




右
の
刊
行
の
言
葉
は
今
か
ら
六
〇
年
前
、
現
代
新
書
の
誕
生
に
際
し
て
気
鋭
の
教
育
学
者
で
あ
っ
た
村
井
実

教
授
が
中
心
と
な
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
六
〇
年
は
、
け
っ
し
て
順
風
満
帆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
度
経
済
成
長
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
創

刊
さ
れ
、
昭
和
、
平
成
、
令
和
と
時
代
が
移
る
中
で
、
現
代
新
書
も
変
わ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
根

本
に
変
わ
ら
ず
あ
る
の
は
、「
知
」
を
一
部
の
イ
ン
テ
リ
の
も
の
で
は
な
く
、
世
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
に

開
か
れ
た
も
の
に
し
た
い
と
い
う
願
い
で
す
。「
も
っ
ぱ
ら
万
人
の
魂
に
生
ず
る
初
発
的
か
つ
根
本
的
な
問
題

を
と
ら
え
、
掘
り
起
こ
し
、
手
引
き
」
す
る
新
書
を
作
り
た
い
。
そ
の
思
い
が
六
〇
年
の
歴
史
を
紡
い
で
き
ま

し
た
。

こ
の
記
念
冊
子
は
３
部
か
ら
な
り
ま
す
。
第
１
部
に
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
魚
住
昭
氏
に
よ
る
特
別

寄
稿
「
現
代
新
書
は
い
か
に
し
て
現
代
新
書
に
な
っ
た
の
か
」
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
新

書
と
い
う
形
態
の
書
物
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
、
そ
の
な
か
で
現
代
新
書
が
い
か
に
紆
余
曲
折
を
経
て

誕
生
し
た
の
か
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
第
２
部
は
ア
ン
ケ
ー
ト
「
現
代
新
書
、
こ
の
60
冊
」
で
す
。
全
国
の
書

店
員
の
方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
思
い
出
の
現
代
新
書
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
第
３
部
の
「
現

代
新
書
を
知
る
た
め
の
ト
リ
ビ
ア
10
」
で
は
、
現
代
新
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
辿
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
が
現
代
新
書
、
ひ
い
て
は
新
書
そ
の
も
の
へ
の
「
新
た
な
と
び
ら
」
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

次
の
時
代
に
向
か
っ
て
、
講
談
社
現
代
新
書
は
走
り
続
け
ま
す
。
変
わ
ら
ぬ
お
引
き
立
て
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
〇
二
四
年
四
月
　
　
　
講
談
社
　
学
芸
第
一
出
版
部
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第
１
部　

現
代
新
書
は
い
か
に
し
て

現
代
新
書
に
な
っ
た
の
か

一
九
五
一
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
一
橋
大
学
法
学
部
卒
業
。
共
同
通
信
社

を
経
て
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
。『
野
中
広
務　
差
別

と
権
力
』（
小
社
刊
）で
第
26
回
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
受
賞
。

『
渡
邉
恒
雄　
メ
デ
ィ
ア
と
権
力
』『
出
版
と
権
力　
講
談
社
と
野
間
家

の
一
一
〇
年
』（
と
も
に
小
社
刊
）な
ど
著
書
多
数
。

魚う
お

住ず
み

昭あ
き
ら
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１　
加
藤
勝
久
と
い
う
男

黒
柳
さ
ん
の
文
章
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た

編
集
者
ほ
ど
割
に
合
わ
ぬ
商
売
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ま
ず
第
一
に
、
著
者
と
い
う
人
種
は
私

を
含
め
、
だ
い
た
い
わ
が
ま
ま
で
怒
り
っ
ぽ
い
。
し
か
も
そ
う
い
う
著
者
に
限
っ
て
筆
が
遅
い
。
編
集
者

は
そ
ん
な
人
間
を
お
だ
て
た
り
、
な
だ
め
す
か
し
た
り
し
て
原
稿
を
書
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
苦
心
惨
憺
し
て
仕
上
げ
た
本
が
運
よ
く
評
判
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
世
に
知
ら
れ
る
の
は
著

者
の
名
だ
け
で
あ
る
。
編
集
者
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
縁
の
下
の
力
持
ち
に
す
ぎ
な
い
。

第
三
に
、
こ
れ
が
一
番
や
る
せ
な
い
の
だ
が
、
著
者
は
往
々
に
し
て
忘
恩
の
徒
で
あ
る
。
自
分
の
下
手

な
原
稿
に
手
を
入
れ
、
ど
う
に
か
読
め
る
よ
う
に
し
て
く
れ
た
の
は
編
集
者
だ
と
い
う
事
実
を
す
ぐ
に
忘

れ
る
。
自
分
一
人
で
書
い
た
気
に
な
り
、
感
謝
の
言
葉
す
ら
口
に
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
編
集
者
は
報
わ
れ
ぬ
ま
ま
、
こ
の
作
品
を
世
に
送
り
出
し
た
の
は
自
分
だ
と
い
う
ひ

そ
か
な
誇
り
を
胸
に
生
き
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
れ
が
編
集
者
の
宿
命
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
を
つ
ら
つ
ら
考
え
な
が
ら
、
創
刊
六
十
周
年
を
迎
え
る
講
談
社
現
代
新
書
の
歴
史
を
調
べ
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て
い
た
ら
、
現
役
編
集
部
員
の
横よ
こ

山や
ま

建た
て

城き

か
ら
「
加か

藤と
う

勝か
つ

久ひ
さ

さ
ん
恐
る
べ
し
！
」
と
い
う
見
出
し
の
メ
ー

ル
が
届
い
た
。
加
藤
勝
久
と
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
戦
後
の
講
談
社
で
一
時

代
を
画
し
た
編
集
者
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
本
稿
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
、
い
ま
か
ら
半
世
紀
前
、

休
刊
寸
前
に
追
い
こ
ま
れ
た
現
代
新
書
の
救
世
主
と
な
っ
た
男
で
あ
る
。

横
山
の
メ
ー
ル
の
本
文
に
は
こ
う
あ
っ
た
。

昨
日
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
十
五
日
）
の
野
間
四
賞
の
贈
呈
式
も
無
事
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
こ
と

し
は
芦あ
し

田だ

愛ま

菜な

、
黒く
ろ

柳や
な

徹ぎ
て

子つ
こ

、
藤ふ
じ

井い

聡そ
う

太た

の
三
氏
が
出
版
文
化
賞
受
賞
で
し
た
か
ら
取
材
が
多
く
、

会
社
も
満
足
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
賞
の
冊
子
に
あ
る
黒
柳
さ

ん
の
文
章
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
や
は
り
加
藤
勝
久
さ
ん
は
す
ご
い
で
す
。
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
に
は

「
前
史
」
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

実
は
、
こ
の
メ
ー
ル
の
数
日
前
、
横
山
と
私
は
現
代
新
書
の
Ｏ
Ｂ
編
集
者
に
会
い
、
彼
か
ら
加
藤
勝
久

が
残
し
た
業
績
の
大
き
さ
を
教
え
ら
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の
矢
先
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
加
藤
の
名
に

出
く
わ
し
た
の
で
横
山
は
驚
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
野
間
四
賞
と
は
、
講
談
社
の
初
代
社
長
・

野の

間ま

清せ
い

治じ

の
遺
志
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
財
団
が
主
催
す
る
賞
の
こ
と
だ
。
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『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』を
め
ぐ
っ
て

授
賞
式
会
場
で
配
ら
れ
た
冊
子
の
「
受
賞
の
言
葉
」
に
黒
柳
は
こ
う
書
い
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
贈
り
物
を
い
た
だ
い
て
き
た
。
中
で
も
、
今
か
ら
六
十
年
以
上
前
、
私

が
、「
婦
人
公
論
」
に
書
い
た
ト
モ
エ
学
園
に
ま
つ
わ
る
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
講
談
社
の
加
藤

勝
久
さ
ん
が
、「
一
冊
に
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
わ
ざ
わ
ざ
逢
い
に
き
て
く
だ
さ
っ
て
、
パ
ン

パ
ン
に
膨
ら
ん
だ
紙
袋
の
中
に
「
講
談
社
」
と
印
字
さ
れ
た
二
百
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
が
た
く
さ
ん

入
っ
て
い
た
と
き
の
嬉
し
さ
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
誕
生
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
昭
和

三
十
四
、
五
年
ご
ろ
、
若
手
タ
レ
ン
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
て
い
た
彼
女
は
、
雑
誌
『
婦
人
公
論
』
の

依
頼
で
自
分
が
子
ど
も
時
代
を
す
ご
し
た
ト
モ
エ
学
園
で
の
体
験
を
短
い
随
筆
に
書
い
た
。
す
る
と
、

『
婦
人
公
論
』
の
ラ
イ
バ
ル
誌
『
婦
人
俱
楽
部
』
の
編
集
部
員
だ
っ
た
加
藤
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

が
、
加
藤
が
渡
し
た
原
稿
用
紙
に
は
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
の
原
稿
は
書
か
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
黒
柳
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が
言
う
に
は
「
当
時
か
ら
、
少
し
ず
つ
原
稿
の
依
頼
が
あ
っ
た
私
は
、「
ラ
ッ
キ
ー
！
」
と
ば
か
り
に
、

そ
れ
を
ト
モ
エ
以
外
の
原
稿
を
書
く
こ
と
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
」
か
ら
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
十
数
年
、
加
藤
が
点と
も

し
た
た
い
ま
つ
は
講
談
社
学
芸
図
書
第
二
出
版
部
の
岩い
わ

本も
と

敬け
い

子こ

に
引
き

継
が
れ
た
。
岩
本
は
黒
柳
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
世
代
で
、
同
じ
東
京
生
ま
れ
。
学
童
疎
開
の
経
験
が
あ
る
こ

と
も
共
通
し
て
い
た
。
岩
本
は
の
ち
の
取
材
に
答
え
て
、「『
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
の
中
に
展
開
す
る
東
京
周

辺
の
牧
歌
的
風
景
は
、
私
の
幼
時
に
焼
き
付
い
た
そ
れ
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
く
る
」
と
語
っ
た
。
書

き
た
い
テ
ー
マ
を
も
っ
て
い
る
著
者
と
、
そ
れ
に
共
鳴
・
共
感
で
き
る
編
集
者
と
の
幸
福
な
出
会
い
だ
っ

た
（
社
史
『
物
語 

講
談
社
の
１
０
０
年
』
よ
り
）。

岩
本
は
黒
柳
に
い
き
な
り
単
行
本
を
書
き
下
ろ
し
て
も
ら
う
の
は
無
理
だ
と
考
え
、
講
談
社
の
月
刊
誌

『
若
い
女
性
』
に
連
載
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
黒
柳
の
「
受
賞
の
言
葉
」
の
つ
づ
き
で
あ
る
。

…
…
「
若
い
女
性
」
で
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
の
連
載
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
は
、

ま
た
山
も
り
の
原
稿
用
紙
を
頂
戴
し
、
お
陰
様
で
、『
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
は
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
。「
百
万
部
売
れ
て
い
ま
す
」
な
ん
て
言
わ
れ
て
も
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ニ
ュ
ー
ス
で
、印
刷
会
社
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
の
本
が
出
荷
さ
れ
て
い
る
映
像
を
見
て
、初
め
て
、

「
す
ご
い
な
あ
」
と
思
っ
た
。
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昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）、
初
版
二
万
部
で
刊
行
さ
れ
た
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
は
爆
発
的
な

反
響
を
呼
び
、
年
末
に
は
四
百
万
部
を
突
破
し
た
。
そ
の
後
も
増
刷
に
次
ぐ
増
刷
を
重
ね
、
現
在
ま
で
の

累
計
発
行
部
数
は
日
本
国
内
で
八
百
万
部
、
全
世
界
で
二
千
五
百
万
部
を
超
え
、
時
代
も
国
境
も
超
え
た

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
し
て
世
界
中
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）、
黒
柳
は
『
続 

窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
を
上じ
ょ

梓う
し

し
た
。
担
当
し
た

の
は
現
代
新
書
編
集
部
（
学
芸
図
書
第
一
出
版
部
）
の
次
長
・
井い

本も
と

麻ま

紀き

で
あ
る
。
彼
女
に
は
黒
柳
の
ほ
う
か

ら
続
編
執
筆
の
提
案
が
あ
っ
た
と
い
う
。
事
前
の
予
想
ど
お
り
、
続
編
は
た
ち
ま
ち
五
十
万
部
を
超
え
る

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。

黒
柳
は
「
受
賞
の
言
葉
」
の
つ
づ
き
で
「
前
作
の
フ
ァ
ン
で
、「
続
き
を
読
み
た
い
」
と
思
っ
て
く
だ

さ
っ
た
人
が
多
い
の
だ
そ
う
だ
。
四
十
年
以
上
前
と
か
、
そ
ん
な
昔
に
読
ん
だ
本
の
こ
と
を
、
今
も
大
切

に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
な
ん
て
！
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
う
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

本
の
寿
命
と
い
う
の
は
、
人
間
の
寿
命
な
ん
か
よ
り
、
ず
っ
と
長
い
の
だ
。
こ
の
野
間
出
版
文
化
賞

も
、
加
藤
さ
ん
の
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く
、
贈
り
物
の
リ
レ
ー
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
黒
柳
は
講
談
社
の
社
員
で
す
ら
忘
れ
か
け
て
い
る
加
藤
の
名
を
な
ぜ
、
こ
こ
で
突
然

出
し
た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
の
律
儀
さ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
隠
さ
れ
た
理
由
が
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
あ
と
で
説
明
す
る
つ
も
り
だ
が
、
加
藤
の
編
集
者
人
生
は
晩
年
不
幸
な

か
た
ち
で
終
わ
っ
て
い
る
。
黒
柳
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
自
分
は
今
も
加
藤
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
を
失
っ

て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

松
下
竜
一
の
場
合

黒
柳
の
例
だ
け
で
な
く
、
加
藤
は
そ
の
鋭
敏
な
嗅
覚
で
数
多
の
才
能
を
発
掘
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
先

に
会
っ
た
現
代
新
書
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
と
、『
豆
腐
屋
の
四
季
』
や
『
ル
イ
ズ　
父
に
貰
い
し
名
は
』
な
ど
の
名

作
で
知
ら
れ
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
松ま
つ

下し
た

竜り
ゅ

一う
い
ちも

そ
の
一
人
で
あ
る
。

松
下
は
大
分
県
中
津
市
生
ま
れ
、
幼
児
期
に
肺
炎
に
よ
る
高
熱
で
右
目
を
失
明
、
青
少
年
期
に
は
結
核

に
か
か
り
、
母
の
死
で
大
学
進
学
を
断
念
し
、
家
業
の
豆
腐
屋
を
手
伝
い
は
じ
め
た
。
昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）、
そ
ん
な
地
方
青
年
の
切
な
い
気
持
ち
を
和
歌
と
文
章
で
綴
っ
た
自
費
出
版
本
を
出
し
た
。

中
津
の
印
刷
店
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
タ
イ
プ
印
刷
の
粗
末
な
本
だ
っ
た
。

『
出
会
い
の
風　
松
下
竜
一
未
刊
行
著
作
集 

２
』（
海
鳥
社
刊
）
に
記
さ
れ
た
本
人
の
弁
に
よ
る
と
、
他

に
読
者
は
つ
か
な
く
て
も
、
五
人
の
姉
弟
に
読
ま
れ
る
だ
け
で
い
い
と
い
う
覚
悟
で
出
し
た
自
費
出
版
書
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だ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
千
冊
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
ど
こ
か
の
出
版
社
が
公
刊
し
て
く
れ
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
彼
に
は
知
り
合
い
の
編
集
者
は
い
な
い
。
仲
介
し
て
く
れ
る
人
も
い
な

か
っ
た
。

た
ま
た
ま
そ
の
と
き
読
ん
で
い
た
本
に
挟
ま
れ
て
い
た
読
者
カ
ー
ド
を
目
に
し
て
、「
そ
う
だ
こ
の
は

が
き
の
宛
先
に
本
を
送
ろ
う
」
と
思
い
つ
い
た
。
そ
れ
が
講
談
社
の
「
心
シ
リ
ー
ズ
」
と
い
う
著
名
人
の

心
を
伝
え
る
エ
ッ
セ
ー
集
だ
っ
た
。「
著
名
な
人
だ
け
で
な
く
、
町
の
無
名
の
豆
腐
屋
の
心
も
伝
え
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
手
紙
を
添
え
て
粗
末
な
本
を
送
り
出
し
た
の
は
、
そ
の
年
の
暮
れ
で
あ
る
。

加
藤
か
ら
「
ぜ
ひ
出
版
し
た
い
」
と
い
う
返
事
が
速
達
で
届
い
た
の
は
年
明
け
の
一
月
八
日
だ
っ
た
。

「
の
ち
に
思
え
ば
、
こ
れ
は
稀
に
み
る
幸
運
だ
っ
た
の
だ
。
ふ
つ
う
大
出
版
社
に
紹
介
者
も
な
し
に
送
り

つ
け
ら
れ
た
原
稿
や
自
費
出
版
書
が
、
編
集
者
に
読
ん
で
も
ら
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
お
そ

ら
く
、
特
別
な
嗅
覚
を
持
つ
編
集
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
粗
末
な
自
費
出
版
書
を
読
ん
で
下
さ
っ

た
の
だ
ろ
う
」
と
、
松
下
は
振
り
返
っ
て
い
る
。

デ
ビ
ュ
ー
作
『
豆
腐
屋
の
四
季
』
は
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
四
月
に
公
刊
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を

呼
ん
だ
。
い
わ
ば
名め
い

伯は
く

楽ら
く

を
得
て
松
下
は
世
に
出
た
の
だ
が
、
彼
が
名
伯
楽
に
も
悩
み
が
あ
る
と
知
っ
た

の
は
、
十
三
年
後
の
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
、
松
下
は
無
政
府
主
義
者
・
大お
お

杉す
ぎ

栄さ
か
えの

遺
児
の
人
生
を
た
ど
っ
た
『
ル
イ
ズ　
父
に
貰
い
し
名
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は
』（
講
談
社
刊
）
に
よ
り
第
四
回
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
し
た
。
授
賞
式
の
あ
と
銀
座
の

ク
ラ
ブ
を
引
き
回
し
た
の
は
加
藤
だ
っ
た
。
彼
は
し
き
り
に
「
こ
れ
で
ぼ
く
も
ほ
っ
と
し
た
よ
」
と
い
う

言
葉
を
く
り
返
し
た
。
松
下
は
つ
づ
け
て
こ
う
書
く
。

こ
れ
ま
で
（
加
藤
）
氏
は
多
く
の
新
人
の
本
を
世
に
送
り
出
し
た
が
、
そ
れ
を
機
に
そ
れ
ま
で
の

職
を
捨
て
て
作
家
へ
と
転
身
す
る
例
が
多
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
つ
ぶ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
う

い
う
悲
劇
を
見
る
た
び
に
「
あ
の
と
き
自
分
が
本
を
出
し
て
や
っ
た
ば
か
り
に
」
と
、
に
が
い
悔
い

を
抱
い
た
の
だ
。

私
も
ま
た
、『
豆
腐
屋
の
四
季
』
公
刊
の
翌
年
に
豆
腐
屋
を
廃
業
し
て
転
身
し
た
の
だ
が
、
そ
の

と
き
加
藤
氏
は
、「
あ
あ
、
ま
た
し
て
も
…
…
」
と
、
悲
劇
を
予
感
し
て
く
や
ん
だ
と
い
う
。

「
も
う
心
配
な
い
。
あ
な
た
は
立
派
な
作
家
に
な
っ
た
」
と
繰
り
返
し
て
、
氏
は
そ
の
夜
遅
く
ま
で

グ
ラ
ス
を
傾
け
て
い
た
。

も
っ
と
、
加
藤
の
人
と
な
り
や
足
跡
を
知
り
た
い
と
私
は
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る

文
献
が
見
つ
か
ら
な
い
。
彼
ほ
ど
の
大
編
集
者
な
ら
回
顧
録
の
一
つ
や
二
つ
あ
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
し
、

彼
の
動
向
を
伝
え
る
雑
誌
記
事
も
す
ぐ
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
国
立
国
会
図
書
館
や
大お
お

宅や
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壮そ
う

一い
ち

文
庫
で
検
索
し
て
も
ま
っ
た
く
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。
異
様
な
ほ
ど
の
情
報
量
の
少
な
さ
で
あ
る
。
そ
こ

に
も
加
藤
が
講
談
社
を
去
っ
た
と
き
の
複
雑
な
事
情
が
影
を
落
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
下
は
、
社
史
『
物
語 

講
談
社
の
１
０
０
年
』
に
あ
る
断
片
的
な
記
述
、『
追
悼 

野
間
省
一
』（
講
談
社

第
四
代
社
長
の
追
悼
録
）
に
本
人
が
寄
せ
た
短
文
、
社
史
『
講
談
社
七
十
年
史 

戦
後
編
』
編
纂
の
た
め
の
座

談
に
出
席
し
た
本
人
の
証
言
（
以
下
「
七
十
年
史
資
料
」）、
そ
れ
に
、
私
の
取
材
に
応
じ
て
く
れ
た
元
部
下

ら
の
証
言
な
ど
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
度
も
辞
表
を
出
す

の
ち
に
「
卓
越
し
た
編
集
者
に
し
て
恐
る
べ
き
酔
っ
払
い
」
と
評
さ
れ
る
加
藤
は
、
大
正
十
四
年
（
一
九

二
五
）
生
ま
れ
。
東
大
文
学
部
の
国
文
科
を
出
て
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）、
講
談
社
に
入
社
し
た
。

面
接
試
験
に
長
髪
の
ま
ま
臨
ん
で
、
社
長
の
野の

間ま

省し
ょ

一う
い
ちか

ら
そ
の
い
わ
れ
を
訊
か
れ
た
と
い
う
か
ら
、
そ

の
こ
ろ
か
ら
自
己
流
を
押
し
と
お
す
個
性
の
強
さ
が
際
だ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
が
野
間
の
気
に
入
っ
た
の
か
。
並
み
の
大
企
業
で
は
あ
り
え
ぬ
こ
と
だ
が
、
新
入
社
員
の
こ
ろ
か

ら
よ
く
野
間
の
酒
の
相
手
を
仰
せ
つ
か
っ
た
。
加
藤
は
「
貧
乏
学
生
時
代
か
ら
タ
シ
ナ
ミ
と
し
て
バ
ク
ダ

ン
、
カ
ス
ト
リ
、
ア
ワ
モ
リ
な
ど
で
き
た
え
て
は
い
た
が
、
や
は
り
一
流
料
亭
の
銘
酒
は
ま
こ
と
に
結
構
、

社
長
と
献
酬
二
十
余
度
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
と
き
に
盃
洗
の
器
で
一
気
飲
み
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
」



15　　第１部　現代新書はいかにして現代新書になったのか ── 魚住 昭

と
言
い
、「
そ
ん
な
報
い
で
、
あ
る
夜
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
ド
ロ
リ
と
し
た
も
の
を
吐
き
、
人
知
れ
ず

一
月
ば
か
り
断
酒
し
た
こ
と
も
あ
る
」
と
打
ち
明
け
て
い
る
。

加
藤
が
『
婦
人
俱
楽
部
』
の
編
集
部
に
い
た
と
き
の
こ
と
ら
し
い
が
、
彼
は
野
間
に
直
接
辞
表
を
出
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
二
度
も
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
そ
の
辺
が
考
え
る
と
も
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
仕
事
の

上
の
も
ろ
も
ろ
の
不
満
を
、
誰
に
い
う
あ
て

0

0

も
な
い
ま
ま
に
社
長
に
ぶ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

か
、
社
を
や
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
な
る
が
ゆ
え
に
現
部
署
か
ら
は
ず
し

