い
わ
ば
、
「
言
論
の
肉
弾
三
勇
士
」
と
い
う

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界
に
も
類

を
み
な
い
日
本

分
国
会
の
格
闘
技
に

象
徴
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

、
言
葉
へ

の
信
頼

が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
言
挙
げ
す
る
こ
と

が
、
和

合
へ
の
最
大
の
手
段

で
あ
り

、



武
器
で
も
あ
る
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
、
そ
の
政
治
制
度
的
表
現
が
デ
ー
モ

ス
・

ク
ラ

テ

ィ
ア

ー

（
民

主

主
義

）

な
の

で

あ

る
。

別

言

す

れ

ば
、

民

主

主

義

は

、

言

挙

げ
に

最

大

の
意

義

を
与

え

る
民

族

性

に

根

づ

い

て

花

を
開

く

の

で

あ

る
。

言

挙

げ
す

る

こ

と

を
、
「
理

屈

を
言

う

」
と

い

う

感

覚

で

と

ら

え

、

い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
伝
統
の
日
本
に
、
形
の
上
で
の
制
度
の
み
が
入
っ
て

来

て

も

、

そ

れ

が
育

ち

、
開

花
す

る
こ

と

は
仲

々
に

難

し

い

と

言

わ

ね

ぱ
な

ら

な

い

。

二

・
二

六

事
件

、

五

・

一
五

事

件

を
へ

て

、

そ

れ

が

ど

の

よ
う

な

顛

末

に

終

っ

た

か

を

み

れ

ば
明

白

で

あ

る

。
デ
ー

モ

ス
・
ク
ラ

テ

ィ
ア

ー
と

は
、

言

論

、

ロ
ーゴ

ス

を

も

っ
て

、

ワ

ン

・

ク
ッ

シ

ョ

ン

を
置

い

て

和
合

す

る

ギ
リ

シ
ア

的

和

な

の
で

あ

る

。

つ

ま
り

、

そ

れ

は

ま
ず

、
言

葉

と
い

う

ジ
モ

ー

ト
・

コ

ン

ト

ロ

ー

ル
に

よ

っ
て

、

距

離

を
置

い

て

見

る
働

き

の

上

に

成

立

し

て

い

る

。

そ

れ

は
、

肉

身

も

、

恋

人

も

対

象
化

し

、

や

が
て

は
自

分

ま

で

も

対

象

化

し

て

見

る
容

赦

の

な
い

離

別

を

含

ん

で

い

る
。

こ

の

「

甘

え

」

を

許

さ

ぬ

厳
し
い
「
別
れ
」
の
哲
学
、
そ
の
上
に
（
ギ
リ
シ
ア
的
）
民
主
主
義
が
成
立

し

て

い

る
こ

と

を
充

分

に

理

解

し

な

い

で

、
時

勢

に

合

わ
せ

、
民

主

主

義

を

囗

の

端

に

の

せ

て
も

、

そ

れ

は

空
転

す

る
ば

か

り

で

あ

る
。

国

会

の

格

闘

技

は
、

ま
さ
に
、
形
は
民
主
主
義
、
中
味
は
浪
花
節
と
い
う
矛
盾
の
象
徴
化
な
の
で

あ

る

。
そ

れ

を

よ

し

と

し

な

い

な
ら

ば
、

ど
う

す

れ

ば
よ

い

の

か

。

こ

の

問

題

こ

そ

、

ま

さ
に

「
和

」

の

構

造

と

「

そ

れ
に

対

応
す

る

ギ
リ

シ

ア

語

」

の

言

語

構

造

と
の

接

点

の

問

題

で

も

あ

ろ

う

。

（

な
お
「

和
」
の
構
造
的
意
味
が
、
具
体
的
史
実
の
中
で
ど

の
よ

う
に
具
現
し

て
い
る
か

は
、
別
紙
で
論
じ

た
い
。
）

（

１

）

こ

の

研

究

の

動

機

に

つ

い

て

は

、

紙

数

の

関

係

で

省

略

し

た

が

、

一

口

で

述

べ

れ

ば

、

日

本

人

の

喧

嘩

の

仕

方

と

ギ

リ

シ

ア

人

の

そ

れ

と

か

、

非

常

に

違

っ

て

い

る

と

感

じ

た

こ

と

に

あ

っ

た

。

日

本

人

な

ら

、

町

の

中

で

人

が

喧

嘩

を

す

れ

ば

、

必

ず

誰

か

が

割

っ

て

入

り

、

ま

あ

、

ま

あ

、

と

ぱ

か

り

に

即

自

的

に

「

和

」

の

中

に

囲

み

こ

む

。

し

か

し

、

ギ

リ

シ

ア

人

の

場

合

、

誰

一

人

と

め

よ

う

と

は

せ

ず

、

大

声

で

言

い

争

う

の

を

じ

っ

と

み

つ

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

言

い

争

い

は

、

と

こ

と

ん

や

れ

と

言

わ

ん

召

か

り

で

あ

っ

た

。
　
　

（
２
）
　
た
と
え
ば
、
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
の
「
ハ
ラ
」
は
「
ウ
ナ
バ
ラ
」
、
「
ノ
ハ
ラ
」
、