て
ほ
し
い
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
社
用
箋
二
、
三
枚
に
書
き
つ
づ
り
、
あ
た
り
に
人

な
き
折
、
社
長
に
じ
か
に
渡
し
た
。
し
か
し
、
社
長
か
ら
は
何
の
応
え
も
な
か
っ
た
。
握
り
つ
ぶ
し

で
あ
る
。

二
度
目
は
、
た
し
か
Ｐ
ホ
テ
ル
（
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
で
あ
ろ
う
か
）
の
ロ
ビ
ー
で
手
渡
し
た
、
と
加
藤
は
『
追

悼 

野
間
省
一
』
に
書
い
て
い
る
。

や
は
り
思
い
つ
め
た
顔
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
社
長
は
ち
ょ
っ
と
困
っ
た
よ
う
な
表
情
を
一
瞬
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う
か
べ
た
が
、
さ
し
出
し
た
封
筒
を
さ
り
げ
な
く
ポ
ケ
ッ
ト
に
お
さ
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
も
そ
れ

き
り
で
あ
る
。

東
大
の
国
文
科
卒
で
、
卒
論
の
テ
ー
マ
が
「
現
代
短
歌
」
だ
っ
た
と
い
う
加
藤
に
と
っ
て
、『
婦
人
俱
楽

部
』
は
あ
ま
り
楽
し
い
職
場
で
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
加
藤
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
「（
僕
は
）
婦
人
雑
誌
が
イ

ヤ
で
飛
び
出
し
た
経
過
が
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

新
天
地

―
学
芸
図
書
第
三
出
版
部

加
藤
は
そ
の
後
、
第
二
編
集
局
の
新
雑
誌
研
究
部
の
編
集
長
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
ど
ん
な
仕
事
に
取
り

組
ん
だ
の
か
、
記
録
が
な
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
彼
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
三
十
七
年

（
一
九
六
二
）、
学
芸
図
書
第
三
出
版
部
の
部
長
（
と
い
っ
て
も
部
員
三
人
ほ
ど
の
小
所
帯
だ
が
）
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
よ
う
や
く
加
藤
は
講
談
社
で
人
生
を
ま
っ
と
う
す
る
覚
悟
を
決
め
た
ら
し
い
。

『
追
悼 

野
間
省
一
』
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

三
度
目
（
の
辞
表
）
は
…
…
、
さ
す
が
に
出
せ
な
か
っ
た
。
少
し
は
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
も
な
っ

て
い
た
し
、
出
し
た
ら
お
し
ま
い
だ
と
い
う
気
持
も
あ
っ
た
。
雑
誌
か
ら
書
籍
編
集
に
か
わ
っ
て
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い
た
が
、
何
よ
り
も
、
文
句
を
い
っ
て
辞
表
を
出
す
よ
り
、
何
か
講
談
社
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
よ

う
な
も
の
、
講
談
社
な
れ
ば
こ
そ
よ
く
出
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
出
し
た
い
気
持
に
な
っ

て
い
た
。

社
長
は
何
も
い
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
と
っ
く
に
お
見
通
し
で
、
黙
っ

て
見
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
局
は
、
ひ
と
り
ず
も
う
の
あ
げ
く
に
、
よ
う
や
っ
と
何
か

わ
か
り
か
け
た
と
い
う
こ
と
か
。
社
長
も
や
れ
や
れ
と
思
わ
れ
た
ろ
う
。

当
時
の
講
談
社
の
機
構
は
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
な
ぜ
か
第
一
編
集
局
の
学
芸
図
書
第
一
出
版
部
が

純
文
学
方
面
、
学
芸
図
書
第
二
出
版
部
は
大
衆
文
学
方
面
を
担
当
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
学

芸
出
版
物
（
つ
ま
り
非
小
説
＝
広
い
意
味
で
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を
受
け
持
つ
の
が
、
加
藤
の
新
天
地
と
な
っ
た

学
芸
図
書
第
三
出
版
部
だ
っ
た
。

そ
こ
で
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
す
で
に
刊
行
準
備
が
進
ん
で
い
た
大
型
シ
リ
ー
ズ
『
20
世
紀
を
動

か
し
た
人
々
』
を
予
定
ど
お
り
完
結
さ
せ
る
こ
と
だ
。
が
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
だ
け
で
は
出
版
点
数
が
あ
ま

り
に
少
な
い
。
加
藤
は
も
っ
と
活
動
分
野
を
広
げ
よ
う
と
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
新
た
な
単
行
本
出
版
の

可
能
性
を
探
っ
て
い
く
。
以
下
は
「
七
十
年
史
資
料
」
に
残
る
加
藤
の
証
言
。
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（
自
分
が
部
長
に
な
っ
た
と
き
は
）
す
で
に
前
か
ら
の
企
画
で
、
例
の
『
20
世
紀
を
動
か
し
た
人
々
』
全

十
六
巻
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
僕
は
社
長
に
「
こ
れ
は
私
の
自
責
点
で
は
な
い
」（
魚
住

註
：
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
自
分
の
責
任
で
は
な
い
と
い
う
意
味
）
と
言
っ
た
記
憶
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

も
う
と
に
か
く
大
変
な
仕
事
で
、
一
巻
に
著
者
五
人
を
つ
け
て
や
る
も
の
だ
か
ら
毎
回
ど
ん
ど
ん
遅

れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
部
員
は
三
人
し
か
い
な
く
て
、
細
々
と
や
っ
て
い
た
の
よ
。
だ
か
ら
（
単
行
本

は
自
分
が
部
長
に
な
っ
た
昭
和
）
三
十
七
年
が
六
冊
、
三
十
八
年
が
九
冊
、
三
十
九
年
が
六
冊
し
か
出
て

い
な
い
。
僕
は
婦
人
雑
誌
が
い
や
で
飛
び
出
し
た
経
緯
が
あ
る
か
ら
、
な
に
か
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
で
、
試
行
錯
誤
の
感
じ
で
し
た
ね
。

そ
ん
な
な
か
で
も
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
八
月
に
刊
行
し
た
宗
教
学
者
・
岸き
し

本も
と

英ひ
で

夫お

の
『
死
を

見
つ
め
る
心
』
が
そ
の
年
の
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
れ
は
ガ
ン
に
冒お
か

さ
れ
な
が
ら
も
く
じ
け

ず
、
み
ず
か
ら
の
生
と
死
を
見
つ
め
た
十
余
年
を
綴
っ
た
、
命
の
記
録
で
あ
る
。
累
計
で
八
万
三
千
部
を

売
り
上
げ
た
。

さ
ら
に
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
は
美
術
評
論
家
・
白し
ら

崎さ
き

秀ひ
で

雄お

の
『
真
贋
』
が
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス

ト
・
ク
ラ
ブ
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
れ
は
昭
和
の
美
術
界
で
起
き
た
著
名
な
真
贋
事
件
、
つ
ま
り
美
術
品
の

贋
作
事
件
を
十
件
検
証
し
た
も
の
だ
。
当
時
世
評
を
賑
わ
せ
た
「
佐さ

野の

乾け
ん

山ざ
ん

事
件
」
を
い
ち
早
く
取
り
上
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げ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。

加
藤
は
『
死
を
見
つ
め
る
心
』
の
成
功
を
受
け
、
以
後
、
吉よ
し

野の

秀ひ
で

雄お

『
や
わ
ら
か
な
心
』（
昭
和
四
十
一

年
）、
フ
ェ
デ
リ
コ
・
バ
ル
バ
ロ
『
愛
を
求
め
る
心
』、
岡お
か

部べ

伊い

都つ

子こ

『
美
を
求
め
る
心
』（
と
も
に
昭
和
四
十

二
年
）
な
ど
の
「
心
シ
リ
ー
ズ
」
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
を
無
名
青
年
だ
っ
た
松
下
竜
一
が
読
み
、『
豆
腐
屋

の
四
季
』
の
出
版
に
つ
な
が
っ
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
学
者
の
本
は
出
さ
な
い
。
東
京
の
人
間
の
本
は
出
さ
な
い
」

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）、
社
内
の
機
構
改
革
で
加
藤
の
学
芸
図
書
第
三
出
版
部
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
新
企
画
を
担
当
す
る
学
芸
図
書
第
二
出
版
部
と
な
り
、
同
年
、
美
術
学
者
の
木き

村む
ら

重し
げ

信の
ぶ

が
『
カ

ラ
ハ
リ
砂
漠　
ア
フ
リ
カ
最
古
の
種
族
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
探
検
記
』
で
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
た
。

手
応
え
を
つ
か
ん
だ
加
藤
が
、
新
し
い
体
制
下
で
試
み
た
の
が
、
全
国
規
模
で
無
名
の
著
者
を
発
掘
し
、

そ
の
人
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
だ
っ
た
。
ま
だ
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う

言
葉
が
出
版
界
に
定
着
す
る
以
前
の
こ
と
だ
が
、
無
名
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
も
っ
て
、
ひ
た
む

き
に
追
究
す
る
人
の
書
く
も
の
は
、
読
む
者
の
胸
に
迫
る
の
だ
と
い
う
確
信
が
彼
に
は
あ
っ
た
。

次
も
「
七
十
年
史
資
料
」
に
残
る
加
藤
の
証
言
で
あ
る
。
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い
ま
（
当
時
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
）
見
て
み
る
と
、
有
名
人
も
い
る
け
れ
ど
も
、
無
名
な
人
を
少
し

発
掘
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
、
僕
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
壁
に
日
本
の
白
地
図
を
張

り
ま
し
て
、
各
県
に
一
人
く
ら
い
の
著
者
を
持
ち
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
だ
い
ぶ
や
っ
て
、
東
北

六
県
は
（
発
掘
し
た
著
者
が
）
大
概
い
た
か
な
。
九
州
も
わ
り
か
た
多
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
全
部
で

六
十
何
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
ま
で
は
い
っ
た
ね
。「
世
界
に
ひ
ら
く
講
談
社
」
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

国
内
も
ま
だ
あ
る
ぞ
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
少
し
耕
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
、
わ
り
か
た
地
方
の
出
張

に
行
っ
た
で
す
ね
。

第
二
出
版
部
で
加
藤
の
部
下
だ
っ
た
菅す
が

野の

匡ま
さ

夫お

に
よ
る
と
、
部
長
席
の
後
ろ
の
白
地
図
に
は
、
有
望
な

著
者
が
現
れ
る
た
び
に
赤
い
ぽ
っ
ち
が
つ
き
、
や
が
て
そ
れ
が
各
県
に
二
つ
、
三
つ
と
増
え
て
い
っ
た
。

加
藤
は
部
内
の
編
集
会
議
で
「
学
者
の
本
は
出
さ
な
い
。
東
京
の
人
間
の
本
は
出
さ
な
い
」
と
口
癖
の

よ
う
に
く
り
返
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
学
者
の
本
を
出
す
の
は
ど
こ
の
社
で
も
や
る
。
東
京
の
著
者

も
他
社
の
目
に
入
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
常
識
的
な
線
を
捨
て
、
学
者
で
も
東
京
在
住
で

も
な
い
著
者
の
本
を
出
す
ん
だ
と
言
っ
た
。

加
藤
が
地
方
に
こ
だ
わ
っ
た
の
に
は
、
別
の
計
算
も
あ
っ
た
。
講
談
社
の
よ
う
に
大
き
な
出
版
社
で
は

社
内
で
他
の
部
署
と
の
競
争
が
激
し
い
か
ら
、
自
分
ら
の
本
に
広
告
予
算
を
ま
わ
し
て
も
ら
え
な
い
。
だ
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か
ら
売
れ
る
わ
け
が
な
い
。
だ
け
ど
、
地
方
な
ら
地
元
紙
の
広
告
料
は
安
い
の
で
広
告
を
打
て
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
単
行
本
の
最
低
基
準
の
三
千
部
く
ら
い
は
売
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。

加
藤
は
本
社
の
席
を
温
め
る
暇
が
な
い
ほ
ど
地
方
を
歩
き
ま
わ
り
、
埋
も
れ
た
才
能
を
発
掘
し
て
い
っ

た
。
部
員
た
ち
も
夜
行
列
車
で
各
地
に
足
を
運
ん
だ
。
こ
う
し
た
努
力
で
有
望
な
著
者
が
見
い
だ
さ
れ
、

話
題
作
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
相
次
い
で
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

ヒ
ッ
ト
連
発

主
だ
っ
た
も
の
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
刊
行
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
世

の
話
題
を
さ
ら
っ
た
『
ま
ぼ
ろ
し
の
邪
馬
台
国
』
で
あ
る
。

著
者
は
長
崎
県
・
島
原
在
住
の
実
業
家
で
、
雑
誌
『
九
州
文
学
』
同
人
と
し
て
歴
史
を
研
究
し
て
い
た

宮み
や
崎ざ
き
康こ
う
平へ
い
。
彼
は
昭
和
十
年
代
に
早
稲
田
大
学
で
津つ

田だ

左そ

右う

吉き
ち
に
師
事
し
、
津
田
教
授
へ
の
思
想
弾
圧
を

目
の
当
た
り
に
し
た
経
験
も
あ
り
、「
邪
馬
台
国
」
を
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
に
す
る
郷
土
史
家
だ
っ
た
。

「
畿
内
説
」
が
優
勢
な
な
か
で
少
数
派
の
「
九
州
説
」
に
立
ち
、『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
た
邪
馬
台
国

へ
の
行
程
を
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
照
合
す
る
地
道
な
研
究
に
心
血
を
注
い
だ
。

し
か
し
、
そ
の
研
究
途
上
で
失
明
。
以
後
は
妻
の
助
け
で
、
資
料
の
読
み
こ
み
、
口
述
筆
記
に
よ
る
論

考
作
成
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
論
考
が
『
九
州
文
学
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
の
を
第
二
出
版
部
の
部
員
が
発
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掘
し
て
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

こ
の
本
の
出
版
を
機
に
、
松ま
つ

本も
と

清せ
い

張ち
ょ
うの

『
古
代
史
疑
』（
中
央
公
論
社
刊
）、
高た
か

木ぎ

彬あ
き

光み
つ

の
『
邪
馬
台
国
の

秘
密
』（
光
文
社
刊
）
な
ど
、
著
名
作
家
も
あ
と
に
つ
づ
き
、
一
躍
「
邪
馬
台
国
ブ
ー
ム
」
を
巻
き
起
こ
し

て
三
十
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
ま
た
、
夫
婦
二
人
三
脚
で
の
苦
闘
と
情
熱
が
評
価
さ

れ
、
優
れ
た
業
績
を
上
げ
な
が
ら
も
報
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
人
に
贈
ら
れ
る
「
吉
川
英
治
文
化
賞
」
の

第
一
回
（
昭
和
四
十
二
年
）
を
夫
婦
で
受
賞
し
た
。『
ま
ぼ
ろ
し
の
邪
馬
台
国
』
は
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）、

竹た
け

中な
か

直な
お

人と

・
吉よ
し

永な
が

小さ

百ゆ

合り

主
演
で
映
画
化
さ
れ
た
か
ら
、
覚
え
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
に
は
、
一
瞬
の
事
故
で
下
半
身
不
随
に
な
っ
た
女
性
が
、
絶
望
の
淵
か
ら

自
分
を
見
つ
め
な
お
し
、
人
間
と
し
て
の
存
在
の
意
義
を
獲
得
し
て
い
く
エ
ッ
セ
イ
『
こ
の
生
命
あ
る
限

り
』（
大お
お

石い
し

邦く
に

子こ

）
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。

昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
公
刊
さ
れ
た
相あ
い

沢ざ
わ

忠た
だ

洋ひ
ろ

の
『「
岩
宿
」
の
発
見
―
幻
の
旧
石
器
を
求
め

て
』
は
、
民
間
ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
者
の
手
記
で
あ
る
。
貧
し
く
て
上
級
の
学
校
に
進
め
な
か
っ
た
少
年
が
、

歴
史
と
考
古
学
へ
の
情
熱
を
失
わ
ず
に
独
学
を
つ
づ
け
る
。
長
じ
て
群
馬
県
桐き
り

生ゅ
う

市
で
行
商
人
と
な
っ
た

彼
は
、
そ
の
行
商
の
道
筋
に
あ
る
遺
跡
に
魅
せ
ら
れ
て
、
一
人
で
何
度
も
調
査
を
く
り
返
し
、
つ
い
に
あ

る
石
器
を
発
見
す
る
。
そ
の
石
器
は
、
日
本
に
旧
石
器
時
代
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
重
要
な
手
が

か
り
と
な
り
、
彼
の
発
見
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
研
究
者
も
動
か
し
て
い
く
。
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ま
た
、
こ
の
年
に
は
、
の
ち
に
「
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
世
界
的
文
学
」
と
評
さ
れ
る
石い
し

牟む

礼れ

道み
ち

子こ

の
『
苦

海
浄
土　
わ
が
水
俣
病
』
が
加
藤
の
手
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
出
版
界
に
と
っ
て
エ
ポ
ッ
ク
メ

イ
キ
ン
グ
な
事
件
な
の
で
そ
の
経
緯
を
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
お
こ
う
。

岩
波
は
石
牟
礼
の
原
稿
を
拒
ん
だ

ご
存
じ
の
よ
う
に
『
苦
海
浄
土
』
は
、
有
機
水
銀
中
毒
に
苦
し
む
水み
な

俣ま
た

漁
民
の
魂
を
描
い
た
作
品
で
あ

る
。
当
時
、
水
俣
在
住
の
主
婦
だ
っ
た
石
牟
礼
の
初
稿
が
雑
誌
『
熊
本
風
土
記
』
に
「
海
と
空
の
あ
い
だ

に
」
と
い
う
題
で
連
載
さ
れ
た
。
彼
女
と
交
友
の
あ
っ
た
福
岡
在
住
の
作
家
・
上う
え

野の

英え
い

信し
ん

が
そ
れ
を
読
ん

で
単
行
本
に
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
の
ち
の
石
牟
礼
と
の
対
談
（『
石
牟
礼
道
子
全
集
・
不
知
火
』
第
３
巻
所

収
、
藤
原
書
店
刊
）
で
上
野
は
そ
の
時
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
『
苦
海
浄
土
』
の
初
稿
の
掲
載
誌
『
熊
本
風
土
記
』
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
、
は
っ
と
思
っ

て
、
こ
れ
を
ぜ
ひ
と
も
本
に
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
も
う
そ
れ
で
、

自
分
は
生
き
て
い
た
か
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
、
石
牟
礼
さ
ん
、
私
に
ま
か
せ
て
く
だ
さ
い
、

と
言
っ
て
ね
、
原
稿
預
か
っ
て
東
京
へ
行
っ
た
ん
で
す
。
ど
こ
の
出
版
社
が
よ
か
ろ
う
か
と
考
え
た

の
だ
け
れ
ど
、
当
時
、
岩
波
新
書
が
ま
だ
、
百
二
十
円
ぐ
ら
い
で
し
た
か
ら
、
岩
波
新
書
に
入
れ
て
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も
ら
え
ば
、
お
金
の
な
い
人
で
も
わ
り
に
楽
に
買
え
る
し
、
ま
た
、
あ
の
当
時
、
石
牟
礼
さ
ん
は
今

以
上
に
生
活
に
困
っ
て
お
ら
れ
た
し
、
岩
波
な
ら
印
税
も
間
違
い
な
く
入
る
だ
ろ
う
し
、
少
し
で
も

石
牟
礼
さ
ん
た
ち
の
仕
事
に
プ
ラ
ス
に
な
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
岩
波
書
店
に
持
ち
込
ん
だ
わ
け
で

す
。
そ
し
て
ぜ
ひ
岩
波
新
書
に
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
わ
け
で
す
。

当
時
す
で
に
作
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
た
上
野
が
「
も
う
そ
れ
で
、
自
分
は
生
き
て
い
た
か
い
が

あ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
の
だ
か
ら
尋
常
な
惚
れ
こ
み
よ
う
で
は
な
い
。
岩
波
に
持
ち
こ
ん
だ
時
期
は
定
か

で
は
な
い
が
、『
熊
本
風
土
記
』
の
連
載
が
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
十
二
月
に
始
ま
り
、
同
四
十
一
年

い
っ
ぱ
い
つ
づ
い
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
翌
四
十
二
年
の
こ
と
だ
ろ
う
。
上
野
が
つ
づ
け
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
返
事
が
な
い
。
ど
れ
く
ら
い
た
ち
ま
し
た
か
ね
。
半
年
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
な
し
の
つ
ぶ
て
な
の
で
、
と
う
と
う
岩

波
書
店
に
訪
ね
て
行
っ
て
、
新
書
課
長
に
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
新
書
課
長
が
た

い
へ
ん
気
の
毒
そ
う
な
顔
を
し
て
、
原
稿
を
私
の
前
に
置
き
ま
し
て
、
せ
っ
か
く
の
上
野
さ
ん
の
頼

み
だ
か
ら
で
き
れ
ば
出
版
し
て
あ
げ
た
い
の
だ
が
…
…
。
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上
野
に
よ
る
と
、「
新
書
課
長
」
は
つ
づ
け
て
こ
う
言
っ
た
と
い
う
。

当
社
は
編
集
部
員
全
員
に
回
覧
し
、
過
半
数
の
賛
同
を
え
た
も
の
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
が
、
お
預
か
り
し
た
原
稿
は
、
小
職
を
除
い
て
一
名
の
評
価
も
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

（「
担
ぎ
屋
の
弁
」『
上
野
英
信
集
（
戦
後
文
学
エ
ッ
セ
イ
選
12
）』
所
収
、
影
書
房
刊
）

「
戦
後
日
本
文
学
を
代
表
す
る
傑
作
」
と
い
う
後
年
の
評
価
を
知
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
に
わ
か
に

信
じ
が
た
い
よ
う
な
話
で
あ
る
。
な
ぜ
、
岩
波
は
石
牟
礼
の
原
稿
を
拒
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
無
名
の
主
婦

が
書
い
た
も
の
は
出
版
に
値
し
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
は
…
…

上
野
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
岩
波
と
い
う
の
は
妙
に
〝
量
の
民
主
主
義
〞
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

新
書
な
ら
新
書
の
編
集
部
員
の
過
半
数
か
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
が
、
こ
れ
は
い
い
作
品
だ
と
賛
成
し
な
け

れ
ば
、
い
く
ら
こ
の
本
を
出
し
た
い
と
思
っ
て
も
出
せ
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

「
新
書
課
長
」
は
、「
一
人
で
も
こ
れ
は
い
い
作
品
だ
か
ら
ぜ
ひ
出
し
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
く
れ
れ
ば
、

私
も
な
ん
と
か
ご
期
待
に
こ
た
え
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
お
気
の
毒
な
が
ら
一
人
も
こ
の
原
稿
を
評
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価
す
る
人
間
が
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
課
長
の
独
断
で
こ
れ
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
と

い
う
（
石
牟
礼
と
の
対
談
）。

上
野
は
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
の
気
持
ち
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。

岩
波
に
し
て
も
こ
の
作
品
は
わ
か
ら
ん
の
だ
な
、
と
言
い
よ
う
の
な
い
む
な
し
い
気
持
ち
で
し
た
。

そ
の
へ
ん
が
や
は
り
、
岩
波
文
化
と
い
っ
て
は
わ
る
い
け
れ
ど
も
、
日
本
の
い
わ
ば
既
成
の
出
版
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
の
限
界
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

上
野
の
言
う
「
岩
波
文
化
」
と
は
、
知
的
エ
リ
ー
ト
向
け
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
出
版
活
動
を
指
す
言
葉

で
、
戦
前
に
一
世
を
風
靡
し
た
庶
民
向
け
の
「
講
談
社
文
化
」
と
の
対
比
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

上
野
が
こ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
編
集
者
が
ふ
だ
ん
か
ら
著
名
大
学
教
授
の
権
威
を
バ
ッ
ク
に
仕

事
を
し
て
い
る
と
、
無
名
の
主
婦
が
地
の
底
を
這
い
ず
り
ま
わ
る
よ
う
に
し
て
書
き
上
げ
た
作
品
の
価
値

が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
上
野
は
対
談
で
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。

た
だ
、『
苦
海
浄
土
』
の
原
稿
を
岩
波
に
持
ち
込
む
ま
え
に
（
水
俣
生
ま
れ
の
民
俗
学
者
で
歌
人
の
）

谷た
に

川が
わ

健け
ん

一い
ち

さ
ん
に
相
談
し
ま
し
た
。
谷
川
さ
ん
が
言
う
に
は
、
岩
波
新
書
と
し
て
出
れ
ば
い
ち
ば
ん
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い
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
石
牟
礼
道
子
の
原
稿
を
は
た
し
て
岩
波
が
理
解
し
て
受
け
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
そ
こ
は
問
題
だ
、
ぼ
く
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
、
と
い
み
じ
く
も
言
わ
れ
ま
し
て
ね
。
私
は
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
が
理
解
で

き
な
い
よ
う
で
は
、
な
に
が
岩
波
だ
、
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
私
は
ま
だ
そ
の
こ
ろ
は
岩
波
を
信
頼

し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
私
は
、
さ
す
が
は
谷
川
健
一
さ
ん
で
あ
る
と
、
彼
の
見
る
目
の
確
か
さ

に
敬
服
し
ま
し
た
。

石
牟
礼
は
そ
れ
に
対
し
「
私
の
書
く
の
は
な
に
か
や
っ
ぱ
り
非
常
に
お
か
し
い
の
で
す
よ
。
ス
ー
ッ
と

入
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
私
自
身
が
自
分
で
も
な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
み
た

い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
し
、
文
体
も
こ
の
世
に
な
じ
ま
な
い
の
で
す
よ
、
き
っ
と
」
と
応
え
て
い
る
。

打
っ
て
変
わ
っ
て

上
野
は
岩
波
新
書
を
あ
き
ら
め
、
講
談
社
の
加
藤
に
原
稿
を
持
ち
こ
ん
だ
。
そ
の
際
、
加
藤
と
の
間
で

ど
ん
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
か
、
記
録
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。

米よ
ね

本も
と

浩こ
う

二じ

の
『
評
伝 

石
牟
礼
道
子
―
渚
に
立
つ
ひ
と
』（
新
潮
文
庫
）
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）
六
月
二
十
一
日
、
水
俣
の
石
牟
礼
に
上
野
か
ら
電
報
が
届
い
た
。
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「
コ
ウ
ダ
ン
シ
ャ
シ
ュ
ッ
パ
ン
キ
マ
ツ
タ
」
オ
メ
デ
ト
ウ　
ア
ン
シ
ン
コ
ウ　
ウ
エ
ノ

電
報
か
ら
二
日
後
、
上
野
か
ら
手
紙
が
来
た
。
講
談
社
が
出
版
を
正
式
に
決
め
た
経
緯
を
く
わ
し
く
知

ら
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

石
牟
礼
道
子
様

昨
日
は
な
ん
と
も
嬉
し
い
日
で
し
た
。
町ま
ち

田だ

行み
ゆ
き幸

さ
ん
（
講
談
社
学
芸
二
課
）
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

「
い
ま
企
画
会
議
が
終
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
も
う
か
っ

て
も
、
も
う
か
ら
な
く
て
も
、
と
に
か
く
出
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
と
い
う
重
役
の
意
見
で
」
と
い
う

報
知
。
嬉
し
く
て
嬉
し
く
て
さ
っ
そ
く
真
っ
昼
ま
か
ら
ビ
ー
ル
で
乾
杯
。
飲
ん
で
飲
ん
で
飲
み
つ
づ

け
、
夜
に
は
千
々
和
英
行
さ
ん
（
魚
住
註
：
上
野
の
親
友
）
も
呼
ん
で
祝
賀
会
。
今
日
は
二
日
酔
い
の

気
味
で
す
。
来
週
に
は
町
田
さ
ん
か
ら
詳
し
い
連
絡
の
手
紙
が
ゆ
く
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
枚
数
が

た
り
な
い
そ
う
で
す
か
ら
、
市
民
会
議
の
こ
と
な
ど
、
少
々
「
運
動
」
面
に
ふ
れ
た
部
分
を
か
き
こ

ん
で
一
応
の
ま
と
め
の
章
に
し
て
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
。
万
事
よ
く
町
田
さ
ん
と
打
合
わ
せ
て
、

一
日
も
は
や
く
出
版
に
な
る
よ
う
、
最
後
の
努
力
を
し
て
く
だ
さ
い
。
と
に
か
く
、
こ
ん
な
大
切
な
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記
録
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
五
ヵ
月
後
、
十
一
月
二
十
五
日
の
消
印
で
上
野
か
ら
石
牟
礼
に
葉
書
が
届
い
た
。

先
日
、
上
京
中
、
講
談
社
に
寄
り
ま
し
た
。
あ
な
た
の
原
稿
が
全
部
入
っ
た
と
て
、
加
藤
課
長

（
魚
住
註
：
加
藤
部
長
の
誤
り
）
も
吉
田
女
史
（
魚
住
註
：
寿
退
社
し
た
町
田
行
幸
の
後
任
編
集
者
と
み
ら
れ
る
）

も
、
と
て
も
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
私
も
ほ
っ
と
胸
を
な
で
お
ろ
し
ま
し
た
。
な
ん
だ
か
ゴ
ー
カ
ン
し

た
み
た
い
で
、
苦
し
い
思
い
で
す
が
、
ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ
さ
い
。

「
海
と
空
の
…
…
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
一
考
を
要
す
る
と
思
い
ま
す
。
独
立
し
た
一
冊
の
記
録
の

タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
、
少
々
イ
メ
ー
ジ
が
弱
い
感
じ
で
す
。
も
う
ひ
と
ふ
ん
ば
り
、
考
え
て
み
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
、
一
月
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

 

（
米
本
浩
二
『
魂
の
邂
逅
―
石
牟
礼
道
子
と
渡
辺
京
二
』
新
潮
社
刊
よ
り
引
用
）

『
苦
海
浄
土　
わ
が
水
俣
病
』
は
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
一
月
、
講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
の

ち
に
評
伝
作
家
の
米
本
浩
二
が
「『
苦
海
浄
土
』
と
い
う
題
は
ど
な
た
の
命
名
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、

石
牟
礼
は
「
私
と
上
野
さ
ん
と
ウ
チ
の
先
生
（
夫
の
弘
）
の
三
人
で
決
め
ま
し
た
。
上
野
さ
ん
が
〝
苦
海
〞



30

を
提
案
し
、〝
苦
海
で
あ
れ
ば
浄
土
は
ど
げ
ん
や
〞
と
ウ
チ
の
先
生
が
言
う
。
面
白
い
。
決
ま
る
の
に
五
分

も
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
答
え
た
と
い
う
。

公
刊
直
前
の
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
八
日
、
石
牟
礼
の
日
記
に
は
「
上
野
さ
ん
よ
り
デ
ン
ポ
ウ
。
デ

ン
ワ
か
け
る
。
講
談
社
、「
販
売
部
が
ホ
レ
て
」「
苦
海
浄
土
」
に
き
ま
っ
た
由
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
魂

の
邂
逅
』
よ
り
引
用
）。
講
談
社
で
は
編
集
だ
け
で
な
く
販
売
の
担
当
者
ま
で
も
が
『
苦
海
浄
土
』
の
出
版
を

心
待
ち
に
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

岩
波
と
打
っ
て
変
わ
っ
た
講
談
社
側
の
好
意
的
反
応
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に

作
品
の
魅
力
の
な
せ
る
わ
ざ
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
地
方
の
埋
も
れ
た
才
能
を
発
掘

し
て
き
た
加
藤
の
実
績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
無
名
の
著
者
で
も
、
加
藤
が
推
す
も
の
な
ら
間
違
い

な
い
の
だ
と
い
う
信
頼
感
が
社
内
に
行
き
渡
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

大
宅
賞
受
賞
辞
退
と
朝
日
の〝
誤
報
〞

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
春
、『
苦
海
浄
土　
わ
が
水
俣
病
』
は
第
一
回
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
賞
（
文
藝
春
秋
主
催
）
に
選
ば
れ
た
。
選
考
委
員
の
開か
い

高こ
う

健た
け
しは

「
患
者
と
添そ
い

寝ね

せ
ん
ば
か
り
に
し
て
九
州

方
言
の
話
し
こ
と
ば
で
書
き
つ
づ
っ
た
部
分
に
抜
群
の
迫
力
が
あ
る
。
白
眉
で
あ
る
。
そ
く
そ
く
と
迫
っ

て
く
る
凄
惨
の
異
相
の
な
か
に
鮮
烈
で
透
明
な
詩
も
閃
い
て
い
る
」
と
評
し
、
同
じ
く
選
考
委
員
の
臼う
す

井い
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吉よ
し

見み

も
「
著
者
の
水
俣
病
追
求マ
マ

は
、
ひ
た
む
き
で
鋭
く
、
全
身
的
で
あ
っ
て
仮
借
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」

と
絶
賛
し
た
。

し
か
し
、
石
牟
礼
は
受
賞
を
辞
退
し
た
。「
選
考
経
過
」
に
よ
れ
ば
、
石
牟
礼
は
「
わ
た
し
一
人
が
頂
く

賞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
俣
病
で
死
ん
で
い
っ
た
人
々
や
今
な
お
苦
し
ん
で
い
る
患
者
が
い
た
か
ら
こ
そ

描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
わ
た
し
に
は
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
な
ど
似
合
い
ま
せ
ん
の
で
お
断
り
し
ま

す
」
と
述
べ
た
。
加
藤
は
彼
女
を
翻
意
さ
せ
る
べ
く
、「
だ
い
ぶ
説
得
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も

申
し
訳
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
辞
退
し
ち
ゃ
っ
た
」
と
「
七
十
年
史
資
料
」
で
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件
が
起
き
る
。
同
年
三
月
二
十
七
日
の
朝
日
新
聞
夕
刊
一

面
下
の
コ
ラ
ム
「
今
日
の
問
題
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
（『
苦
海
浄
土
』）
が
、
文
芸
春
秋
社
の
第
一
回
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
に
選
ば
れ

た
。
し
か
し
彼
女
は
受
賞
を
辞
退
し
た
。（
中
略
）

文
芸
春
秋
社
は
、
正
賞
相
当
額
を
、
患
者
家
庭
互
助
会
に
寄
付
す
る
と
い
う
。
大
宅
壮
一
賞
は
、

辞
退
さ
れ
は
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
本
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
回
の
輝
き
を
得
た
。
文
春

社
が
、
最
大
の
商
売
が
た
き
で
あ
る
講
談
社
の
本
を
選
ん
だ
こ
と
も
立
派
だ
。

つ
ぎ
は
講
談
社
の
出
番
だ
。
こ
の
本
は
、
昨
年
一
月
発
売
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
書
評
が
絶
賛
し
て
、
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た
ち
ま
ち
店
頭
か
ら
消
え
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
天
下
の
講
談
社
が
、
い
ま
は
や
り
の
出

版
妨
害
を
受
け
た
り
、
自
主
規
制
し
た
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

文
春
社
か
ら
贈
ら
れ
た
栄
誉
を
、
全
国
民
に
還
元
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
出
版
業
が
文
化
事
業
で
あ

る
こ
と
の
証
明
と
な
ろ
う
。
こ
の
本
を
、
一
円
で
も
安
く
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
読
ま
せ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。（
後
略
）

は
っ
き
り
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
講
談
社
が
な
ん
ら
か
の
圧
力
を
受
け
て
『
苦
海
浄
土
』
の
増
刷
を

見
送
り
、
そ
の
結
果
、
店
頭
に
出
ま
わ
ら
な
く
な
っ
た
と
暗
示
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
創
価
学
会

の
言
論
出
版
妨
害
事
件
が
世
間
を
騒
が
せ
て
い
た
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
圧
力
に
講
談
社
が
屈
し
た
の
で
は

な
い
か
と
記
者
が
邪
推
し
た
の
だ
ろ
う
。
根
も
葉
も
な
い
憶
測
記
事
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
公
刊
当
初
『
苦
海
浄
土
』
の
売
れ
行
き
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
売
れ
残
り

が
書
店
か
ら
講
談
社
に
返
品
さ
れ
「
た
ち
ま
ち
店
頭
か
ら
消
え
た
」
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。

「
七
十
年
史
資
料
」
で
加
藤
は
こ
う
証
言
し
て
い
る
。

い
い
本
だ
け
ど
、
最
初
あ
れ
（『
苦
海
浄
土
』）
は
売
れ
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
う
し
た
ら
朝
日
新
聞

に
「
あ
れ
は
（
講
談
社
が
）
自
主
規
制
し
て
増
刷
し
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
書
か
れ
た
。
僕
は
「
こ
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ん
な
こ
と
が
あ
る
か
っ
！
」
と
（
朝
日
新
聞
の
）
論
説
委
員
室
へ
乗
り
込
ん
で
、（
筆
者
の
）
笹
山
と
か

い
う
人
に
「
あ
ん
た
、
ち
ゃ
ん
と
調
べ
た
の
か
」
と
言
っ
た
ら
「
い
や
、
書
店
を
三
軒
く
ら
い
回
っ

た
け
れ
ど
も
（『
苦
海
浄
土
』
が
店
頭
に
）
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
、
僕
は
「
な
い
と
言
っ
た
っ
て
、

売
れ
な
け
れ
ば
返
品
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
ギ
ュ
ー
ッ
と
言
っ
た
。
そ
う
し
た

ら
「
じ
ゃ
投
書
欄
を
あ
け
る
か
ら
（
そ
こ
に
言
い
分
を
書
い
て
く
れ
）」
と
言
う
。
そ
れ
か
ら
『
週
刊
朝

日
』
に
も
（
加
藤
の
言
い
分
を
書
く
欄
を
）
ふ
つ
う
よ
り
ち
ょ
っ
と
大
き
く
や
る
と
い
う
の
で
、
僕
が

（
そ
の
原
稿
を
）
書
き
始
め
た
ら
、
社
内
の
あ
る
人
が
「
そ
ん
な
大
人
げ
な
い
喧
嘩
を
す
る
な
」
な
ん
て

言
い
出
し
て
、
だ
い
ぶ
誤
解
さ
れ
た
か
ら
シ
ャ
ク
な
ん
だ
け
れ
ど
も
さ
。

こ
の
口
ぶ
り
か
ら
察
す
る
と
、
加
藤
は
反
論
文
の
掲
載
を
途
中
で
あ
き
ら
め
た
ら
し
い
。
記
事
の
せ
い

で
加
藤
は
講
談
社
の
組
合
大
会
に
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
釈
明
す
る
羽
目
に
な
っ
た
。
編
集
者
に
と
っ
て
こ
れ

ほ
ど
の
屈
辱
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
世
の
中
、
な
に
が
幸
い
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。

大
宅
賞
の
受
賞
辞
退
と
朝
日
の
〝
誤
報
〞
騒
動
が
重
な
っ
て
世
の
注
目
を
集
め
た
た
め
、『
苦
海
浄
土
』

の
売
れ
行
き
は
俄
然
よ
く
な
り
、
最
終
的
に
約
十
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
入
り
を
果
た
し
た
。

『
苦
海
浄
土
』
の
出
版
は
加
害
企
業
の
責
任
追
及
と
患
者
の
全
面
救
済
を
求
め
る
世
論
の
原
動
力
と
な
っ

た
。
や
が
て
ミ
ナ
マ
タ
は
地
球
規
模
の
反
公
害
運
動
の
代
名
詞
と
な
り
、
講
談
社
の
出
版
活
動
は
世
界
で
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評
価
さ
れ
た
。
か
つ
て
の
加
藤
の
「
辞
表
を
出
す
よ
り
、
何
か
講
談
社
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
よ
う
な
も

の
、
講
談
社
な
れ
ば
こ
そ
よ
く
出
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
出
し
た
い
」
と
い
う
願
い
は
こ
こ
に

結
実
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

２　
新
書
と
い
う
器
と
そ
の
読
者

岩
波
新
書
の
誕
生

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
向
か
お
う
。「
い
か
に
し
て
現
代
新
書
に
な
っ

た
の
か
」
と
銘
打
つ
か
ら
に
は
、
現
代
新
書
の
現
代
的
意
味
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の

た
め
に
は
ま
ず
第
一
に
、
新
書
と
い
う
出
版
形
式
が
生
ま
れ
た
経
緯
を
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ご
存
じ
と
思
う
が
、
日
本
で
最
初
に
「
新
書
判
」（
タ
テ
約
一
七
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
約
一
一
セ
ン
チ
。
当
初
は
軽
装
版

と
呼
ん
で
い
た
）
の
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
し
た
の
は
岩
波
書
店
で
あ
る
。

発
刊
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
秋
ご
ろ
、
同
年
七
月
の
盧ろ
こ

溝う
き

橋ょ
う

で
の
衝
突

か
ら
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
戦
火
が
上シ
ャ

海ン
ハ
イか

ら
南ナ
ン

京キ
ン

へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
最
中
だ
っ
た
。
そ
れ
は
惨
憺
た

る
敗
戦
に
至
る
道
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
そ
れ
を
見
抜
い
た
人
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
お
ら
ず
、
世
論
は
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は
っ
き
り
と
軍
国
主
義
の
波
に
さ
ら
わ
れ
て
い
っ
た
。

岩
波
書
店
の
編
集
者
・
吉よ
し

野の

源げ
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

（
岩
波
文
庫
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
の
著
者
）
は
日
中
戦
争
で
浮
き

足
だ
っ
た
新
聞
の
記
事
を
毎
日
見
な
が
ら
、
日
本
の
行
く
末
に
暗
澹
た
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て

「
と
に
か
く
私
た
ち
日
本
人
は
、
こ
の
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
、
日
ご
と
に
つ
の
る
偏
狭
な
国
粋
主
義
の
思
想
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
（
吉
野

『
激
動
の
中
で
―
岩
波
新
書
の
25
年
』
よ
り
）。

そ
ん
な
と
き
、
丸
善
の
棚
で
目
に
と
め
た
の
が
、
英
国
で
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
ペ
リ
カ
ン
・
ブ
ッ
ク

ス
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
の
『
社
会
主
義
入
門
』、
レ
オ
ナ
ー
ド
・
ウ
ー
リ
ー
の
『
過
去
の
発

掘
』、
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ー
ン
ズ
の
『
神
秘
な
宇
宙
』
…
…
吉
野
は
そ
れ
ら
を
買
っ
て
帰
り
、
読
ん
で
み

て
感
心
し
た
。
や
さ
し
い
言
葉
で
説
か
れ
て
い
て
も
、
け
っ
し
て
調
子
は
落
と
し
て
い
な
い
。
考
古
学
や

天
文
学
の
通
俗
的
な
解
説
で
あ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
学
問
的
探
求
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
て
い
て
、
学
問

以
外
の
興
味
で
釣
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
卑
俗
さ
は
微
塵
も
な
か
っ
た
。

…
…
値
段
も
こ
ろ
あ
い
だ
し
、
型
が
ス
マ
ー
ト
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
だ
し
、
分
量
も
読
み
切
る
の
に

手
頃
で
、
書
目
も
哲
学
、
歴
史
、
考
古
学
、
自
然
科
学
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
、
か
つ
専
門
家
で

な
い
読
者
に
も
興
味
の
深
い
も
の
が
揃
っ
て
い
る
、
―
こ
の
形
式
な
ら
ば
、
俗
流
に
陥
ら
な
い
で
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多
数
の
読
者
を
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
た
ち
は
新
鮮
な
刺
戟
と
示
唆
と
を
こ
の
双
書
か
ら

受
け
と
り
ま
し
た
。 

（
同
右
）

吉
野
は
日
本
版
ペ
リ
カ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
を
刊
行
す
る
こ
と
で
「
国
民
の
間
に
科
学
的
な
考
え
方
や
世
界

的
な
も
の
の
見
方
を
広
め
、
中
国
に
対
す
る
日
本
の
軍
事
行
動
を
反
省
し
批
判
す
る
資
料
を
提
供
し
よ
う
」

（
吉
野
『
職
業
と
し
て
の
編
集
者
』）
と
思
い
立
ち
、
同
僚
の
小こ
ば

林や
し

勇い
さ
むや

哲
学
者
の
三み

木き

清き
よ
しの

協
力
を
得
て
、
翌

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
十
一
月
、
岩
波
新
書
の
創
刊
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

こ
の
と
き
店
主
の
岩い
わ

波な
み

茂し
げ

雄お

は
「
刊
行
の
辞
」
に
発
刊
の
目
的
と
し
て
「
現
代
人
の
現
代
的
教
養
」
を

掲
げ
た
。
従
来
の
岩
波
文
庫
が
古
典
中
心
な
の
に
対
し
、
岩
波
新
書
は
今
の
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
意

思
表
示
で
あ
る
。
小
林
勇
の
『
惜せ
き

櫟れ
き

荘そ
う

主し
ゅ

人じ
ん

』
に
よ
る
と
、
岩
波
は
「
今
度
の
や
つ
は
今
の
問
題
を
、
今

の
人
に
書
い
て
も
ら
う
の
だ
。
大
体
寿
命
は
あ
ま
り
長
く
な
く
て
よ
い
。
生
き
生
き
し
た
問
題
を
摑
ま
え

る
の
だ
」
と
、
く
り
返
し
く
り
返
し
自
分
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
（
鹿か

野の

政ま
さ

直な
お

『
岩
波
新
書

の
歴
史
』
岩
波
新
書
を
参
照
）。

第
一
回
は
、「
奉
天
の
聖
者
」
と
い
わ
れ
た
医
師
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
の
『
奉
天
三
十
年
』（
矢や

内な
い

原は
ら

忠た
だ

雄お

訳
、

上
・
下
）、
斎さ
い
藤と
う
茂も

吉き
ち
『
万
葉
秀
歌
』（
上
・
下
）、
津
田
左
右
吉
『
支
那
思
想
と
日
本
』
な
ど
二
十
冊
が
一
斉

発
売
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
発
売
と
同
時
に
大
変
な
歓
迎
を
受
け
、
た
ち
ま
ち
版
を
重
ね
た
。
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以
来
、
戦
争
の
激
化
に
よ
る
一
時
休
止
を
は
さ
ん
で
岩
波
新
書
の
刊
行
は
つ
づ
き
、
昭
和
六
十
二
年

（
一
九
八
七
）
時
点
で
総
売
上
部
数
一
億
八
千
万
部
、
刊
行
点
数
千
四
百
八
十
八
点
。
一
点
あ
た
り
の
平
均

売
上
部
数
は
約
十
二
万
部
。
直
近
の
年
間
売
上
部
数
に
お
け
る
新
刊
と
重
版
の
比
率
は
、
新
刊
四
五
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
重
版
五
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
が
ど
れ
ほ
ど
驚
異
的
な
も
の
か
、

昨
今
の
出
版
事
情
を
あ
る
程
度
ご
存
じ
の
方
は
お
わ
か
り
だ
ろ
う
。
岩
波
新
書
が
「
新
書
の
王
」
と
呼
ば

れ
る
所ゆ
え
ん以

で
あ
る
。

カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
大
躍
進

―
加
藤
秀
俊
の
鋭
い
分
析

敗
戦
か
ら
九
年
後
の
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）、
岩
波
の
独
り
舞
台
だ
っ
た
新
書
の
世
界
に
変
化
が
起

き
る
。
中
央
公
論
社
が
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
で
出
し
て
い
た
伊い

藤と
う

整せ
い

『
女
性
に
関
す
る
十
二
章
』
の
廉
価
版
を

新
書
判
で
刊
行
し
た
と
こ
ろ
、
三
十
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
契
機
に
各
社
が