身
体
の
「
ハ
ラ
」
、
「
テ
ノ
ハ
ラ
（
＝
掌
）
」
の
よ
う
に
、
広
く
平
な
と
こ
ろ
一
般

に
用
い
ら
れ
、
「
ウ
ミ
」
も
海
、
湖
、
庭
の
水
た
ま
り
、
身
体
の
水
た
ま
り
（
=
膿

み

）

に

等

し

く

用

い

ら

れ

て

い

た

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

、

自

然

的

対

象

に

も

、

肉

体

的

対

象

に

も

、

同

一

の

コ

ト

バ

を

用

い

る

、

自

己

と

自

然

の

融

合

的

発

想

を

、

日

本

人

の

中

に

見

る

こ

と

が

出

来

よ

う

。

（

３

）
　

大

野

晋

校

注

、

「

日

本

書

紀

」

、

日

本

古

典

文

学

大

系

（

岩

波

書

店

）
　

飯

田

武

郷

、

「

日

本

書

紀

通

釈

」

（

藤

井

書

店

）

等

。

（

４

）
　

Ｆ

．
　
Ｇ

ｒ
ａ

ｎ

ｇ

ｅ
ｒ

，
　
Ｖ

ｉ
ｔ
ｒ
ｕ

ｖ

ｉ
ｕ

ｓ

　
Ｏ

ｎ

　
Ａ

ｒ
ｃ

ｈ

ｉ
ｔ
ｅ

ｃ

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

，

「

」

ｏ

ｎ

ｄ

ｏ
ｎ

　
１
９

３
１

）

森

田

慶

一

訳

注

、

「

ウ

ィ

ツ

ト

ル

ー

ウ

ィ

ウ

ス

建

築

書

」

（

東

海

大

出

版

）

（

５

）
　

大

野

晋

著

、

「

日

本

語

を

さ

か

の

ぽ

る

」

（

岩

波

新

書

）

（

６

）

Ｍ

．
　
Ｈ

ａ

ｄ
ａ

ｓ

，
　
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｇ

ｒ
ｅ

ｅ

ｋ

　
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ

ｌ
　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｉ
ｔ
ｓ

　
Ｓ

ｕ

ｒ
ｖ

ｉ
ｖ

ａ

ｌ「

　
ｐ

．
３

８
（

Ｗ

ａ

ｒ
ｐ

ｅ

ｒ

（

Ｃ
ｏ

ｌ
ｏ

ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

　
Ｂ

ｏ

ｏ

ｋ
ｓ

）

（
７
）
D
ｉ
ｅ
ｌ
ｓ

，

Ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｆ

ｒ
ａ

ｇ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｅ

　
ｄ

ｅ

ｒ

　
Ｖ

ｏ
ｒ

ｓ
ｏ

ｋ
ｒ
ａ

ｔ

ｉ
ｋ

ｅ

ｒ

，
　
５

０

（

Ｂ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉｎ

　
１
９
６

４

）

（

８

）
　

中

根

千

枝

著

、

「

タ

テ

社

会

の

人

間

関

係

」

一

一

八

頁

（

講

談

社

）
　
　

（

９

）
　

キ

ト

ー
　

柮

訳

、

「

ギ

リ

シ

ア

人

」

二

・
四

八

頁

（

勁

草

書

房

）

（
1
0
）
　
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集
Ｉ
　
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
篇
（
人
文
書
院
）

（

1
1

）
　

Ｈ

ｅ
ｒ
ｏ

ｄ

ｏ

ｔ
ｉ
　
Ｈ

ｉ
ｓ
ｔ
ｏ

ｒ

ｉａ

ｅ

，
　
Ｖ

Ｉ
Ｉ

　
１
０

４

．
　（

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ

ｒ

ｄ

）

ヘ

ロ

ド

ト

ス
　

松

平

訳

、

「

歴

史

」

下

、

六

九

頁

（

岩

波

文

庫

）

（

1 2

）

『

「

和

」

の

構

造

』

の

論

文

発

表

後

、
質

問

が

あ

っ

て

、

聖

徳

太

子

十

七

条

憲

法

一

条

で

。

「

和

を

以

て

貴

し

と

な

す

」

の

次

の

条

文

は

、

「

篤

く

三

宝

を

敬

へ

。

三



宝

と

は

佛

法

僧

な

り

」

と

あ

り

、

日

本

人

も

「

法

」

を

尊

ん

だ

の

で

は

な

い

か

、

と

の

問

を

受

け

た

。

つ

ま

り

、

日

本

人

も

ロ

ゴ

ス

を

尊

び

、

そ

れ

が

和

合

に

と

っ

て

邪

魔

に

す

ら

な

る

と

い

う

の

は

ど

う

か

と

い

う

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

場

合

の

「

法

」

は

、

ギ

リ

シ

ア

人

の

「

ノ

モ

ス

」
、

「

ロ

ゴ

ス

」

と

は

性

格

が

違

い

、

民

衆

の

契

約

に

根

ざ

す

「

法

」

で

は

な

く

、

佛

の

「

戒

め

」

な

の

で

あ

る

。

ま

た

、

十

七

条

憲

法

と

言

わ

れ

て

は

い

る

が

、

い

わ

ゆ

る

憲

法

で

は

な

く

。

当

時

の

司

大

た

ち

に

向

け

ら

れ

た

戒

め

の

書

な

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

日

本

人

も

「

法

」

を

尊

ぶ

民

族

で

あ

る

こ

と

は

否

定

し

な

い

。

問

題

は

「

法

」

を

尊

ぶ

あ

り

方

’

比

重

の

置

き

方

で

あ

る

。

十

七

条

憲

法

で

も

、

な

ぜ

第

一

条

に

佛

法

僧

を

尊

べ

と

言

わ

ず

、

「

和

」
を

最

初

に

規

定

し

た

の

か

、

こ

こ

に

も

、

ま

さ

に

日

本

的

な

も

の

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

（
1
3

）
　

前

掲

「

日

本

語

を

さ

か

の

ぽ

る

」

六

〇

頁

（

さ

き

さ

か

・

ゆ

た

か

、

ギ

リ

シ

ア

哲

学

、

日

本

大

学

教

授

）

丶

、

／
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