新
書
を
創
刊
し
は
じ
め
た
。「
第
一
次
新
書
ブ
ー
ム
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。

な
か
で
も
講
談
社
系
の
光
文
社
で
神か
ん
吉き

晴は
る
夫お

（
講
談
社
の
創
業
者
・
野
間
清
治
の
薫
陶
を
受
け
た
編
集
者
）
が

手
が
け
た
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
わ
か
り
や
す
さ
に
重
点
を
お
い
た
文
章
と
大
量
宣
伝
な
ど
で
人
気
を

呼
び
、
岩い
わ

田た

一か
ず

男お

の
『
英
語
に
強
く
な
る
本
』、
塩し
お

月つ
き

弥や

栄え

子こ

の
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』、
多た

湖ご

輝あ
き
らの

『
頭
の

体
操
』
な
ど
実
用
・
娯
楽
も
の
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
続
出
し
た
。
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カ
ッ
パ
の
躍
進
に
着
目
し
た
の
が
、
社
会
学
者
の
加か

藤と
う

秀ひ
で

俊と
し

で
あ
る
。
彼
の
論
考
「
日
本
の
新
書
文
化
」

（
昭
和
三
十
七
年
六
月
四
日
〜
五
日
の
東
京
新
聞
掲
載
）
に
よ
る
と
、
同
じ
新
書
で
も
本
家
本
元
の
岩
波
と
カ
ッ
パ

は
対
極
を
な
し
て
い
る
。
岩
波
新
書
が
「
永
遠
に
し
て
普
遍
と
い
う
長
期
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
発
想
を

〝
縮
小
〞
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
」
の
に
対
し
、
カ
ッ
パ
は
「
昨
日
今
日
、
と
い
う
、
ご
く
短
期
的
な

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
想
を
〝
拡
大
〞
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
」。

両
者
の
関
係
は
「
上
り
列
車
と
下
り
列
車
の
ご
と
き
も
の
で
、
出
発
点
が
元
来
ち
が
う
の
で
あ
る
。

カ
ッ
パ
と
岩
波
新
書
は
、
そ
の
判
型
も
ネ
ダ
ン
も
似
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
逆
方
向
か
ら
あ
ゆ
み
よ
っ
て
、

そ
の
類
似
性
は
う
ま
れ
た
」。

戦
後
、
講
談
社
か
ら
分
か
れ
て
独
立
し
た
光
文
社
は
、
講
談
社
的
発
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
戦
後
の
状

況
に
反
応
し
て
カ
ッ
パ
を
つ
く
り
、
岩
波
新
書
と
対
抗
す
る
地
歩
を
築
い
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
戦
前
、

講
談
社
文
化
対
岩
波
文
化
と
い
う
か
た
ち
で
、
際
だ
っ
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て
い
た
「
日
本
出
版
界

の
二
潮
流
」
は
、
い
ま
や
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
対
岩
波
新
書
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
か
つ
て
の
講
談
社
対
岩
波
は
ま
っ
た
く
水
と
油
の
ご
と
く
、
と
け
あ
う
部
分
を
も
た
な

か
っ
た
。
そ
れ
と
く
ら
べ
れ
ば
、
こ
ん
に
ち
の
カ
ッ
パ
と
岩
波
新
書
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

異
質
性
は
存
在
し
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
は
だ
い
ぶ
ち
が
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ

リ
ー
ズ
の
何
冊
か
は
、
表
紙
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
カ
ッ
パ
か
岩
波
か
判
定
が
つ
き
か
ね
る
ほ
ど
に
、



39　　第１部　現代新書はいかにして現代新書になったのか ── 魚住 昭

両
者
は
接
近
し
て
き
て
い
る
」
と
加
藤
は
言
う
。

戦
後
の
社
会
で
は
岩
波
的
な
高
級
文
化
と
、
講
談
社
的
な
大
衆
文
化
の
接
近
が
起
こ
り
、
双
方
の
文
化

的
な
落
差
が
小
さ
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
藤
は
「
日
本
の
新
書
文
化
」
を
こ
う
締
め
く
く
る
。

わ
た
し
は
、
カ
ッ
パ
と
岩
波
新
書
を
上
り
列
車
と
下
り
列
車
に
た
と
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
使
命
を
も
っ
て
い
る
。
正
面
衝
突
し
た
の
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
し
、
互
い
に
無
視
し
あ
っ

て
よ
そ
よ
そ
し
く
ス
レ
ち
が
う
の
も
日
本
の
文
化
に
と
っ
て
さ
び
し
い
こ
と
だ
。
大
事
な
の
は
、
ス

レ
ち
が
い
に
さ
い
し
て
の
相
互
の
交
流
だ
。
両
者
の
接
近
か
ら
、「
新
書
文
化
」
が
前
向
き
に
定
着
す

る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、
こ
の
ス
レ
ち
が
い
技
術
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
み
る
。

こ
う
書
い
た
と
き
、
加
藤
の
胸
に
、
ま
も
な
く
誕
生
す
る
中
公
新
書
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
の
は
ま
ち
が

い
な
い
だ
ろ
う
。

中
公
新
書
創
刊

加
藤
秀
俊
は
中
公
新
書
の
創
刊
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
次
は
、
加
藤
が
当
時
を
回
想
し
た
エ
ッ
セ

イ
「
創
刊
の
こ
ろ
」（『
中
公
新
書
総
解
説
目
録　
１
９
６
２
〜
２
０
１
２
』
所
収
）
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
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京
都
太う
ず

秦ま
さ

の
垂た
る

箕み

山や
ま

に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
、
坂
道
を
ゆ
っ
く
り
登
っ
て
宮み
や

脇わ
き

俊し
ゅ

三ん
ぞ
うさ

ん
が
我
が
家

に
お
い
で
に
な
っ
た
。
あ
た
た
か
い
日
差
し
の
気
持
ち
の
い
い
日
だ
っ
た
か
ら
、
た
ぶ
ん
一
九
六
二

年
早
春
の
こ
と
だ
っ
た
、
と
お
も
う
。

宮
脇
は
の
ち
に
『
時
刻
表
２
万
キ
ロ
』（
河
出
書
房
新
社
刊
）
な
ど
鉄
道
紀
行
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
当
時
は
中
央
公
論
社
の
辣
腕
編
集
者
だ
っ
た
。
一
方
の
加
藤
は
こ
の
こ
ろ
す
で
に
雑
誌

『
中
央
公
論
』
の
常
連
寄
稿
者
に
な
っ
て
い
た
。
ふ
た
り
は
顔
な
じ
み
で
、
気
楽
に
話
し
合
え
る
間
柄

だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
日
の
宮
脇
の
用
件
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
年
の
秋
か
ら
「
中
公
新
書
」
を
出

版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
巻
末
に
掲
げ
る
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
依
頼

で
あ
る
。

加
藤
は
驚
い
た
。
常
連
寄
稿
者
と
い
っ
て
も
彼
は
当
時
三
十
二
歳
の
ヒ
ヨ
ッ
コ
。
京
大
人
文
科
学
研
究

所
の
助
手
に
す
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
人
間
に
、
伝
統
あ
る
出
版
社
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
ど
の
一
冊
に
も
印

刷
さ
れ
る
文
章
を
ま
か
せ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
破
天
荒
な
で
き
ご
と
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

加
藤
は
逡し
ゅ
ん

巡じ
ゅ
んし

た
が
、
宮
脇
と
話
を
交
わ
す
う
ち
引
き
受
け
る
こ
と
に
決
め
た
。
こ
の
執
筆
依
頼
が
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宮
脇
の
ア
イ
デ
ア
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
背
後
に
社
長
の
嶋し
ま

中な
か

鵬ほ
う

二じ

を
は
じ
め
中
央
公
論
社
の
強
い
意
志

が
働
い
て
い
る
こ
と
が
明
白
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
と
き
中
央
公
論
社
に
は
、
中
公
新
書
で
巻
き
返
し
を

は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
よ
り
三
年
前
の
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）、
中
央
公
論
社
は
『
週
刊
コ
ウ
ロ
ン
』

を
創
刊
し
た
。
定
価
は
三
十
円
が
常
識
の
と
こ
ろ
、
後
発
週
刊
誌
な
の
で
二
十
円
と
し
、
表
紙
も
『
週
刊

新
潮
』
の
谷た
に

内う
ち

六ろ
く

郎ろ
う

に
対
抗
し
て
棟む
な

方か
た

志し

功こ
う

に
依
頼
し
た
。
だ
が
、
安
い
定
価
は
書
店
や
駅
売
店
の
不
売

運
動
を
招
き
、
棟
方
志
功
の
表
紙
も
「
毎
号
の
印
象
が
変
わ
ら
な
い
」
と
不
評
を
買
っ
て
、
売
り
上
げ
不

振
と
な
り
、
二
年
後
に
休
刊
に
追
い
こ
ま
れ
た
。

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
が
『
週
刊
コ
ウ
ロ
ン
』
創
刊
時
に
採
用
し
た
大
量
の
社
員
た
ち
で
あ
る
。
休

刊
と
な
っ
た
今
、
そ
れ
ら
の
社
員
の
仕
事
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
策
の
ひ
と
つ
が
新
書
の
創
刊

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
（『
中
公
新
書
の
60
年
』
所
収
の
「
物
語 

中
公
新
書
の
歴
史
」
よ
り
）。

た
だ
、
中
公
新
書
の
位
置
づ
け
を
ど
う
す
る
か
は
尋
常
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。「
新
書
」
と
名
乗
る
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
確
乎
た
る
地
位
を
確
立
し
て
い
た
岩
波
新
書
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い

か
ら
だ
。
あ
き
ら
か
に
後
発
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
ど
こ
で
岩
波
と
の
「
種
差
」
を
つ
け
る
か
、
ど
こ
に

特
徴
を
出
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を
加
藤
は
宮
脇
と
あ
れ
こ
れ
語
り
あ
っ
た
。
そ
し
て
意

見
が
一
致
し
た
の
は
「
観
念
論
」
を
排
除
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
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さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
わ
た
し
は
宮み
や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

、
今い
ま

西に
し

錦き
ん

司じ

の
両
先
生
を
深
く
敬
愛
し
て
生
き
て
き

た
者
で
あ
る
。
お
ふ
た
り
と
も
抽
象
的
な
書
物
を
つ
う
じ
て
の
学
問
よ
り
は
具
体
的
な
体
験
的
事
実

を
思
索
の
出
発
点
と
な
さ
っ
て
い
た
碩せ
き

学が
く

で
あ
る
。
そ
の
「
事
実
」
を
重
く
み
る
こ
と
を
こ
の
あ
た

ら
し
い
新
書
の
特
色
に
し
た
い
、
と
お
も
っ
た
。
学
者
と
い
う
の
は
、
え
て
し
て
「
本
か
ら
本
を
つ

く
る
」
傾
向
が
あ
る
。
は
な
は
だ
し
き
は
外
国
の
本
の
紹
介
で
お
茶
を
に
ご
す
こ
と
を
学
問
だ
と
錯
覚

し
て
い
る
ひ
と
も
い
る
。
わ
た
し
は
学
問
と
い
う
も
の
は
生
き
た
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
に
あ
る

知
識
を
し
っ
か
り
と
お
さ
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
事
実
と
経
験
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
と
い
う
一
人
称
で

語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
か
ん
が
え
て
い
た
。
い
ま
も
そ
の
信
念
に
か
わ
り
は
な
い
。

 

（「
創
刊
の
こ
ろ
」）

中
間
文
化
論

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
補
足
し
て
お
き
た
い
。
加
藤
の
言
う
「
観
念
論
」
と
は
、
当
時
の
論
壇
で
支
配
的

だ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
加
藤
は
、
生
活
実
感
を
重
視

す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
と
言
っ
て
も
わ
か
り
に
く
い
だ
ろ
う
か
ら
、
彼
の
自

伝
『
わ
が
師
わ
が
友
―
あ
る
同
時
代
史
』（
中
央
公
論
社
刊
）
か
ら
実
例
を
引
い
て
説
明
し
た
い
。
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戦
後
の
論
壇
で
は
、
マ
ル
ク
ス
流
の
労
働
疎
外
論
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
労
働
疎
外
論
と
は
、
ベ
ル

ト
コ
ン
ベ
ア
に
よ
る
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
、
労
働
者
は
機
械
に
苦
役
を
強
制
さ
れ
、
た
だ
資
本

家
に
富
を
蓄
積
さ
せ
る
だ
け
の
非
人
間
的
存
在
に
な
り
果
て
る
と
い
っ
た
見
か
た
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
加
藤
が
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
を
通
じ
て
出
会
っ
た
独
学
の
映
画
評
論
家
・
佐さ

藤と
う

忠た
だ

男お

（
若
い
こ
ろ
工
場
労
働
者
だ
っ
た
）
は
、
自
分
の
体
験
か
ら
、
こ
の
労
働
疎
外
論
を
全
面
否
定
し
た
。
そ
し
て
、

工
場
労
働
者
に
す
れ
ば
、
疎
外
の
元
凶
と
さ
れ
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
便
利
か
し
れ
な

い
と
言
っ
た
。

加
藤
は
そ
の
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
、
工
場
で
レ
ン
チ
を
持
っ
て
働
い
た
こ
と
の
な
い
人
間
が
書
斎
の
な
か

で
「
疎
外
」
を
思
索
す
る
の
も
結
構
だ
が
、
佐
藤
の
よ
う
に
、
油
に
ま
み
れ
て
機
械
を
相
手
に
働
い
て
い

る
人
の
「
実
感
」
の
ほ
う
が
ず
っ
と
大
事
だ
と
思
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
竹た
け

内う
ち

洋よ
う

『
大
衆
の
幻
像
』
中
央
公
論

新
社
を
参
照
）。

こ
と
は
労
働
疎
外
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
戦
後
社
会
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
根
本
的
な
点
で
も
加
藤
は

論
壇
主
流
と
食
い
違
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
年
後
に
創
刊
す
る
講
談
社
現
代
新
書
の
方
向
性
に
も
深
く
か
か

わ
る
こ
と
な
の
で
留
意
し
て
ほ
し
い
の
だ
が
、
加
藤
は
彼
の
出
世
作
「
中
間
文
化
論
」（
昭
和
三
十
二
年
、『
中

央
公
論
』
に
掲
載
）
で
戦
後
社
会
の
動
向
に
つ
い
て
画
期
的
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
論
壇
で
は
、
労
働
者
対
資
本
家
の
階
級
闘
争
を
基
軸
と
す
る
世
界
観
が
支
配
的
だ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
加
藤
は
、
あ
ら
た
に
戦
後
社
会
の
前
面
に
出
て
来
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
中
間
層
に
注
目
し

た
。
彼
ら
が
担
う
中
間
文
化
―
そ
れ
は
戦
前
の
岩
波
的
な
高
級
文
化
と
講
談
社
的
な
庶
民
文
化
が
接
近

し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
―
が
今
後
の
社
会
の
動
向
を
左
右
す
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

中
間
文
化
を
生
ん
だ
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
教
育
レ
ベ
ル
の
底
上
げ
だ
。「
と
く
に
文
盲
率
が
世
界
一

低
い
わ
が
国
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
相
当
に
複
雑
な
シ
ン
ボ
ル
の
操
作
が
で
き
る
下
地
が
あ
る
。

そ
こ
に
新
学
制
が
ひ
か
れ
た
お
か
げ
で
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
は
少
く
と
も
中
学
卒
業
生
と
い
う
知
的
レ

ヴ
ェ
ル
を
中
核
と
し
て
育
っ
て
い
る
し
、
新
制
高
校
卒
業
生
も
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
い
る
。
大

学
を
出
た
と
い
っ
て
も
昔
ほ
ど
幅
は
利
か
な
い
」
と
加
藤
は
言
う
。

つ
ま
り
、
戦
前
の
文
化
構
造
は
知
的
エ
リ
ー
ト
の
高
級
文
化
と
、
庶
民
の
大
衆
文
化
の
間
に
断
層
の
あ

る
「
ひ
ょ
う
た
ん
型
」
だ
っ
た
が
、
戦
後
は
高
級
文
化
で
も
大
衆
文
化
で
も
な
い
「
中
間
文
化
」
が
ふ
く

れ
あ
が
っ
て
「
ち
ょ
う
ち
ん
型
」
に
な
っ
た
。
中
間
文
化
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
・
農

民
に
浸
透
し
て
「
あ
た
ら
し
い
国
民
文
化
、
大
衆
文
化
の
原
型
」
に
な
っ
た
。

加
藤
は
、
中
間
文
化
が
導
く
社
会
の
未
来
に
希
望
を
感
じ
た
。
そ
し
て
「
中
間
層
を
プ
ラ
ス
の
方
向
に

働
か
せ
る
こ
と
が
、
現
在
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
た
。
そ
の
牽
引
車

と
し
て
彼
が
期
待
を
か
け
た
の
が
中
公
新
書
な
の
で
あ
る
。
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「
事
実
」と「
読
み
や
す
さ
」を
重
視
し
て

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
新
書
を
作
る
か
。
中
央
公
論
社
内
部
で
検
討
が
進
ん
だ
。
新
書
の
代
表

格
で
あ
る
岩
波
新
書
は
学
術
的
・
論
壇
的
志
向
が
特
色
だ
っ
た
し
、
カ
ッ
パ
の
特
徴
は
実
用
性
に
あ
っ
た
。

当
時
三
十
四
歳
の
部
長
だ
っ
た
宮
脇
俊
三
の
下
に
集
ま
っ
た
部
員
た
ち
は
、
ま
ず
岩
波
新
書
と
カ
ッ
パ
・

ブ
ッ
ク
ス
を
全
部
買
っ
て
き
て
、
両
者
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。

し
か
し
、
ど
ん
な
路
線
で
行
く
か
、
一
日
お
き
に
会
議
を
し
た
が
、
議
論
は
百
出
し
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
意
見
は
ま
と
ま
ら
な
い
。
し
ま
い
に
は
「
部
長
の
司
会
が
へ
た
だ
か
ら
」
と
い
う
部
員
や
「
会
議
の

進
め
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
刷
り
物
を
く
ば
る
部
員
も
現
れ
る
始
末
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
し
だ
い
に
方
向
性
は
定
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
事
実
の
重
視
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
加
藤
の
い
う
「
観
念
論
の
排
除
」
と
と
も
に
、
歴
史
的
事
実
の
追
求
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
「
読
み
や
す
さ
の
重
視
」
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
内
容
で
も
読
ん
で
も
ら
え
な

け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
。
無
味
乾
燥
な
教
科
書
で
は
な
い
、
読
み
も
の
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、「
読
み
や
す
さ
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
年
前
に
刊
行
を
開
始
し
た
全
集
『
世
界
の
歴
史
』（
全
十

六
巻
別
巻
一
）
で
力
を
入
れ
て
い
た
。
こ
の
編
集
担
当
の
責
任
者
も
宮
脇
俊
三
だ
っ
た
。

『
世
界
の
歴
史
』
で
、
著
者
に
原
稿
を
依
頼
す
る
と
き
渡
し
た
「
執
筆
要
項
」
が
「
物
語 

中
公
新
書
の
歴

史
」
に
載
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
極
め
て
興
味
深
い
の
で
、
一
部
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
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４ 
一
般
の
興
味
を
そ
そ
る
よ
う
な
事
項
は
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
当
時
の
特
徴
を
描
く
よ
う
に
し
、

そ
の
事
項
が
世
界
史
上
に
も
つ
重
要
度
以
上
の
ス
ペ
ー
ス
を
さ
く
。（
そ
の
た
め
に
、
重
要
で
は

あ
る
が
あ
ま
り
興
味
津
々
と
は
言
え
な
い
事
項
の
ス
ペ
ー
ス
が
削
減
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
）

　
イ 
、
現
代
人
に
は
奇
異
に
思
わ
れ
る
制
度
で
、
そ
の
当
時
の
政
治
・
社
会
の
性
格
を
よ
く
表
わ
し

て
い
る
も
の
は
、
く
わ
し
く
書
く
（
初
夜
権
な
ど
）

　
ロ
、
新
聞
の
社
会
面
に
出
る
よ
う
な
事
件
も
適
宜
挿
入
す
る
。

５ 

王
朝
の
興
亡
、
政
権
の
変
転
、
民
族
の
移
動
、
各
地
で
の
戦
闘
、
制
度
の
変
革
、
経
済
の
消
長
な

ど
は
詳
細
に
記
述
せ
ず
に
、
で
き
る
だ
け
そ
の
時
代
の
特
色
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
つ
ま

り
細
か
い
事
実
を
列
挙
せ
ず
、
一
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
、
む
し
ろ
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。

※ 

こ
れ
は
読
者
の
立
場
か
ら
強
く
お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
専
門
家
に
と
っ
て
は
非
常
に

つ
ら
い
と
こ
ろ
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ど
う
か
必
要
事
項
の
大
半
を
削
っ
て
で
も
強
行
し
て

頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

６
社
会
経
済
史
の
蔭か
げ

に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
「
人
間
」
を
掘
り
出
す
。

　
ハ 

、
人
物
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
つ
と
め
て
書
く
。（
日
常
的
性
格
、
肉
体
的
特

長
、
持
病
、
奥
さ
ん
の
こ
と
、
ア
ダ
名
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
々
）
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※
こ
う
す
れ
ば
、
固
有
名
詞
が
お
ぼ
え
ら
れ
ま
す
。

　
ニ 

、
動
詞
に
は
、
で
き
る
だ
け
副
詞
な
ど
の
説
明
的
語
を
つ
け
る
（
単
に
「
殺
さ
れ
た
」
で
な
く

「
焼
き
殺
さ
れ
た
」
と
か
「
行
っ
た
」
で
な
く
「
馬
に
乗
っ
て
行
っ
た
」
な
ど
）

こ
の
方
針
は
監
修
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
池い
け

島じ
ま

信し
ん

平ぺ
い

（
西
洋
史
の
専
門
家
で
も
あ
っ
た
）
の
影
響
が
大
き
か
っ

た
。
池
島
は
当
時
、
文
藝
春
秋
新
社
の
編
集
局
長
。
中
央
公
論
社
の
全
集
に
協
力
し
た
た
め
に
「
ど
こ
の

社
の
編
集
局
長
だ
？
」
と
軽
口
を
叩
か
れ
た
と
い
う
が
、『
世
界
の
歴
史
』
の
執
筆
者
を
集
め
た
会
で
「
西

洋
史
は
じ
つ
に
お
も
し
ろ
い
。
し
か
る
に
諸
君
が
書
く
と
、
ま
っ
た
く
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
企
画
で
は
お
も
し
ろ
い
話
を
ど
し
ど
し
書
い
て
も
ら
い
た
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

池
島
が
徹
底
し
た
「
読
み
や
す
さ
」
は
、
中
公
新
書
で
も
大
き
な
柱
と
な
っ
た
。
創
刊
時
に
は
ま
ず
著

者
に
「
ま
え
が
き
」
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
編
集
部
内
で
回
し
読
み
し
、
な
ん
ど
も
書
き
な
お
し
て

も
ら
っ
た
と
い
う
。

堂
々
た
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

こ
う
し
て
中
公
新
書
は
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
十
一
月
、
発
刊
し
た
。
第
一
回
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
は
、
桑く
わ

原ば
ら

武た
け

夫お

編
『
日
本
の
名
著
―
近
代
の
思
想
』、
会あ
い

田だ

雄ゆ
う

次じ

『
ア
ー
ロ
ン
収
容
所
』、
加か

藤と
う

一い
ち

朗ろ
う
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『
象
形
文
字
入
門
』
な
ど
五
冊
だ
っ
た
。
第
二
回
は
「
私
の
と
っ
て
お
き
の
球
」
だ
と
宮
脇
が
い
う
三み

田た

村む
ら

泰た
い

助す
け

の
『
宦か
ん

官が
ん

』
な
ど
三
点
、
第
三
回
は
吉よ
し

田だ

光み
つ

邦く
に

の
『
錬
金
術
』
な
ど
三
点
、
第
四
回
は
宮み
や

崎ざ
き

市い
ち

定さ
だ

の

『
科
挙
』、
貝か
い

塚づ
か

茂し
げ

樹き

の
『
史
記
』、
そ
し
て
加
藤
秀
俊
の
『
整
理
学
』
な
ど
四
点
で
、
い
ず
れ
も
好
評
を

博
し
、
中
公
新
書
は
歴
史
系
に
強
い
新
書
と
し
て
出
版
界
に
確
乎
た
る
地
位
を
築
い
て
い
く
。

宮
脇
俊
三
の
依
頼
に
応
え
た
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
に
は
こ
う
あ
る
。
無
署
名
で
は
あ
る
が
加
藤
秀
俊
に

よ
る
明
確
か
つ
堂
々
た
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
知
識
と
し
て
錯
覚
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
動
か
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
、
作
為
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
知
識
の
う
え
に
生
き
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
多
く
、
ゆ
る

ぎ
な
い
事
実
を
通
し
て
思
索
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
す
く
な
い
。
中
公
新
書
が
、
そ
の
一
貫
し
た
特

色
と
し
て
自
ら
に
課
す
も
の
は
、
こ
の
事
実
の
み
の
持
つ
無
条
件
の
説
得
力
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
現
代
に
あ
ら
た
な
意
味
を
投
げ
か
け
る
べ
く
待
機
し
て
い
る
過
去
の
歴
史
的
事
実
も
ま
た
、

中
公
新
書
に
よ
っ
て
数
多
く
発
掘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
岩
波
新
書
と
同
じ
学
術
教
養
路
線
を
歩
み
な
が
ら
、「
観
念
論
」
に
陥
ら
ず
、
カ
ッ
パ
の
よ
う
に

「
通
俗
的
好
奇
心
」
に
訴
え
る
こ
と
も
な
い
、「
真
に
知
る
に
価
い
す
る
知
識
だ
け
を
選
び
だ
し
て
提
供
す
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る
」
こ
と
を
誓
う
も
の
だ
っ
た
。

足
澤
禎
吉
と
講
談
社
の
苦
境

の
ち
に
講
談
社
の
副
社
長
と
な
り
、
日
本
映
画
史
に
残
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
東
京
裁
判
」
の
総
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
も
な
る
足た
る

澤さ
わ

禎て
い

吉き
ち

は
、
少
年
部
員
の
こ
ろ
か
ら
粘
り
と
根
性
の
努
力
家
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
仕
事
ぶ
り
を
創
業
者
の
野
間
清
治
夫
妻
が
目
に
留
め
、「
足
澤
は
き
っ
と
大
物
に
な
る
よ
」
と
期
待
を

寄
せ
た
と
い
う
。

戦
争
中
、
足
澤
は
陸
軍
の
航
空
兵
と
し
て
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線
に
送
ら
れ
、
飢
餓
に
苦
し
み
な
が
ら
ト

カ
ゲ
や
ネ
ズ
ミ
を
食
べ
て
生
き
延
び
た
。
現
地
の
捕
虜
収
容
所
に
入
る
と
、
米
軍
の
通
訳
に
頼
み
こ
ん
で

英
語
を
教
え
て
も
ら
い
、
帰
国
後
も
英
語
学
校
に
通
っ
て
磨
き
を
か
け
た
。

英
語
だ
け
で
は
な
い
。
ど
こ
で
ど
う
身
に
つ
け
た
の
か
、
足
澤
は
古
今
東
西
の
宗
教
・
哲
学
に
通
暁
す

る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
だ
が
、
東
大
名
誉
教
授
で
イ
ン
ド
哲
学
者
の

中な
か
村む
ら
元は
じ
めが
自
身
の
学
究
生
活
を
振
り
返
る
な
か
で
次
の
よ
う
な
思
い
出
話
を
語
っ
て
い
る
。

（
私
が
書
い
た
『
世
界
思
想
史
』
の
）
英
語
版
が
あ
り
ま
し
て
、
講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
出
し

て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
た
方
は
足
沢
禎
吉
と
い
う
（
講
談
社
の
）
副
社
長
の
方
で
す
。
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学
者
と
い
ろ
い
ろ
な
企
画
や
相
談
を
す
る
。
私
も
何
遍
も
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
堂
々
と
応
対

し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
大
学
を
出
た
人
だ
と
思
っ
た
ら
、
後
で
お
葬
式
に
行
っ
て
み
て
学
歴
を

伺
っ
て
び
っ
く
り
し
た
の
で
す
。
小
学
校
を
出
た
だ
け
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
勉
強
し
て
い

る
人
は
学
問
的
な
分
野
で
優
に
学
者
と
応
対
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
足
澤
の
人
生
に
分
岐
点
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
春
、
講
談
社
の
業

務
部
長
だ
っ
た
と
き
の
で
き
ご
と
だ
ろ
う
。
中
公
新
書
創
刊
の
半
年
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
講
談
社
は
苦
境
の
最
中
に
あ
っ
た
。
最
大
の
原
因
と
な
っ
た
の
が
、
学
年
別
学
習
雑
誌
の
不

振
で
あ
る
。

学
年
誌
の
分
野
で
は
、
大
正
期
以
来
の
歴
史
を
も
つ
小
学
館
の
『
小
学
一
年
生
』〜『
小
学
六
年
生
』
が
、

戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
の
入
学
と
と
も
に
部
数
を
伸
ば
し
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
一
月
号
の

『
小
学
一
年
生
』
が
発
行
部
数
六
十
万
部
、
実
売
五
十
三
万
九
千
部
に
達
し
た
。

そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
、
講
談
社
は
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
か
ら
『
た
の
し
い
一
年
生
』〜『
た
の

し
い
六
年
生
』
を
順
次
創
刊
し
、
大
規
模
な
攻
勢
を
か
け
た
。
だ
が
、
小
学
館
の
圧
倒
的
シ
ェ
ア
を
切
り

崩
せ
ず
、
つ
い
に
小
学
館
の
部
数
の
半
分
に
も
届
か
な
か
っ
た
。
そ
の
差
は
年
を
追
う
ご
と
に
広
が
っ
て
、

赤
字
が
累
積
し
て
い
っ
た
。
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僕
み
た
い
な
ズ
ブ
の
素
人
に
ど
う
し
て
や
ら
せ
る
の
か
な

こ
の
ま
ま
な
に
も
手
を
打
た
な
け
れ
ば
、
社
の
存
亡
に
か
か
わ
り
か
ね
な
い
。
野
間
省
一
は
業
務
部
長

の
足
澤
を
呼
び
、
学
年
誌
を
統
括
す
る
学
習
編
集
局
の
局
長
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
告
げ
た
。
足
澤
に

と
っ
て
は
寝
耳
に
水
の
話
で
あ
る
。

足
澤
は
、
戦
後
に
復
職
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
資
材
畑
を
歩
ん
で
き
た
。
物
資
不
足
の
な
か
、
用
紙
の

調
達
な
ど
に
手
腕
を
発
揮
し
、
業
界
で
「
鬼
よ
り
こ
わ
い
足
澤
」「
足
澤
天
皇
」
と
恐
れ
ら
れ
た
。
が
、

編
集
の
仕
事
は
い
っ
さ
い
し
た
こ
と
が
な
い
。
ズ
ブ
の
素
人
に
な
に
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
か
。

足
澤
は
ウ
ン
と
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
野
間
は
「
奥
さ
ん
と
相
談
し
て
み
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。

妻
は
、
翻
訳
家
・
児
童
文
学
作
家
の
足
澤
良よ
し

子こ

で
あ
る
。
仕
事
柄
、
講
談
社
の
内
情
に
も
通
じ
て
い
た
。

足
澤
が
帰
宅
し
て
良
子
に
事
情
を
説
明
す
る
と
、「
あ
な
た
、
で
き
る
わ
け
な
い
か
ら
、
絶
対
に
断
り
な

さ
い
。
あ
な
た
は
ど
う
せ
断
り
に
く
い
だ
ろ
う
か
ら
、
私
が
行
っ
て
断
り
ま
す
よ
」
と
答
え
た
。

野
間
に
そ
れ
を
伝
え
る
と
、「
う
ん
、
そ
う
だ
ろ
う
な
、
そ
れ
じ
ゃ
奥
さ
ん
を
呼
ん
で
く
れ
。
ぼ
く
が
奥

さ
ん
を
説
得
す
る
か
ら
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
、
足
澤
は
「
そ
ん
な
こ
と
言
わ
な
く
た
っ
て
、
自
分
の
家

内
は
自
分
で
説
得
し
ま
す
よ
」
と
答
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

「
七
十
年
史
資
料
」
に
残
さ
れ
た
足
澤
本
人
の
回
想
。
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な
ん
と
な
く
僕
も
優
柔
不
断
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
な
。
断
る
な
ら
、
本
当
に
断
っ
て
し
ま
え
ば

よ
か
っ
た
も
の
を
、
何
だ
か
ん
だ
言
っ
て
い
る
う
ち
に
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
そ
の

う
ち
辞
令
が
発
令
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
社
長
は
「（
学
年
誌
は
）
人
間
の
体
で
い
え
ば
、
ガ
ン
で
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
や
そ
こ
ら
の
腫
れ
物
と
か
、
風
邪
を
引
い
た
程
度
の
病
気
で
は
な
い
」
と
言
う
ん
で
す
。

ガ
ン
な
ん
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
治
ら
な
い
も
の
を
、
僕
み
た
い
な
ズ
ブ
の
素
人
に
ど
う
し
て
や
ら

せ
る
の
か
な
、
こ
れ
は
本
当
に
エ
ラ
い
こ
と
に
な
っ
た
な
と
思
っ
た
。

た
し
か
に
足
澤
に
は
迷
惑
こ
の
上
な
い
人
事
だ
っ
た
ろ
う
。

講
談
社
始
ま
っ
て
以
来
の
大
撤
退

だ
が
、
野
間
は
足
澤
の
能
力
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
足
澤
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
こ
の
難
局

は
乗
り
切
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
少
し
あ
と
、
足
澤
が
重
役
に
な
っ
て
か
ら
の
話
だ
が
、
社

史
『
物
語 

講
談
社
の
１
０
０
年
』
に
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る
。

　
野
間
社
長
と
足
沢
の
間
柄
は
、
当
時
を
知
る
も
の
の
間
で
は
半
ば
伝
説
的
に
〝
黄
金
コ
ン
ビ
〞
と
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し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
重
役
会
議
で
各
役
員
が
甲
論
乙
駁
の
議
論
を
闘
わ
せ
、
結
論
は
ど
こ
に
ど

う
落
ち
着
く
か
の
目
途
も
つ
き
が
た
い
と
き
、
絶
妙
の
頃
合
い
で
社
長
が
、「
足
沢
く
ん
、
君
は
ど
う

思
う
？
」
と
、
バ
リ
ト
ン
の
声
を
響
か
せ
る
。
す
る
と
、「
私
は
賛
成
で
す
ね
」
と
、
足
沢
の
や
や

東
北
訛
り
の
愛
嬌
の
あ
る
声
が
そ
れ
に
応
え
、「
そ
う
か
、
じ
ゃ
あ
ま
あ
、
や
っ
て
み
る
か
」
と
鶴
の

ひ
と
声
が
く
だ
っ
て
議
論
が
決
着
す
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
あ
る
と
き
は
、
足
沢
の
ほ
う
か
ら
検
討
案

件
を
切
り
だ
し
、
熱
の
こ
も
っ
た
説
明
が
展
開
さ
れ
る
。
や
が
て
じ
っ
と
耳
を
傾
け
て
い
た
社
長
が
、

「
君
に
ま
か
せ
よ
う
。
良
い
と
思
う
こ
と
な
ら
ど
ん
ど
ん
や
り
な
さ
い
」
と
、
信
頼
し
き
っ
た
顔
で

承
諾
を
与
え
る
。
そ
う
し
た
よ
う
す
を
見
た
者
は
誰
も
が
、
二
人
の
間
の
絆
の
強
さ
に
感
嘆
し
た
。

話
は
戻
っ
て
、
足
澤
が
学
習
編
集
局
長
を
引
き
受
け
た
と
き
、
野
間
は
「
努
力
を
し
て
も
ど
う
し
て
も

ダ
メ
だ
っ
た
ら
や
む
を
得
な
い
。
い
わ
ゆ
る
立
て
直
し
方
策
を
考
え
て
み
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。

そ
の
言
葉
を
受
け
、
足
澤
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
立
て
直
し
策
を
検
討
し
た
結
果
、
た
ど
り
つ
い
た

結
論
は
『
た
の
し
い
幼
稚
園
』
か
ら
『
た
の
し
い
六
年
生
』
ま
で
の
す
べ
て
の
学
習
誌
を
や
め
る
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
の
案
は
、
比
較
的
順
調
な
『
た
の
し
い
幼
稚
園
』
だ
け
を
残
す
こ
と
だ
っ
た
。

足
澤
の
回
想
。
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た
だ
、（
編
集
現
場
に
）
行
っ
て
み
る
と
、
編
集
に
携
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
が
大
勢
い
る
か
ら
、
や
め

る
と
い
う
案
は
、
人
情
的
に
い
っ
て
と
て
も
実
施
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
本
当
に
あ
の

と
き
は
僕
の
人
生
の
中
で
一
番
つ
ら
い
時
だ
っ
た
。
床
に
つ
く
と
す
ぐ
寝
る
ん
だ
け
ど
、
三
時
間
く

ら
い
す
る
と
、
あ
と
夜
明
け
ま
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
全
然
眠
れ
な
い
わ
け
。
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と

い
う
の
は
こ
う
い
う
状
態
で
な
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
、
目
を
閉
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
半
年
く
ら

い
続
い
た
。

そ
の
年
暮
れ
、
野
間
以
下
全
役
員
と
足
澤
ら
が
出
席
し
た
会
議
で
、『
た
の
し
い
幼
稚
園
』
を
除
く
学
年

誌
を
翌
年
三
月
号
で
休
刊
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
講
談
社
始
ま
っ
て
以
来
の
大
撤
退
で
あ
る
。

足
澤
は
そ
の
と
き
「
も
う
二
度
と
編
集
者
の
あ
ん
な
つ
ら
そ
う
な
顔
を
見
た
く
な
い
。
以
後
、
彼
ら
に

決
し
て
あ
ん
な
思
い
を
さ
せ
ち
ゃ
い
か
ん
」
と
肝
に
銘
じ
た
と
い
う
。

岩
波
に
ば
か
り
学
術
的
な
も
の
を
奪
わ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か

学
年
誌
の
一
斉
休
刊
で
『
た
の
し
い
一
年
生
』〜『
た
の
し
い
六
年
生
』
の
編
集
部
も
解
散
し
た
。

あ
る
者
は
、
近
く
創
刊
さ
れ
る
雑
誌
『
ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
』
に
吸
収
さ
れ
、
あ
る
者
は
科
学
技
術
啓
蒙
の

新
シ
リ
ー
ズ
「
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
」
の
創
刊
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。『
た
の
し
い
一
、
二
年
生
』
の
編
集
長
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だ
っ
た
山や
ま

本も
と

康や
す

雄お

は
局
内
に
残
り
、
新
設
の
学
習
図
書
出
版
部
（
の
ち
学
習
図
書
第
一
出
版
部
）
の
部
長
に

な
っ
た
。

足
澤
は
そ
の
山
本
に
「
講
談
社
で
や
っ
て
な
い
こ
と
は
な
ん
で
も
や
れ
。
と
に
か
く
企
画
を
立
て
ろ
」

と
ハ
ッ
パ
を
か
け
た
。
喫
緊
の
課
題
は
、
学
年
誌
で
苦
汁
を
な
め
さ
せ
た
山
本
や
そ
の
部
下
ら
八
人
の
新

た
な
仕
事
を
作
り
出
す
こ
と
だ
。
そ
し
て
彼
ら
に
二
度
と
同
じ
思
い
を
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

山
本
は
ニ
チ
ボ
ー
貝
塚
バ
レ
ー
チ
ー
ム
の
監
督
・
大だ
い

松ま
つ

博ひ
ろ

文ふ
み

に
注
目
し
た
。
大
松
の
チ
ー
ム
は
昭
和

三
十
七
年
（
一
九
六
二
）、
モ
ス
ク
ワ
の
世
界
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
で
世
界
一
の
座
に
つ
き
、
連
勝

記
録
を
九
十
一
に
ま
で
伸
ば
し
た
。
一
方
で
大
松
は
猛
烈
な
し
ご
き
で
「
鬼
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

そ
の
大
松
を
部
員
の
朝あ
さ

倉く
ら

光み
つ

男お

（
の
ち
現
代
新
書
第
三
代
編
集
長
。
取
締
役
）
が
口
説
き
落
と
し
て
作
っ
た
新

書
判
『
お
れ
に
つ
い
て
こ
い
！
』（
昭
和
三
十
八
年
六
月
刊
）
が
四
十
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

た
。
同
じ
く
新
書
判
の
松ま
つ
本も
と
亨と
お
る『
新
英
会
話
入
門
』（
同
三
十
七
年
一
月
刊
）
の
売
れ
行
き
も
好
調
だ
っ
た
。

だ
が
、
単
発
的
な
企
画
だ
け
で
な
く
、
な
に
か
一
本
、
ど
っ
し
り
と
背
骨
を
な
す
出
版
の
軌
道
を
つ
く

る
必
要
が
あ
っ
た
。
他
社
を
見
渡
す
と
、
中
公
新
書
が
順
調
な
滑
り
出
し
を
見
せ
、
岩
波
新
書
は
創
刊
以

来
五
百
点
を
超
え
て
ま
す
ま
す
好
調
だ
っ
た
。
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
の
光
文
社
は
、
新
シ
リ
ー
ズ
の
カ
ッ

パ
・
ノ
ベ
ル
ス
を
創
刊
し
て
、
松
本
清
張
の
推
理
小
説
を
登
場
さ
せ
、
大
幅
に
シ
ェ
ア
を
拡
大
し
て
い
た
。

第
二
次
新
書
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
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そ
ん
な
な
か
、
足
澤
の
考
え
は
岩
波
、
中
公
に
つ
づ
く
教
養
新
書
の
発
刊
へ
と
向
か
う
。
学
習
図
書

第
一
出
版
部
の
部
員
だ
っ
た
朝
倉
が
当
時
の
局
内
の
空
気
を
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

講
談
社
は
そ
れ
ま
で
雑
誌
を
中
心
に
や
っ
て
き
た
で
し
ょ
。
少
し
硬
い
も
の
を
や
ろ
う
と
、
足
澤

さ
ん
と
山
本
さ
ん
で
話
し
合
い
を
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
講
談
社
の
将
来
を
考
え
る
と
、

あ
る
程
度
こ
ち
ら
の
方
面
を
開
拓
し
て
お
か
な
い
と
ダ
メ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
。
も
う
一
つ
に
は
、
当
時
新
書
時
代
で
新
書
が
す
ご
く
売
れ
て
い
た
ん
で
す
。
当
時
、
岩
波

新
書
は
ほ
と
ん
ど
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
ト
ッ
プ
で
す
。
そ
れ
に
続
け
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ど
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
硬
い
も
の
を
や
ろ
う
と
。
た
だ
、
企
画
会
議
で
は
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
が
決
ま
ら
な
い

ま
ま
や
る
わ
け
で
す
か
ら
、
社
内
で
も
そ
れ
な
り
の
人
た
ち
が
書
い
て
く
れ
る
な
ら
や
ろ
う
か
、
と

い
う
程
度
な
ん
で
す
。
足
澤
局
長
が
や
る
と
い
う
ん
だ
か
ら
、
や
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
よ
。

 

（「
百
年
史
資
料
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
よ
り
）

当
の
足
澤
は
「
七
十
年
史
資
料
」
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。
前
も
っ
て
お
断
り
し
て
お
く
が
、
談
話
中
に

出
て
く
る
『
雄
弁
』
は
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）、
東
京
帝
大
の
書
記
だ
っ
た
野
間
清
治
が
緑
会
（
法

科
の
学
生
団
体
）
弁
論
部
の
速
記
録
を
も
と
に
創
刊
し
た
講
談
社
の
第
一
号
雑
誌
で
あ
る
。
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（
学
習
編
集
局
で
）
学
術
関
係
の
も
の
を
意
識
的
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
講
談
社
は
も

と
も
と
『
雄
弁
』
か
ら
発
足
し
て
い
る
わ
け
で
、
創
刊
号
の
目
次
や
何
か
を
見
て
思
っ
た
ん
で
す
け

ど
も
、
本
当
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
講
談
社
は
『
講
談
俱
楽
部
』
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
て
、
や
わ
ら
か
い
も
の
ば
か
り
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
け
ど
、
僕
な
ん
か
も
本
当
に
そ
う

思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
社
史
を
見
る
と
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
も
と
も
と
東
大
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
も
の
が
主
体
に
流
れ
て
い
る
の
に
び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
で
僕
が
学
習
局
長
だ
っ
た

か
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
学
術
的
な
も
の
が
あ
っ
て
い
い
。
そ
れ
な
ら
ば
岩
波
に
対
抗
し
て
、
岩
波
に

ば
か
り
学
術
的
な
も
の
を
奪
わ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
考
え
た
の
が
、

現
代
新
書
だ
っ
た
ん
で
す
。

足
澤
は
独
学
で
宗
教
・
哲
学
の
研
鑽
を
重
ね
る
う
ち
、
自
社
の
学
術
出
版
物
の
乏
し
さ
を
思
い
知
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
学
習
編
集
局
長
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
気
持
ち
を
強
め
、「
岩
波
に
ば
か
り
学
術
的
な

も
の
を
奪
わ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
」
と
教
養
新
書
の
発
刊
を
決
意
し
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
、

総
合
出
版
社
を
志
向
す
る
野
間
省
一
の
後
押
し
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
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村
井
実
は
語
る

た
だ
、
発
刊
ま
で
に
克
服
す
べ
き
問
題
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
単
な
る
岩
波
や
中
公

の
後
追
い
で
は
な
い
、
講
談
社
独
自
の
カ
ラ
ー
を
ど
う
打
ち
出
す
か
と
い
う
こ
と
だ
。「
読
み
も
の
と
雑
誌

の
出
版
社
」
が
な
ぜ
教
養
新
書
を
出
す
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
本
は
学
年
誌
時
代
に
知
り
合
っ
た
少
壮
の
教
育
学
者
・
村む
ら

井い

実み
の
る（

慶
大
教
授
）
を
足
澤
に
引
き
合
わ
せ

た
。
村
井
は
や
が
て
現
代
新
書
の
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
る
人
物
で
、
以
前
か
ら
山

本
に
「
講
談
社
も
新
書
を
な
さ
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
ら
し
い
。

以
下
は
、
現
代
新
書
編
集
部
に
よ
る
「
創
刊
五
十
周
年
特
別
企
画
」
の
村
井
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。

少
し
長
く
な
る
が
、
現
代
新
書
の
基
本
理
念
を
知
る
う
え
で
不
可
欠
な
記
録
な
の
で
じ
っ
く
り
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。

村
井　
…
…
／
私
が
講
談
社
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
の
後
半
だ
っ
た
か

な
。
当
時
、
講
談
社
も
小
学
館
の
後
を
追
っ
て
『
た
の
し
い
一
年
生
』『
た
の
し
い
二
年
生
』
と
い
っ

た
学
年
誌
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
か
か
わ
り
が
で
き
た
。

で
も
、
学
年
誌
に
し
て
も
、
教
科
書
に
し
て
も
、
学
習
参
考
書
に
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い

た
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
な
ん
と
か
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、『
た
の
し
い
一
、
二
年
生
』
の
編
集

長
を
や
っ
て
い
た
山
本
康
雄
さ
ん
…
…
が
、
私
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
見
え
た
ん
で
す
。「
ど
う
し
た

ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
？
」
と
。
二
人
で
ず
い
ぶ
ん
議
論
を
し
ま
し
た
よ
。
そ
れ
で
、
ど
ち
ら
が
言
い

出
し
た
の
か
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
せ
ん
け
ど
、
講
談
社
も
新
書
を
や
ろ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た

ん
で
す
。

―
新
書
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
と
き
先
生
の
頭
の
中
に
は
当
然
、
岩
波
新
書
の
存
在
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
よ
ね
？　
当
時
、
新
書
と
い
う
器
を
発
明
し
た
岩
波
新
書
は
、
圧
倒
的
な
ブ
ラ
ン
ド
力
と

存
在
感
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
。

村
井　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
念
頭
に
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
岩
波
新
書
と
は
別
の
や
り
方
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
ん
で
す
。

古
い
ワ
ー
プ
ロ
の
中
を
探
し
て
み
た
ら
、
現
代
新
書
創
刊
の
前
に
山
本
さ
ん
に
頼
ま
れ
て
、
私
が

編
集
部
で
話
し
た
時
の
メ
モ
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
メ
モ
に
は
「
講
談
社
文
化
と
岩
波
文
化
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
ま
す
。「
岩
波
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る
け
ど
、「
講
談
社
文
化
」
と

言
わ
れ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
ピ
ン
と
来
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

私
は
自
分
の
専
門
で
あ
る
教
育
に
引
き
つ
け
て
、
明
治
以
来
の
日
本
の
文
化
を
、
近
代
的
な
学
校

制
度
の
導
入
を
き
っ
か
け
に
し
た
「
岩
波
文
化
と
講
談
社
文
化
の
絡
み
合
い
の
歩
み
」
と
し
て
見
た
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ら
面
白
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
の
で
す
。

岩
波
書
店
は
岩
波
文
庫
や
岩
波
新
書
や
学
術
書
に
お
い
て
、
戦
争
中
か
ら
「
大
学
」
と
ぴ
っ
た
り

く
っ
つ
い
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
戦
後
に
わ
り
あ
い
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
た
。
そ
れ
か
ら
小
学

館
は
『
小
学
一
年
生
』
な
ど
の
学
年
誌
で
「
小
学
生
」
を
対
象
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
近
代

的
な
「
学
校
路
線
」
で
す
ね
。

学
校
制
度
は
明
治
五
年
に
西
欧
に
な
ら
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を

も
っ
た
か
と
い
う
と
、「
近
代
化
」
に
と
っ
て
必
須
と
み
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
、「
政
府
」

に
よ
っ
て
、
国
語
、
算
数
、
理
科
、
地
理
、
歴
史
な
ど
の
「
教
科
」
と
し
て
編
成
さ
れ
、
当
時
の
お

よ
そ
三
千
四
百
万
の
国
民
は
一
律
に
、
こ
の
用
意
さ
れ
た
「
教
科
」
の
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
生
き
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
そ
れ
以
前
の
江
戸
時
代
ま
で
の
寺
子
屋
や
私

塾
や
町
中
の
講
釈
所
な
ど
で
育
ま
れ
て
き
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
民
衆
」
の
文
化
で
す
。
学
校
制
度

の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
民
間
の
教
育
施
設
は
前
近
代
的
な
も
の
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
た
わ
け

で
す
が
、
そ
の
文
化
ま
で
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
を
戦
前
に
担
っ
て
い
た
の
は
、
ど
こ
よ
り
も
講
談
社
だ
っ
た
と
思
う
。「
講
談
」
と
い
う
社
名

か
ら
し
て
そ
う
で
す
し
、
国
民
的
雑
誌
で
あ
っ
た
『
キ
ン
グ
』
や
、
私
が
子
供
の
こ
ろ
に
夢
中
に
な
っ
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て
読
ん
で
い
た
『
少
年
俱
楽
部
』
の
存
在
は
圧
倒
的
で
し
た
。『
キ
ン
グ
』
は
ど
こ
の
家
に
行
っ
て

も
必
ず
あ
り
ま
し
た
し
、『
少
年
俱
楽
部
』
に
は
血
湧
き
肉
躍
る
痛
快
な
冒
険
も
の
が
た
く
さ
ん
載
っ

て
い
て
、
学
年
誌
な
ん
て
馬
鹿
ら
し
く
て
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
世
界
中
を
見
渡
し
て
も
あ
あ
い
う

雑
誌
は
稀
有
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
講
談
社
文
化
と
呼
べ
る
も
の
が
戦
前
に
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
、

そ
の
伝
統
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
を
考
え
た
ら
い
い
。
だ
か
ら
私
は
、
講
談
社
は
民

衆
の
文
化
を
背
負
う
つ
も
り
で
、
新
し
い
新
書
を
つ
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

（
中
略
）

―
先
生
が
思
い
描
い
て
い
た
、
岩
波
新
書
と
は
違
う
「
現
代
新
書
ら
し
さ
」
と
は
、
具
体
的
に
ど

う
い
う
も
の
で
し
た
か
？

村
井　
岩
波
新
書
が
読
者
に
高
校
・
大
学
以
上
の
レ
ベ
ル
を
要
求
し
、
知
的
エ
リ
ー
ト
を
対
象
に
し

て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か
る
も
の
、
し
か
し
内
容
に
お
い
て
は
高
度
で
深
い
も

の
を
目
指
し
ま
し
た
。

岩
波
新
書
の
ま
ね
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
こ
そ
戦
前
に
『
キ
ン
グ
』
や
『
少
年
俱
楽
部
』

を
読
ん
で
い
た
よ
う
な
人
た
ち
が
、「
そ
う
か
、
自
分
た
ち
が
日
本
の
文
化
を
背
負
っ
て
い
け
ば
い
い

ん
だ
な
」
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
。（
後
略
）
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こ
こ
で
村
井
の
い
う
「
講
談
社
文
化
」
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
講
談
社
の
創
業
者
・
野
間
清

治
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
講
談
に
親
し
み
、
講
談
を
生
ん
だ
江
戸
町
人
社
会
の
文
化
を
栄
養
に
し
て
育
っ

た
。
特
に
曲き
ょ

亭く
て

馬い
ば

琴き
ん

作
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
生
涯
愛
読
し
、「
自
分
の
如
き
は
仁
、
義
、
礼
、
智
、

忠
、
信
、
孝
、
悌
の
八
つ
を
、『
八
犬
伝
』
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
、
こ
れ
が
自
分
の
血
の
中
に
と
け
こ
ん

で
、
自
分
の
云う
ん

為い

行
動
を
律
し
て
い
る
」
と
言
う
ほ
ど
だ
っ
た
。

第
四
代
社
長
の
省
一
は
さ
す
が
に
そ
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
、
あ
る
座
談
会
で
こ
う
語
っ
て

い
る
。

初
代
は
、『
八
犬
伝
』
の
仁
・
義
・
孝
な
ど
と
い
う
言
葉
が
た
い
へ
ん
好
き
で
し
た
。
こ
れ
は
講
談

に
流
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
町
人
社
会
の
精
神
で
す
ね
。
よ
く
、
野
間
清
治
は
〝
忠
君
愛
国
〞
が
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
だ
っ
た
、
と
い
う
人
が
い
る
の
で
す
が
、
本
人
は
そ
う
い
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
口
に
し
て

い
な
い
ん
で
す
。
初
代
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
た
も
の
は
、
む
し
ろ
仁
俠
の
精
神
、
江
戸
の
町
人
社

会
の
精
神
だ
っ
た
。
そ
の
精
神
が
雑
誌
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
、
多
く
の
読
者
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。 

（『
財
界
人
思
想
全
集
７ 
財
界
人
の
教
育
観
・
学
問
観
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
よ
り
）
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新
制
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か
る
新
書
を
つ
く
っ
た
ら
い
い

戦
前
の
講
談
社
が
人
心
を
つ
か
ん
だ
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
中
等
教
育
機
関
（
旧
制
の
中
学
校
・
高
等

女
学
校
・
実
業
学
校
）
の
在
学
者
数
で
あ
る
。
明
治
を
通
じ
て
増
え
つ
づ
け
、
日
露
戦
前
後
に
激
増
す
る
が
、

そ
れ
で
も
率
で
み
れ
ば
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
の
中
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
者
の
比
率
は
男
子
一

九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
子
一
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
。

つ
ま
り
小
学
校
の
一
ク
ラ
ス
四
十
人
と
し
て
、
七
〜
八
人
し
か
中
等
教
育
機
関
へ
は
進
学
で
き
ず
、
残

り
三
十
人
以
上
が
そ
の
ま
ま
農
業
を
し
た
り
、
奉
公
に
出
た
り
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
家
の
貧
し
さ
の

た
め
に
立
身
出
世
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
る
少
年
た
ち
は
さ
ぞ
か
し
悔
し
い
思
い
を
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
と
き
、
野
間
清
治
が
講
談
社
刊
行
の
雑
誌
と
し
て
三
番
目
に
世
に
送
り
出
し
た
『
少
年
俱
楽
部
』

で
少
年
た
ち
に
語
り
か
け
た
言
葉
は
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。

小
学
校
を
卒
業
し
た
だ
け
で
、
必
ず
し
も
中
等
学
校
に
入
ら
な
く
と
も
、
偉
く
な
る
こ
と
は
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
偉
く
な
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
、
進
ん
で
中
等
学
校
に
入
っ
て
も
入
ら
な
く
て
も

偉
く
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
入
る
と
入
ら
ぬ
と
は
さ
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
。
一
体
偉
く
な
る
の
に

一
番
必
要
な
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
学
問
で
は
な
い
。
才
智
で
は
な
い
。
そ
の
人
の
品
性
如

何
で
あ
る
。（
略
）
古
人
は
戒
め
ら
れ
た
。
偉
く
な
る
の
道
は
遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
極
め
て
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手
近
に
あ
る
の
で
あ
る
。
仰
い
で
は
た
き
を
か
け
、
俯
し
て
雑
巾
を
か
け
る
間
に
も
あ
る
。
飯
を
食

べ
る
、
客
を
迎
え
る
、
使
い
に
行
く
、
口
上
を
述
べ
る
。
お
辞
儀
を
す
る
。
そ
の
間
に
も
偉
く
な
る

道
は
存
す
る
。（
略
）
諸
君
！

一
日
一
日
が
集
っ
て
一
月
と
な
り
、
一
年
と
な
り
一
生
と
な
る
。

「
そ
の
一
日
」
を
偉
く
し
給
え
。

「
中
等
学
校
に
行
か
な
く
と
も
偉
く
な
れ
る
」
は
、
学
歴
社
会
か
ら
弾
か
れ
た
青
少
年
の
生
き
る
糧
と
な

る
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
清
治
は
、
日
常
の
修
養
の
積
み
重
ね
が
立
身
出
世
に
つ
な
が
る
と
説

き
、「
近
代
的
な
学
校
路
線
」
と
異
な
る
道
筋
を
示
し
て
圧
倒
的
な
支
持
を
得
た
。

「
江
戸
の
町
人
社
会
の
精
神
」
か
ら
生
ま
れ
た
講
談
社
は
、
つ
ね
に
社
会
の
下
層
を
な
す
人
び
と
に
焦
点

を
合
わ
せ
な
が
ら
成
長
を
つ
づ
け
て
き
た
。
村
井
は
そ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
、
岩
波
新
書
が
「
高
校
・

大
学
以
上
の
レ
ベ
ル
」
の
「
知
的
エ
リ
ー
ト
」
を
対
象
と
す
る
な
ら
、
戦
後
の
講
談
社
は
「
新
制
中
学
卒

で
も
十
分
わ
か
る
」
新
書
を
つ
く
っ
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

少
年
時
代
に
清
治
の
薫
陶
を
受
け
た
足
澤
は
、
そ
の
言
葉
に
目
を
見
開
か
さ
れ
る
よ
う
な
思
い
が
し
た

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
村
井
が
提
示
し
た
理
念
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
講
談
社
文
化
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
塗

り
か
え
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
前
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
よ
う
に
、
戦
前
日
本
の
文
化
構
造
は
、
大
衆

の
低
俗
な
講
談
社
文
化
と
、
知
識
層
の
高
踏
的
な
岩
波
文
化
に
分
か
れ
、
二
つ
の
文
化
の
背
反
・
隔
絶
が
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日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
温
床
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
村
井
は
教
育
学
の
立
場
か
ら
、
こ
の
二
項
対
立
図
式
を
否
定
し
た
。
彼
は
む
し
ろ
国
家
主

導
の
「
近
代
的
な
学
校
路
線
」
が
「
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
に
奉
仕
す
る
硬
直
し
た
エ
リ
ー
ト
」
や
「
軍

国
主
義
的
な
エ
リ
ー
ト
」
を
生
み
出
し
た
と
考
え
た
。
一
方
で
、
庶
民
が
学
び
た
い
こ
と
を
学
び
た
い
と

き
に
自
由
に
学
ぶ
「
寺
子
屋
方
式
」
こ
そ
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
で
、
そ
う
し
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
『
民
衆
』

文
化
」
を
担
っ
た
の
が
講
談
社
文
化
だ
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

３　
現
代
新
書
が
現
代
新
書
で
あ
る
た
め
に

こ
ん
な
も
の
、
で
き
っ
こ
な
い
―
冷
や
や
か
な
社
内
の
空
気

学
習
図
書
第
一
出
版
部
は
、
部
員
の
大
半
が
二
十
代
、
し
か
も
学
年
誌
な
ど
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た

者
ば
か
り
で
、
単
行
本
の
経
験
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
山
本
康
雄
は
こ
う
言
う
。

何
し
ろ
本
づ
く
り
が
わ
か
ら
な
い
。「
チ
リ
」（
中
身
を
保
護
す
る
た
め
表
紙
が
本
文
よ
り
一
回
り
大
き
く
は

み
出
し
た
部
分
の
こ
と
）
と
言
っ
た
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、「
ス
ピ
ン
」（
し
お
り
紐
）
と
か
「
見
返
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し
」（
表
紙
と
本
の
中
身
を
接
着
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
紙
）
と
か
言
っ
た
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
本
を
買
っ

て
き
て
、
あ
あ
こ
れ
が
チ
リ
で
、
こ
れ
が
ス
ピ
ン
だ
な
と
覚
え
な
が
ら
や
っ
た
。 （「
七
十
年
史
資
料
」）

そ
れ
で
も
、
部
員
た
ち
は
岩
波
新
書
の
新
刊
が
出
る
と
す
ぐ
私
費
で
買
い
こ
み
、
新
た
な
新
書
の
企
画

立
案
に
取
り
組
ん
だ
。
基
本
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
最
高
度
の
内
容
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
小
学
生
、
中

学
生
に
も
わ
か
る
よ
う
に
書
い
て
も
ら
う
。
初
発
の
疑
問
に
答
え
る
新
書
」（
山
本
）
で
あ
る
。

執
筆
陣
の
候
補
者
リ
ス
ト
も
で
き
あ
が
っ
た
。
名
前
が
挙
が
っ
た
の
は
、
湯ゆ

川か
わ

秀ひ
で

樹き

・
桑
原
武
夫
・
貝

塚
茂
樹
・
吉よ
し

川か
わ

幸こ
う

次じ

郎ろ
う

・
今
西
錦
司
・
田た

中な
か

美み

知ち

太た

郎ろ
う

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
の
重
鎮
に
、
東

大
教
授
の
中な
か

根ね

千ち

枝え

、
一
橋
大
の
都つ

留る

重し
げ

人と

、
奈
良
女
子
大
の
岡お
か

潔き
よ
しら

。
い
ず
れ
も
時
代
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
人
た
ち
で
あ
る
。

企
画
会
議
に
こ
の
リ
ス
ト
を
出
す
と
、
営
業
サ
イ
ド
か
ら
「
ペ
ー
パ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
は
い
い
け
れ
ど
、

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
書
か
せ
る
の
か
。
誰
が
そ
れ
を
や
る
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
。
第
一

線
で
活
躍
し
て
い
る
学
者
が
講
談
社
で
書
い
て
く
れ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

山
本
は
、
若
い
部
員
た
ち
が
並
ぶ
面
前
で
「
誰
が
そ
れ
を
や
る
の
か
」
と
言
わ
れ
、「
大
変
失
礼
な
こ
と

を
言
う
。
そ
の
部
署
で
提
案
し
て
い
る
人
が
や
る
の
に
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
、
誰
が
や
る
の
か
な
ん
て
ひ

ど
い
言
い
方
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
憤
慨
し
た
。
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こ
ん
な
も
の
は
講
談
社
で
は
で
き
っ
こ
な
い
と
、
案
を
検
討
す
ら
し
て
く
れ
な
い
ん
で
す
。
足
澤

さ
ん
は
そ
の
前
に
営
業
に
い
た
人
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
一
切
口
を
き
い
て
く
れ
な
い
ん

で
す
（
笑
）。
陰
で
は
私
た
ち
に
「
や
れ
、
や
れ
！
」
と
い
う
ん
で
す
が
。 

（
山
本
の
証
言
）

（
社
内
の
反
応
は
）
も
ち
ろ
ん
全
部
が
反
対
で
す
よ
。
そ
ん
な
こ
と
講
談
社
に
は
で
き
る
わ
け
が
な
い

と
い
う
こ
と
が
頭
に
あ
り
ま
す
か
ら
。
誰
が
ど
ん
な
ふ
う
に
言
っ
た
か
、
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
よ

（
笑
）。
足
澤
さ
ん
は
（
前
に
）
販
売
的
な
立
場
に
も
い
た
で
し
ょ
。
と
に
か
く
「
販
売
部
が
反
対
す
る

も
の
を
や
ろ
う
」
と
い
う
の
が
足
澤
さ
ん
の
意
見
だ
っ
た
（
笑
）。 

（
朝
倉
の
証
言
）

営
業
サ
イ
ド
や
重
役
た
ち
の
反
対
で
、
シ
リ
ー
ズ
を
立
ち
上
げ
る
企
画
は
な
ん
ど
も
差
し
戻
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
粘
っ
て
「
リ
ス
ト
の
候
補
者
が
全
員
、
執
筆
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
な
ら
」
と
い
う
販
売
部
長

の
言
質
を
と
り
つ
け
た
。
そ
れ
を
受
け
、
部
員
た
ち
は
著
者
と
の
交
渉
に
入
る
。

と
に
か
く
四
回
、
絶
対
行
け

刊
行
の
趣
旨
を
社
用
箋
に
二
十
枚
ほ
ど
書
い
て
送
り
、
面
会
の
約
束
を
取
り
つ
け
て
会
い
に
行
く
の
だ
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が
、
学
者
の
中
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
「
な
ん
だ
、
講
談
社
は
大
衆
出
版
社
じ
ゃ
な
い
か
」
と
バ
カ
に
す
る

人
が
い
た
。「
な
ん
で
講
談
社
に
私
が
書
か
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
」
と
怒
り
出
す
人
も
い
た
。
多
く
の

学
者
が
「
岩
波
に
は
恩
が
あ
る
が
、
講
談
社
に
は
な
い
」
と
言
っ
た
。

足
澤
は
み
ず
か
ら
京
都
に
赴
き
、「
京
都
学
派
」
の
重
鎮
た
ち
を
訪
ね
て
ま
わ
っ
た
。
最
初
に
会
っ
た
京

大
人
文
科
学
研
究
所
所
長
の
桑
原
武
夫
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
は
「
オ
レ
は
書
く
と
も
書
か
な
い
と
も
言
わ
な

い
。
講
談
社
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
か
ら
ね
」
と
そ
っ
け
な
か
っ
た
。

足
澤
が
辞
そ
う
と
す
る
と
、
気
の
毒
に
思
っ
た
の
か
、
桑
原
は
「
次
は
誰
に
会
う
ん
だ
」
と
訊
い
た
。

「
貝
塚
茂
樹
さ
ん
（
中
国
史
学
。
湯
川
秀
樹
の
兄
）
に
会
い
た
い
」
と
答
え
る
と
、「
そ
れ
じ
ゃ
、
貝
塚
の
と
こ

ろ
に
僕
が
電
話
し
て
お
い
て
や
る
」
と
言
っ
た
。

こ
の
桑
原
の
電
話
が
効
い
た
ら
し
い
。
貝
塚
は
初
対
面
の
足
澤
に
、

「
桑
原
さ
ん
は
何
を
書
く
と
言
っ
た
ん
で
す
か
」
と
訊
い
た
。

「
書
く
と
も
書
か
な
い
と
も
言
わ
な
い
と
い
う
お
話
で
し
た
。
で
も
（
貝
塚
）
先
生
に
は
『
論
語
』
で
も
書

い
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
し
た
」

足
澤
が
答
え
る
と
、
貝
塚
は
、

「
そ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
か
。
じ
ゃ
、
僕
は
『
論
語
』
を
引
き
受
け
よ
う
」

と
言
っ
た
。
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貝
塚
の
Ｏ
Ｋ
が
と
れ
た
の
は
ビ
ッ
グ
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。
山
本
は
東
京
の
本
社
で
編
集
会
議
の
最
中
に

足
澤
の
電
話
を
受
け
、
部
員
た
ち
と
と
も
に
歓
声
を
あ
げ
た
と
い
う
。

貝
塚
は
足
澤
に
「
僕
だ
け
じ
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
松ま
つ

田だ

道み
ち

雄お

さ
ん
（
小
児
科
医
・
評
論
家
）
の
と
こ
ろ

に
行
っ
た
ら
？
」
と
勧
め
て
く
れ
た
。
松
田
は
超
多
忙
だ
っ
た
が
、
足
澤
が
行
く
と
、「
と
て
も
書
く
時
間

が
な
い
か
ら
勘
弁
し
て
く
れ
。
た
だ
し
暇
に
な
っ
た
ら
何
か
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
約
束
は
、

ほ
ど
な
く
現
代
新
書
『
日
本
式
育
児
法
』
と
な
っ
て
果
た
さ
れ
た
。

足
澤
は
こ
の
京
都
訪
問
で
湯
川
秀
樹
（
物
理
学
）
や
加
藤
秀
俊
、
鶴つ
る

見み

俊し
ゅ

輔ん
す
け（

哲
学
）、
多た

田だ

道み
ち

太た

郎ろ
う

（
フ

ラ
ン
ス
文
学
）
ら
と
も
会
っ
て
い
る
。「
七
十
年
史
資
料
」
の
足
澤
証
言
。

そ
れ
で
、
い
っ
ぺ
ん
だ
け
会
っ
て
も
、
だ
い
た
い
ダ
メ
に
決
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
行
っ

て
、
断
ら
れ
た
ら
、
そ
こ
で
諦
め
る
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
し
ば
ら
く
お
い
て
ま
た
行
こ
う
。
と
に
か
く

四
回
ま
で
は
み
ん
な
行
く
。
そ
う
な
れ
ば
た
い
が
い
書
い
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
局
と
し

て
の
一
つ
の
方
針
を
立
て
た
。
と
に
か
く
四
回
、
絶
対
行
け
、
と
。

山
本
や
部
員
ら
の
頑
張
り
で
、
リ
ス
ト
の
著
者
の
一
人
を
除
く
全
員
が
執
筆
を
承
諾
し
た
。
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初
発
的
か
つ
根
本
的
に

東
京
五
輪
直
前
の
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
三
月
、
学
習
図
書
第
一
出
版
部
か
ら
「
現
代
新
書
」

が
誕
生
し
た
。
初
代
編
集
長
は
山
本
康
雄
（
の
ち
常
務
）。
編
集
部
は
シ
リ
ー
ズ
の
名
前
と
し
て
「
講
談
社

新
書
」
を
希
望
し
た
の
だ
が
、
他
局
に
反
対
さ
れ
た
。
当
時
編
集
部
員
だ
っ
た
渋し
ぶ

谷や

裕ひ
ろ

久ひ
さ

（
の
ち
現
代
新
書

第
五
代
編
集
長
、
監
査
役
）
は
言
う
。

社
内
で
は
、「
ま
だ
ど
う
な
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
シ
リ
ー
ズ
に
、
会
社
を
代
表
す
る
か
の
よ
う
な

名
前
を
つ
け
る
な
ん
て
…
…
」
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、「
現
代
」
を
足
し
た
ん
で
す
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
の
こ
と
で
社
内
で
喧
嘩
を
し
て
つ
ぶ
さ
れ
る
よ
り
は
マ
シ
だ
、
と
そ
こ
は
妥
協
し
た
わ

け
で
す
ね
。 

（「
現
代
新
書
五
十
周
年
特
別
企
画
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

村
井
実
が
起
草
し
た
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
は
「
教
養
は
万
人
が
身
を
も
っ
て
養
い
創
造
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
一
部
の
専
門
家
の
占
有
物
と
し
て
、
た
だ
一
方
的
に
人
々
の
手
も
と
に
配
布
さ
れ
伝
達
さ
れ
う

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
岩
波
茂
雄
が
「
文
化
の
配
達
夫
」
を

自
任
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、「
不
幸
に
し
て
わ
が
国
の
現
状
で
は
、
教
養
の
重
要
な
養
い
と

な
る
べ
き
書
物
は
、
ほ
と
ん
ど
講
壇
か
ら
の
天
下
り
や
単
な
る
解
説
に
終
始
し
」
て
い
る
と
つ
づ
く
。



71　　第１部　現代新書はいかにして現代新書になったのか ── 魚住 昭

そ
う
し
て
「
こ
の
こ
と
は
、
中
・
高
校
だ
け
で
教
育
を
お
わ
る
人
々
の
成
長
を
は
ば
ん
で
い
る
だ
け
で

な
く
、
大
学
に
進
ん
だ
り
、
イ
ン
テ
リ
と
目
さ
れ
た
り
す
る
人
々
の
精
神
力
の
健
康
さ
え
も
む
し
ば
」
ん

で
い
る
と
し
、「
講
壇
か
ら
の
天
下
り
で
も
な
く
、
単
な
る
解
説
書
で
も
な
い
、
も
っ
ぱ
ら
万
人
の
魂
に
生

ず
る
初
発
的
か
つ
根
本
的
な
問
題
を
と
ら
え
、
掘
り
起
こ
」
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

ポ
イ
ン
ト
は
「
初
発
的
か
つ
根
本
的
」
と
い
う
言
葉
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
新
制
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か
る
」

新
書
を
目
指
す
。
そ
れ
が
、
足
澤
や
山
本
ら
の
狙
い
で
も
あ
っ
た
。
部
員
だ
っ
た
渋
谷
が
さ
ら
に
語
る
。

（
当
時
の
岩
波
新
書
に
は
）
僕
ら
編
集
者
で
も
最
後
ま
で
読
み
通
せ
な
い
本
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
ん
で

す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
そ
の
頃
の
岩
波
新
書
は
学
術
色
が
強
く
て
、
硬
か
っ
た
。

そ
こ
で
僕
ら
は
、
原
稿
に
ど
ん
ど
ん
注
文
を
つ
け
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
一
般
の
人
が
最
後
ま
で

読
み
切
れ
な
い
本
で
は
意
味
が
な
い
。
原
稿
を
も
ら
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ

ろ
は
徹
底
的
に
書
き
直
し
て
も
ら
お
う
、
と
。

た
と
え
ば
、
漢
文
が
原
稿
に
出
て
き
た
ら
、
書
き
下
し
文
に
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、
と
か
、
そ
う

い
う
基
本
的
な
こ
と
か
ら
す
べ
て
読
者
の
目
で
見
て
、
と
に
か
く
読
み
や
す
く
し
よ
う
と
注
意
を
払

い
ま
し
た
。「
こ
ん
な
の
も
わ
か
ら
な
い
の
か
！
」
と
怒
り
出
す
先
生
も
い
た
け
ど
、
こ
う
い
う
こ

と
を
き
ち
ん
と
や
る
と
も
の
す
ご
く
喜
ぶ
先
生
も
い
ま
し
た
ね
。 

（
同
右
）
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シ
リ
ー
ズ
第
一
弾
は
、
都
留
重
人
の
『
経
済
学
は
む
ず
か
し
く
な
い
』、
池い
け

田だ

弥や

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
慶
大
教
授
。
国
文

学
）
の
『
光
源
氏
の
一
生
』、
南み
な
み

博ひ
ろ
しの

『
現
代
を
生
き
る
心
理
学
』
の
三
冊
だ
っ
た
。『
経
済
学
…
…
』
は

初
版
五
万
部
、『
光
源
氏
…
…
』
は
四
万
部
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
順
調
に
版
を
重
ね
た
。

第
二
弾
は
村
井
実
の
『
人
間
の
権
利
』、
岡
潔
『
風
蘭
』、
渡わ
た

辺な
べ

一か
ず

夫お

（
東
大
名
誉
教
授
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
）

の
『
私
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』。
翌
月
の
第
三
弾
は
湯
川
秀
樹
・
片か
た

山や
ま

泰や
す

久ひ
さ

・
山や
ま

田だ

英え
い

二じ

共
著
の
『
物
理
の

世
界
』、
平ひ
ら

井い

信の
ぶ

義よ
し

（
お
茶
の
水
女
子
大
教
授
。
児
童
心
理
学
）
の
『
性
を
考
え
る
』、
正ま
さ

木き

ひ
ろ
し
の
『
弁
護

士
』
と
月
三
冊
の
ペ
ー
ス
で
送
り
出
し
た
。
順
風
満
帆
の
船
出
だ
っ
た
。

理
念
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

―
進
学
率
の
上
昇

昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
は
、
戦
後
日
本
が
本
格
的
な
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
時
代
に
突
入
し
た

年
だ
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
受
信
台
数
は
二
千
万
を
超
え
、
自
動
車
の
総
保
有
台
数
も
一
千
万
を
突
破
し
た
。

出
版
界
で
は
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
が
少
年
週
刊
誌
で
初
め
て
百
万
部
を
超
え
、
現
代
新
書
最
初
の
大

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
中
根
千
枝
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
も
誕
生
し
た
。

こ
の
年
の
春
、
講
談
社
に
入
っ
た
田た

代し
ろ

忠た
だ

之ゆ
き

（
の
ち
第
六
代
編
集
長
、
専
務
）
は
三
ヵ
月
の
研
修
を
経
て
学

芸
図
書
第
一
出
版
部
に
配
属
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
現
代
新
書
編
集
部
で
あ
る
。
す
で
に
学
習
編
集
局
か
ら
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学
芸
局
に
機
構
は
改
編
さ
れ
、
編
集
長
は
初
代
の
山
本
か
ら
梶か
じ

包か
ね

喜よ
し

に
替
わ
り
、
学
習
編
集
局
長
の
足
澤

は
取
締
役
書
籍
営
業
局
長
に
昇
格
し
て
い
た
。
以
下
は
「
百
年
史
資
料
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
に
残
さ
れ
た
田
代

の
証
言
で
あ
る
。

創
刊
の
こ
ろ
の
現
代
新
書
は
、
池
田
弥
三
郎
・
南
博
・
都
留
重
人
・
岡
潔
・
湯
川
秀
樹
な
ど
と

い
っ
た
錚
々
た
る
大
物
中
の
大
物
の
著
者
を
そ
ろ
え
て
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
も
い
わ
ゆ
る
基
礎
の
教

養
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
非
常
に
強
力
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
、
創
刊
時
は

大
変
な
実
績
が
あ
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。（
そ
れ
が
）
創
刊
か
ら
三
年
た
っ
た
こ
ろ
、
す
で
に
創
刊
後

の
第
一
低
迷
期
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
営
業
的
に
も
楽
で
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

「
第
一
低
迷
期
」
と
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。
な
に
が
あ
っ
た
の
か
。
田
代
の
入
社
二
ヵ
月
前
に
刊
行
さ

れ
た
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
は
増
刷
に
増
刷
を
重
ね
、
つ
い
に
は
百
十
五
万
部
を
超
え
る
大
ヒ
ッ
ト

と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
回
復
不
能
な
ほ
ど
現
代
新
書
全
体
の
業
績
の
落
ち
こ
み
が
ひ
ど
か
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
詳
し
い
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
真
相
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

当
時
は
「
原
稿
が
か
な
り
苦
し
く
」
な
っ
て
「
も
ら
っ
て
は
入
れ
、
も
ら
っ
て
は
入
れ
や
っ
て
い
た
」
と
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渋
谷
裕
久
が
証
言
し
て
お
り
、
田
代
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
が
配
属
に
な
っ
た
こ
ろ
は
原
稿
が
入
ら
な
く
て
（
二
十
日
の
発
売
日
が
）
か
な
り
ず
れ
て
い
ま
し

た
。
ひ
ど
い
と
き
は
翌
月
頭
に
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
進
行
が
悪
か
っ
た
か
ら
、
原
稿
が
入
る
と
右

か
ら
左
な
ん
で
す
。
な
か
に
は
ク
オ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
品
質
管
理
）
を
な
く
し
ち
ゃ
う
の

も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
ろ
私
が
先
輩
か
ら
引
き
継
い
で
担
当
し
た
の
が
あ
り
ま
す
が
、
著
者
を

ど
こ
か
に
缶
詰
め
に
し
て
、
上
が
っ
た
原
稿
を
部
長
が
チ
ェ
ッ
ク
も
し
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
印
刷
所

に
入
れ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
状
況
だ
か
ら
、
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
営
業
的
に
も
か
な
り
響
い
た

と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

低
迷
の
原
因
は
、
現
代
新
書
の
基
本
理
念
に
も
あ
っ
た
ろ
う
。
ど
う
い
う
読
者
層
を
対
象
に
ど
ん
な
本

を
作
る
の
か
と
い
う
も
っ
と
も
肝
心
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
創
刊
時
に
は
そ
れ
が
「
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か

る
」「
初
発
の
疑
問
に
答
え
る
新
書
」
と
さ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

そ
の
う
え
で
戦
後
の
大
学
進
学
率
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
一
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
つ
ま
り
十
人
に
一
人
の
割
合
だ
っ
た
の
が
、
現
代
新
書
が
ス
タ
ー
ト
し
た
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）
に
は
一
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
倍
増
し
た
。
こ
れ
が
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
だ
と
二
三
・
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六
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
、
十
年
後
の
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
は
三
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
つ
ま
り

五
人
に
二
人
の
割
合
に
な
っ
た
。

次
は
高
校
進
学
率
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
四
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
の
が
、
昭

和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
に
は
早
く
も
七
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
に
は

九
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
つ
ま
り
十
人
に
九
人
が
高
校
に
進
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
後
の
教
育
拡
大
と
高
学
歴
化
で
、
読
者
層
と
し
て
想
定
し
た
「
中
学
卒
」
が
消
え
、「
中
・
高
校
だ
け

で
教
育
を
お
わ
る
人
々
」（「
刊
行
の
こ
と
ば
」）
も
急
激
に
減
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
理

念
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
は
ず
が
な
い
。

ど
れ
を
と
っ
て
も
か
な
わ
な
い

現
代
新
書
の
低
迷
ぶ
り
と
同
時
に
、
新
入
社
員
だ
っ
た
田
代
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
イ
バ
ル

の
岩
波
新
書
の
圧
倒
的
な
強
さ
で
あ
る
。
田
代
は
「
百
年
史
資
料
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
で
い
く
つ
か
の
数
字
を

挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
強
さ
の
秘
密
を
解
説
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
価
格
で
あ
る
。
田
代
の
入
社
当
時
、
岩
波
新
書
の
定
価
は
一
律
百
五
十
円
で
、
中
公
新
書

は
百
八
十
円
前
後
。
そ
れ
に
対
し
現
代
新
書
は
二
百
三
十
円
〜
二
百
五
十
円
だ
っ
た
。
現
代
新
書
は
ペ
ー

ジ
数
に
よ
っ
て
業
務
部
が
原
価
を
計
算
し
て
つ
け
た
の
で
定
価
は
一
定
で
は
な
か
っ
た
が
、
岩
波
新
書
と
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比
べ
て
百
円
近
い
開
き
が
あ
っ
た
。

第
二
点
は
初
版
部
数
で
あ
る
。
岩
波
新
書
は
非
常
に
強
い
著
者
群
を
抱
え
て
、
売
れ
行
き
も
よ
く
、
初

版
部
数
が
約
五
万
部
だ
っ
た
。
し
か
も
完
全
買
い
切
り
制
だ
っ
た
の
で
、
書
店
か
ら
の
返
品
を
心
配
す
る

必
要
が
な
か
っ
た
。「
何
と
言
っ
て
も
、
ま
だ
〝
岩
波
神
話
〞
が
生
き
て
い
ま
し
た
か
ら
、「
書
目
を
見
ず
に

（
毎
月
の
）
新
刊
三
冊
を
予
約
で
買
っ
ち
ゃ
う
」
と
い
う
読
者
が
だ
い
ぶ
い
た
」（
田
代
）
と
い
う
。

一
方
、
現
代
新
書
や
中
公
新
書
は
フ
リ
ー
入
帖
（
書
店
か
ら
の
返
品
を
い
つ
で
も
受
け
入
れ
る
制
度
）
で
、
中
公

新
書
の
初
版
部
数
は
二
万
〜
三
万
部
。
現
代
新
書
は
標
準
で
一
万
二
千
部
。
そ
れ
も
、
ち
ょ
っ
と
弱
い
テ

ー
マ
だ
と
一
万
部
を
割
り
、
八
千
部
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

第
三
は
、
著
者
に
支
払
う
印
税
の
率
で
あ
る
。
岩
波
は
一
三
〜
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
。
中
公
新
書
も
だ
い

た
い
一
二
〜
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
。
現
代
新
書
は
例
外
は
あ
っ
た
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
ご
く
普
通
の

印
税
率
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
著
者
に
と
っ
て
は
初
版
部
数
が
多
い
し
、
印
税
率
も
高
い
の
で
、
ど
う
せ

書
く
な
ら
岩
波
、
中
公
に
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。
で
す
か
ら
シ
リ
ー
ズ
に
有
力
な
売
れ
っ
子
の
著
者
を

引
っ
張
り
込
む
の
は
、
現
代
新
書
は
す
ご
く
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
」（
同
）。

つ
ま
り
当
時
の
現
代
新
書
は
価
格
・
初
版
部
数
・
印
税
率
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
岩
波
新
書
に
大
き
く
後

れ
を
と
り
、
中
公
新
書
に
も
か
な
わ
な
か
っ
た
。
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池
田
大
作
に
本
を
頼
む
く
ら
い
の
勇
気
は
な
い
の
か
ね

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
二
月
、
現
代
新
書
の
編
集
長
が
梶
包
喜
か
ら
朝
倉
光
男
に
替
わ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
営
業
担
当
役
員
の
山や
ま

口ぐ
ち

勘か
ん

三ぞ
う

（
の
ち
副
社
長
）
の
主
宰
で
、
臨
時
の
会
議
が
開
か

れ
た
。
最
悪
の
場
合
は
現
代
新
書
の
休
刊
も
視
野
に
入
れ
た
重
大
な
会
議
だ
っ
た
が
、
い
ろ
ん
な
意
見
が

出
て
、
結
局
、
休
刊
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
ず
、「
テ
コ
入
れ
、
立
て
直
し
を
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

田
代
の
証
言
。

そ
の
と
き
私
は
新
入
社
員
と
し
て
出
席
し
て
い
て
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
は
、
今
で
も

は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
が
、
山
口
勘
三
さ
ん
が
朝
倉
さ
ん
を
攻
撃
す
る
わ
け
で
す
。「
な
ん
と
か
な

ら
な
い
の
か
」
と
。
そ
の
セ
リ
フ
の
中
に
「
朝
倉
君
、
き
み
は
現
代
新
書
を
立
て
直
す
た
め
に
、
例

え
ば
（
創
価
学
会
会
長
の
）
池
田
大
作
に
本
を
頼
む
く
ら
い
の
勇
気
は
な
い
の
か
ね
」
と
言
っ
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
を
聞
い
て
ね
、
私
は
ち
ょ
っ
と
啞
然
と
し
ま
し
た
ね
。
も
ち
ろ
ん
朝
倉
さ
ん
は
そ
ん
な

こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
そ
う
い
う
発
言
が
出
る
ほ
ど
の
会
議
の
空
気
で
は
あ
り
ま
し
た
。

出
版
社
が
巨
大
教
団
の
購
買
力
を
あ
て
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
で
あ
る
。
現
代
新
書
は
大

き
な
壁
に
突
き
当
た
っ
て
い
た
。
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そ
し
て
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
八
月
、
加
藤
勝
久
が
朝
倉
に
替
わ
っ
て
学
芸
図
書
第
一
出
版
部
長

と
な
る
。
課
せ
ら
れ
た
任
務
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ど
ん
底
に
陥
っ
た
現
代
新
書
の
立
て
直
し
で
あ
る
。

基
本
理
念
の
否
定

以
下
は
「
七
十
年
史
資
料
」
に
記
録
さ
れ
た
加
藤
と
、
部
下
で
あ
っ
た
渋
谷
裕
久
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

加
藤　
（
自
分
が
部
長
に
な
っ
た
）
そ
の
と
き
は
本
当
に
（
現
代
新
書
が
）
底
を
つ
い
て
い
て
さ
。

渋
谷　
だ
い
た
い
部
数
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
（
刊
行
順
の
番
号
が
）
四
十
番
台
で
、
け
っ
こ
う
も
う

数
千
と
い
う
の
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
す
で
に
五
、
六
千
と
か
七
、
八
千
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。

加
藤　
（
二
代
目
部
長
の
）
梶
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
と
き
に
、
や
や
趣
味
的
な
も
の
が
あ
っ
た
ね
。

渋
谷　
そ
れ
で
（
昭
和
）
四
十
一
、
二
年
ご
ろ
に
な
っ
て
か
ら
、
原
稿
が
か
な
り
苦
し
く
な
り
ま

し
た
ね
。
も
ら
っ
て
は
入
れ
、
も
ら
っ
て
は
入
れ
や
っ
て
い
た
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
や
っ
ぱ

り
…
…
。

加
藤　
余
裕
が
な
い
わ
け
ね
。
ダ
メ
な
も
の
で
も
や
っ
ち
ゃ
う
み
た
い
の
が
あ
る
ん
だ
よ
。
申
し
訳

な
い
け
れ
ど
も
、
だ
け
ど
、
そ
れ
は
、
今
は
も
う
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
思
う
ん
だ
ね
。

（
あ
る
と
き
、
部
員
の
）
上
田
好
春
君
が
（
原
稿
を
読
ん
で
）「
こ
れ
は
も
う
ダ
メ
だ
。（
筆
者
に
）
返
そ
う
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よ
」
な
ん
て
、
す
ぐ
目
の
前
で
電
話
を
か
け
出
し
た
。
ま
さ
か
そ
こ
で
か
け
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
。「
先
生
、
今
度
の
編
集
長
（
加
藤
の
こ
と
）
は
厳
し
い
人
で
、
ダ
メ
だ
そ
う
で
す
」
な
ん
て
言
っ
て

い
る
。（
僕
は
）「
よ
し
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。（
笑
）
あ
れ
は
お
か
し
な
男
で
ね
。（
中
略
）

渋
谷
君
は
、
最
初
の
創
刊
の
と
き
に
い
た
ん
だ
っ
け
か
。

渋
谷　
創
刊
か
ら
三
年
ち
ょ
っ
と
い
て
。

加
藤　
そ
う
だ
ね
、
あ
の
と
き
は
、
何
で
も
「
ま
す
調
」
で
書
け
ば
い
い
と
い
う
感
じ
で
。

渋
谷　
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、（
現
代
新
書
の
編
集
部
は
も
と
も
と
小
学
生
向
け
の
学

年
別
学
習
誌
を
出
し
て
い
た
）
学
習
局
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
そ
も
そ
も
基
点
に
あ
る
わ
け
な
ん

で
す
ね
。

加
藤　
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、（
以
前
か
ら
講
談
社
が
出
し
て
い
た
）「
ミ
リ
オ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
」
を
気
に

し
て
、
こ
ち
ら
は
も
う
ち
ょ
っ
と
「
初
発
的
」
と
い
う
妙
な
言
葉
が
そ
こ
へ
出
て
来
た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
中
学
生
で
も
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
や
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
っ

て
無
理
な
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
著
者
自
身
が
書
き
に
く
か
っ
た
と
思
う
。
い
ろ
ん
な
注
文
を

つ
け
ら
れ
て
、
縛
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
、
こ
れ
は
も
っ
と
や
さ
し
い
表
現
に
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

で
、
無
理
し
て
や
さ
し
く
し
た
り
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
内
容
ま
で
規
制
さ
れ
ち
ゃ
う
よ
う
な
形

で
、
そ
の
点
ち
ょ
っ
と
ひ
よ
わ
な
と
こ
ろ
が
最
初
あ
っ
た
ね
。
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こ
の
や
り
と
り
を
読
む
と
、
加
藤
が
初
期
の
現
代
新
書
の
編
集
方
針
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
よ
く
わ
か

る
。
彼
は
「
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か
る
」
新
書
と
い
う
基
本
理
念
そ
の
も
の
を
疑
問
視
、
も
っ
と
言
え
ば

否
定
し
、「
実
際
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
っ
て
無
理
な
わ
け
で
す
ね
」
と
言
い
き
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
事
態
は
深
刻
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。

ち
な
み
に
加
藤
が
言
及
し
た
「
ミ
リ
オ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
」
は
、
昭
和
三
十
〜
四
十
二
年
、
講
談
社
が
刊

行
し
た
新
書
判
シ
リ
ー
ズ
の
こ
と
だ
。
発
売
当
初
は
石い
し

川か
わ

達た
つ

三ぞ
う

『
悪
の
愉
し
さ
』、
中な
か

野の

重し
げ

治は
る

『
む
ら
ぎ

も
』
な
ど
文
学
作
品
の
二
次
出
版
物
が
中
心
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
教
養
新
書
的

な
書
き
下
ろ
し
も
混
ざ
り
、
シ
リ
ー
ズ
の
性
格
づ
け
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。
そ
の
「
ミ
リ
オ
ン
・
ブ
ッ
ク

ス
」
と
の
ち
が
い
を
読
者
に
説
明
す
る
た
め
、
現
代
新
書
は
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
に
「「
初
発
的
」
と
い
う

妙
な
言
葉
」（
加
藤
）
を
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

杉
浦
康
平
を
起
用
！

編
集
長
に
就
任
早
々
、
加
藤
が
打
ち
出
し
た
の
は
、「
初
心
者
向
け
の
新
書
」
と
い
う
従
来
の
イ
メ
ー
ジ

を
一
新
し
、「
高
校
生
・
大
学
生
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ま
で
幅
広
い
層
が
読
む
教
養
新
書
」
に
変
え
る
こ
と
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だ
っ
た
。
田
代
に
よ
れ
ば
、
そ
の
手
始
め
に
「
装
丁
を
な
ん
と
か
し
よ
う
よ
」
と
加
藤
は
言
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
現
代
新
書
に
は
塩
化
ビ
ニ
ル
の
カ
バ
ー
が
か
か
っ
て
い
た
。
装
丁
は
え
ん
じ
色
の
ア
ー
チ

の
な
か
に
書
名
と
著
者
名
を
記
し
た
、
カ
ッ
ト
も
な
に
も
な
い
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
っ
た
。
塩
化
ビ
ニ
ル

の
カ
バ
ー
は
静
電
気
を
起
こ
す
の
で
、
本
屋
の
棚
で
ホ
コ
リ
が
つ
い
た
。
と
く
に
背
表
紙
が
黄
色
く
変
色

し
た
う
え
ホ
コ
リ
が
つ
き
、
タ
イ
ト
ル
が
見
え
づ
ら
く
、
汚
か
っ
た
。
田
代
の
証
言
。

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
で
（
四
年
前
に
）
ヒ
ッ
ト
は
出
し
た
け
れ
ど
、
低
迷
期
で
売
れ
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
。
本
屋
で
置
い
て
あ
る
場
所
が
奥
の
ほ
う
の
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
、
悪
い
と
こ
ろ

な
ん
で
す
よ
。
美
観
も
損
ね
る
と
い
う
こ
と
で
、
加
藤
さ
ん
が
「
や
っ
ぱ
り
、
本
は
内
容
と
い
う
け

れ
ど
、
装
丁
を
変
え
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
。
そ
れ
で
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
ん

で
す
。

そ
こ
で
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
が
、
の
ち
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
界
の
第
一
人
者
と
な
る
杉す
ぎ
浦う
ら
康こ
う

平へ
い
で
あ
る
。
杉
浦
は
当
時
ま
だ
三
十
代
後
半
だ
っ
た
。
加
藤
は
渋
谷
の
杉
浦
事
務
所
を
訪
ね
、
現
代
新
書

の
装
丁
一
新
を
依
頼
し
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
杉
浦
自
身
が
「
現
代
新
書
創
刊
二
十
周
年
記
念
」
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
語
っ
て
い
る
。
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当
時
は
講
談
社
の
ほ
か
岩
波
、
中
公
、
ク
セ
ジ
ュ
、
三
一
、
紀
伊
国
屋
、
筑
摩
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ル

ト
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
新
書
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
従
来
の
教
養
主
義
的
色
彩
か
ら
少
し

脱
却
し
て
、
高
校
生
以
上
の
比
較
的
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
強
い
好
奇
心
を
持
っ
た
人
た
ち
に
働
き
か

け
る
新
書
に
変
え
て
い
き
た
い
の
で
、
そ
の
た
め
の
装
幀
を
考
え
て
ほ
し
い
と
、
現
代
新
書
の
編
集

長
が
い
っ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

杉
浦
は
加
藤
の
言
葉
を
聞
い
て
、「
既
成
の
二
大
新
書
」
に
挑
戦
し
、「（
現
代
新
書
を
）
若
い
世
代
の
人
た

ち
に
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
し
た
い
。
新
書
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う
一
歩
前
進
さ
せ
た
い
」
と
い
う
強
い
意
志

を
感
じ
た
と
い
う
。

同
年
秋
に
で
き
あ
が
っ
た
装
丁
は
、
以
後
三
十
三
年
間
、
現
代
新
書
の
顔
に
な
る
。
ク
リ
ー
ム
色
の
地

に
、
や
わ
ら
か
い
感
じ
の
太
明
朝
体
、
八
〇
級
と
い
う
大
き
な
文
字
で
タ
イ
ト
ル
が
縦
書
き
に
レ
イ
ア
ウ

ト
さ
れ
た
。
内
容
紹
介
の
ネ
ー
ム
（
簡
単
な
説
明
文
）
が
表
に
入
り
、
カ
ラ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
が
表
紙
と
背
に
配

さ
れ
た
。
書
店
の
平
台
に
初
め
て
並
べ
ら
れ
た
と
き
、「
ま
る
で
ア
ゲ
ハ
蝶
が
舞
う
よ
う
だ
」
と
評
さ
れ
た

よ
う
に
、
華
麗
に
し
て
斬
新
、
他
に
類
を
見
な
い
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
（『
物
語 

講
談
社
の
１
０
０
年
』
よ
り
）。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
ご
と
に
タ
イ
ト
ル
の
書
体
や
大
き
さ
を
変
え
た
り
、
カ
バ
ー
の
裏
に
年
表
や
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図
を
印
刷
し
た
り
、
袖
（
カ
バ
ー
を
か
け
る
と
き
に
表
紙
の
内
側
に
折
り
込
む
部
分
）
で
関
連
本
を
紹
介
し
た
り
、

裏
に
著
者
の
写
真
を
入
れ
た
り
。
現
在
で
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
杉
浦
の
発

明
だ
っ
た
。
端
的
に
い
う
と
、
杉
浦
は
「
カ
バ
ー
＝
中
身
を
保
護
す
る
」
と
い
う
既
成
概
念
を
破
り
、「
カ

バ
ー
＝
本
の
内
容
を
表
現
す
る
」
と
い
う
新
た
な
概
念
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

新
装
丁
の
第
一
号
は
、
田
代
が
担
当
し
た
京
大
助
教
授
・
樋ひ

口ぐ
ち

隆た
か

康や
す

（
考
古
学
）
の
『
日
本
人
は
ど
こ
か

ら
来
た
か
』
だ
っ
た
。
こ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
三
ヵ
月
で
十
万
部
を
超
え
た
。

す
べ
て
が
変
わ
っ
た

加
藤
は
新
刊
だ
け
で
な
く
、
既
刊
本
も
す
べ
て
新
装
丁
に
変
え
さ
せ
た
。
部
員
た
ち
は
自
分
に
割
り
振

ら
れ
た
既
刊
本
の
ネ
ー
ム
を
書
き
な
が
ら
、
杉
浦
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
デ
ザ
イ
ン
を
決
め
る
作
業

に
追
わ
れ
た
。

入
社
四
年
目
で
加
藤
部
長
の
下
に
配
属
さ
れ
た
鷲わ
し
尾お

賢け
ん
也や

（
の
ち
現
代
新
書
第
七
代
編
集
長
、
取
締
役
）
の

回
想
。

印
象
深
い
の
は
、
私
が
ネ
ー
ム
と
い
う
カ
バ
ー
の
文
章
を
書
く
と
き
に
、
前
の
晩
に
（
原
案
を
）

書
い
て
、
部
長
の
机
の
上
に
置
い
て
帰
る
ん
で
す
け
ど
、
翌
朝
、
そ
れ
を
加
藤
さ
ん
が
、
あ
の
人
朝
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早
い
か
ら
、
手
入
れ
を
し
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
手
入
れ
が
ま
こ
と
に
み
ご
と
で
、
な
る
ほ
ど

文
章
と
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
く
も
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

次
も
田
代
の
証
言
。

一
度
に
全
部
変
え
る
と
い
う
の
は
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
成
果
が
あ
り
ま
し
て
、
販
売
的

に
も
上
向
き
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
い
わ
ゆ
る
〝
教
養
新
書
〞
は
『
岩
波
新
書
』『
中
公
新
書
』『
現
代

新
書
』
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
変
目
立
つ
し
、
何
よ
り
も
き
れ
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
奥

の
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
金
な
こ
と
に
、
入
っ
て
す
ぐ
の
目
立
つ
と
こ

ろ
に
バ
ー
ッ
と
置
か
れ
た
。
し
か
も
新
刊
だ
け
じ
ゃ
な
く
既
刊
本
も
。
棚
差
し
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

面
陳
と
い
う
ん
で
す
か
、
表
紙
を
見
せ
て
陳
列
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
営
業
的
に
も
上
向
き

に
な
り
ま
し
た
。

杉
浦
の
革
命
的
な
装
丁
は
、
編
集
部
員
の
意
識
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
部
員
た
ち
は
杉
浦
事
務
所

に
日
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
多
い
と
き
は
日
に
二
度
だ
。
杉
浦
が
次
々
と
新
た
な
注
文
や
ア

イ
デ
ア
を
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
部
員
だ
っ
た
菅
野
匡
夫
が
言
う
。
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僕
ら
は
杉
浦
事
務
所
に
行
く
の
が
怖
か
っ
た
。
杉
浦
さ
ん
は
単
な
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
は
な
く
、
実

質
編
集
長
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
彼
は
つ
ね
に
書
店
の
店
頭
に
行
っ
て
、
自
分

の
装
丁
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
い
た
。
売
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ぜ
な
の
か
と
考
え

る
。
そ
う
し
て
企
画
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
僕
ら
に
質
問
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
原
稿
の
欠

陥
を
指
摘
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
内
容
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
絵
が
必
要
だ
、

こ
う
い
う
資
料
は
な
い
か
と
注
文
し
て
く
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
え
る
た
め
必
死
で
探
し
回
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
現
代
新
書
の
質
を
向
上
さ
せ
る
の
に
杉
浦
さ
ん
の
存
在
は
と
て

も
大
き
か
っ
た
。

杉
浦
は
印
刷
会
社
に
対
し
て
も
厳
し
か
っ
た
。
カ
バ
ー
に
入
る
〇
・
一
ミ
リ
ほ
ど
の
細
い
罫
線
を
、
二

色
で
掛
け
合
わ
せ
て
色
を
つ
け
る
指
定
を
す
る
。
凸
版
印
刷
（
現
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
か
ら
は
「
冗
談
じ
ゃ
な

い
、
罫
線
の
掛
け
合
わ
せ
な
ん
て
で
き
ま
せ
ん
」
と
苦
情
が
く
る
。
し
か
し
杉
浦
は
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
っ

て
何
で
す
か
」
と
反
論
し
た
。「
そ
の
細
い
罫
線
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
な
い
っ
て
こ
と
は
、
大
も
と
の
ト
ン

ボ
（
位
置
決
め
の
定
点
）
が
合
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
大
き
な
文
字
や
写
真
・
イ
ラ

ス
ト
、
す
べ
て
が
正
確
に
製
版
さ
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
反
論
し
た
。
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こ
れ
に
は
凸
版
印
刷
も
グ
ー
の
音
も
出
な
い
。
そ
う
い
う
や
り
と
り
を
な
ん
ど
も
く
り
返
す
う
ち
職
人

も
意
気
に
感
じ
、「
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
応
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
凸
版
印
刷
で
は
現
代
新
書
の

製
版
責
任
者
が
一
人
ず
っ
と
専
任
で
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

再
録
と
ブ
ラ
ン
チ

田
代
に
よ
れ
ば
、
現
代
新
書
の
売
れ
行
き
が
上
向
き
に
な
っ
た
の
は
、
装
丁
一
新
の
ほ
か
に
理
由
が
二

つ
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
単
行
本
の
再
録
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
新
書
は
書
き
下
ろ
し
が
原
則
だ
っ
た
の

だ
が
、
加
藤
は
「
必
ず
し
も
書
き
下
ろ
し
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
単
行
本
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
も

の
を
そ
の
ま
ま
入
れ
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
た
。

そ
こ
で
二
年
前
に
単
行
本
で
ヒ
ッ
ト
し
た
京
大
教
授
・
会
田
雄
次
（
西
洋
史
）
の
『
日
本
人
の
意
識
構
造
』

を
新
書
で
復
活
さ
せ
る
と
売
れ
た
。
梅う
め

原は
ら

猛た
け
し・

岡
部
伊
都
子
の
『
仏
像
に
想
う
』（
上
・
下
）
も
す
で
に
京
都

の
淡
交
社
か
ら
出
て
い
た
の
を
装
丁
を
変
え
て
現
代
新
書
に
入
れ
た
ら
、
ヒ
ッ
ト
し
た
。

こ
う
し
た
再
録
に
は
部
内
で
「
教
養
新
書
は
文
庫
と
は
違
う
の
だ
か
ら
、
再
録
は
よ
く
な
い
の
で
は
」

と
反
対
の
声
が
あ
っ
た
。
加
藤
は
そ
れ
に
対
し
「
テ
コ
入
れ
策
と
し
て
大
物
の
著
者
を
な
る
べ
く
早
く
起

用
し
た
い
。
書
き
下
ろ
し
だ
と
ど
う
し
て
も
二
年
先
、
三
年
先
に
な
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
の
カ
ン
フ
ル

剤
と
し
て
や
っ
て
み
よ
う
」
と
説
得
に
努
め
た
と
い
う
。
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三
番
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
現
代
新
書
に
ブ
ラ
ン
チ
を
つ
く
っ
た
こ
と
だ
。
加
藤
は
「
日
本
の
古
典
」（
全

五
冊
）、「
新
書　
西
洋
史
」（
全
八
冊
、
以
下
同
じ
）、「
新
書　
東
洋
史
」「
新
書　
日
本
史
」
と
〝
シ
リ
ー
ズ

内
シ
リ
ー
ズ
〞
を
次
々
に
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
新
書
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い
画
期
的
な
試
み
で
、
こ
れ
に
よ

り
単
体
で
は
売
れ
行
き
が
望
め
な
い
骨
太
の
テ
ー
マ
も
版
を
重
ね
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
「
新
書　
西
洋
史
」
で
は
第
一
巻
『
文
明
の
あ
け
ぼ
の
』（
二
十
三
刷
）、
第
二
巻
『
地
中
海
世

界
』（
三
十
六
刷
）、
第
三
巻
『
封
建
制
社
会
』（
二
十
六
刷
）、
第
四
巻
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』（
三
十
五
刷
）
な
ど

と
、
す
べ
て
の
作
品
が
二
十
刷
を
超
え
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
歴
史
シ
リ
ー
ズ
に
京
大
系
の
学
者
を
起
用
し
た
の
も
加
藤
だ
っ
た
。
若
手
部
員
だ
っ
た
守も
り

屋や

龍り
ゅ

一う
い
ちが

語
る
。

そ
の
こ
ろ
岩
波
新
書
に
は
東
大
系
の
学
者
が
書
く
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
加

藤
さ
ん
が
岩
波
新
書
に
対
抗
し
て
「
俺
は
京
都
に
シ
フ
ト
す
る
。
京
都
の
学
者
を
総
動
員
す
る
つ
も

り
だ
か
ら
、
そ
の
方
策
を
考
え
ろ
」
と
言
っ
た
の
で
、
部
員
た
ち
は
一
斉
に
京
都
に
通
い
だ
し
た
ん

で
す
。
当
時
、
京
都
に
は
梅う
め
棹さ
お
忠た
だ
夫お

さ
ん
や
林は
や
屋し
や
辰た
つ
三さ
ぶ
郎ろ
う
さ
ん
、
そ
れ
に
会
田
雄
次
さ
ん
な
ど
た
く

さ
ん
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
京
大
系
の
学
者
も
東
大
へ
の
対
抗
心
が
強
か
っ
た
か
ら
、
加
藤
さ
ん
の
呼

び
か
け
に
呼
応
し
て
、「
新
書　
西
洋
史
」
と
か
「
新
書　
東
洋
史
」
と
か
、
東
大
閥
の
歴
史
観
で
は
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な
い
京
大
閥
の
歴
史
観
に
基
づ
く
新
書
を
作
っ
た
ん
で
す
。

加
藤
の
現
代
新
書
は
売
れ
行
き
良
好
の
企
画
を
次
々
と
生
ん
だ
。
前
に
触
れ
た
『
日
本
人
の
意
識
構
造
』

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
す
ぐ
後
、
清し

水み
ず

幾い
く

太た

郎ろ
う

（
社
会
学
）
の
『
本
は
ど
う
読
む
か
』
が
注
目
を
集
め
、

数
ヵ
月
後
に
板い
た

坂さ
か

元げ
ん

（
日
本
文
学
）
の
『
考
え
る
技
術
・
書
く
技
術
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。

絶
頂
と
翳
り

昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
に
渡わ
た

部な
べ

昇し
ょ

一う
い
ち（

英
語
学
・
哲
学
）
の
『
知
的
生
活
の
方
法
』
が
登
場
し
、
そ

れ
ま
で
売
れ
行
き
ト
ッ
プ
だ
っ
た
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
を
上
回
る
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。『
知
的

生
活
の
方
法
』
と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
林は
や
し

竹た
け

二じ

の
『
田
中
正
造
の
生
涯
』
は
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受

賞
、
名
実
と
も
に
現
代
新
書
の
存
在
感
を
高
め
て
い
っ
た
。
田
代
の
証
言
。

（
こ
の
こ
ろ
現
代
新
書
は
）
お
そ
ら
く
そ
の
後
も
超
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
販
売
、
利
益

面
で
も
最
高
の
実
績
を
残
し
た
と
思
い
ま
す
。
純
利
益
一
億
円
超
、
売
り
上
げ
が
最
高
で
十
二
億
円

く
ら
い
で
し
た
。
こ
の
と
き
は
岩
波
新
書
は
超
え
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
追

い
つ
い
て
い
ま
す
し
、
中
公
新
書
は
か
な
り
凌
駕
し
ま
し
た
。
当
時
は
両
新
書
と
も
ヒ
ッ
ト
が
な
く
、
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低
迷
期
で
、
岩
波
新
書
は
そ
れ
ま
で
の
財
産
で
何
と
か
そ
れ
な
り
の
レ
ベ
ル
を
保
っ
て
い
ま
し
た
け

ど
、
中
公
新
書
は
現
代
新
書
に
か
な
り
水
を
開
け
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
す
ご
い
ん
で
す
よ
。
重
版
の

（
売
り
上
げ
の
）
比
率
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
よ
。
私
は
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
が
、
売
り
上
げ
の
四

分
の
三
を
重
版
で
食
え
た
ら
こ
ん
な
楽
な
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
加
藤
さ
ん
が
部
長
で

来
て
、
現
代
新
書
の
テ
コ
入
れ
を
し
て
軌
道
に
乗
り
、
創
刊
時
に
次
ぐ
（
第
二
の
）
黄
金
期
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
ろ
加
藤
は
四
十
代
後
半
か
ら
五
十
代
に
か
け
て
の
男
盛
り
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
ス
グ
レ
ー
の
髪
を

オ
ー
ル
バ
ッ
ク
に
な
で
つ
け
、
冬
で
も
下
着
な
し
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
一
枚
、
ル
ー
プ
タ
イ
の
ダ
ン
デ
ィ
な
格

好
で
颯
爽
と
歩
く
姿
を
多
く
の
社
員
が
記
憶
し
て
い
る
。

加
藤
は
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）、
取
締
役
学
芸
局
長
に
昇
格
、
同
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
常
務
、

同
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
は
専
務
と
昇
進
を
重
ね
、
編
集
部
門
を
統
括
す
る
立
場
に
な
る
。

そ
の
間
に
現
代
新
書
の
部
下
だ
っ
た
菅
野
匡
夫
と
タ
ッ
グ
を
組
み
、『
昭
和
萬
葉
集
』（
全
二
十
巻
＋
別
巻

一
、
昭
和
五
十
四
〜
五
十
五
年
刊
）
を
刊
行
し
た
。『
昭
和
萬
葉
集
』
は
昭
和
元
年
か
ら
半
世
紀
の
間
に
つ
く
ら

れ
た
短
歌
約
一
千
万
首
の
な
か
か
ら
五
万
首
を
選
ん
で
収
録
し
た
も
の
で
、
激
動
の
時
代
を
生
き
た
庶
民

の
生
活
感
情
を
集
大
成
し
た
も
の
と
し
て
菊
池
寛
賞
を
受
賞
し
た
。
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が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
加
藤
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
っ
て
い
く
。
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）、
現
代
新

書
の
〝
生
み
の
親
〞
と
い
う
べ
き
足
澤
禎
吉
が
解
離
性
大
動
脈
瘤
の
た
め
六
十
歳
で
急
死
し
た
。
昭
和
五
十

九
年
（
一
九
八
四
）
に
は
、
加
藤
の
最
大
の
理
解
者
だ
っ
た
野
間
省
一
が
長
い
闘
病
の
末
に
死
去
。
さ
ら
に

そ
の
三
年
後
の
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
に
は
、
省
一
の
娘
婿
で
、
第
五
代
社
長
の
野
間
惟こ
れ

道み
ち

が
急
性

硬
膜
下
血
腫
の
た
め
四
十
九
歳
の
若
さ
で
他
界
し
た
。

加
藤
は
惟
道
と
は
〝
飲
み
仲
間
〞
と
し
て
心
の
通
い
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
翌
年
刊
行
さ
れ
た

『
追
悼 

野
間
惟
道
』
に
こ
ん
な
和
歌
を
寄
せ
て
い
る
。

　
　
　
戯
れ
に
「
三
頭
の
牛
」
と
い
ひ
し
こ
と
あ
り
、
社
長
・
会
長
・
小
生
と
、
と
も
に
一
回
り
違
い
の
丑
年
な
り
し
か
ば
。

三
頭
の
牛
の
若
き
が
駈
け
行
き
て　
い
づ
ち
往い

に
し
か　
影
も
あ
ら
な
く
に

「
会
長
」
と
は
当
時
の
講
談
社
会
長
・
服は

っ
部と
り

敏と
し

幸ゆ
き

（
大
正
二
年
の
丑
年
生
ま
れ
。
野
間
清
治
の
妻
・
左さ

衛え

の
姪
の
婿

に
あ
た
る
）
の
こ
と
だ
。
加
藤
は
大
正
十
四
年
の
丑
年
生
ま
れ
。
そ
し
て
、
い
ち
ば
ん
若
い
「
社
長
」
の
惟

道
が
昭
和
十
二
年
の
丑
年
生
ま
れ
。「
三
頭
の
牛
の
う
ち
、
い
ち
ば
ん
若
い
牛
が
駈
け
去
っ
て
ゆ
く
。
い
っ

た
い
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
そ
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
な
あ
」

と
解
す
る
と
、
加
藤
の
胸
中
が
浮
か
び
上
が
る
。
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も
は
や
潮
時

―『
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』の
誤
報
騒
動

平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
十
月
、
加
藤
の
後
半
生
を
決
定
づ
け
る
事
件
が
起
き
る
。
新
時
代
の
講
談
社
の

顔
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
雑
誌
『
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
の
誤
報
騒
動
で
あ
る
。

問
題
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
元
年
十
一
月
号
の
「
講
演
天
国
ニ
ッ
ポ
ン
の
大
金
持
ち
文
化
人
30
人
」
と

い
う
特
集
記
事
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
子
育
て
ア
グ
ネ
ス
２
０
０
万
円
」
と
い
う
見
出
し
で
タ
レ
ン
ト

の
ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
の
講
演
料
を
二
百
万
円
だ
と
報
じ
た
の
で
あ
る
。

ア
グ
ネ
ス
側
が
「
事
実
誤
認
だ
」
と
抗
議
す
る
と
、『
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
は
同
年
十
二
月
号
に
見

開
き
二
ペ
ー
ジ
と
い
う
異
例
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
「
ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
さ
ん
に
お
詫
び
い
た
し
ま
す
」

と
い
う
編
集
長
名
の
文
章
を
掲
載
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
編
集
部
は
取
材
段
階
で
ア
グ
ネ
ス
事
務
所
か
ら
「
約
２
時
間
の
講
演
で
、
都
内
で
あ

れ
ば
80
万
円
、
地
方
で
１
日
拘
束
に
な
る
場
合
は
１
０
０
万
円
」
と
い
う
回
答
を
受
け
て
い
た
が
、「
業
界

通
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
誤
っ
た
情
報
か
ら
、
誤
っ
た
金
額
を
記
載
」
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

お
詫
び
文
の
大
要
は
『
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
の
同
じ
号
の
新
聞
広
告
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
対
応
に
社
の
内
外
か
ら
「
講
演
料
が
過
大
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
こ
こ
ま
で
謝
る
必
要
が
あ
る
の
か
」

と
批
判
の
声
が
あ
が
り
、
講
談
社
は
同
年
十
一
月
、『
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ 
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
の
休
刊
を
決
定
。
専
務
の
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加
藤
が
引
責
辞
任
す
る
に
至
る
（
編
集
長
は
そ
の
後
、
退
社
。
担
当
役
員
は
顧
問
に
な
っ
た
）。

事
件
の
経
過
に
は
不
可
解
な
点
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
休
刊
・
引
責
辞
任
の
理
由
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。

誤
報
を
し
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
お
詫
び
の
し
か
た
が
悪
か
っ
た
の
か
。

社
長
の
野
間
佐さ

和わ

子こ

（
省
一
の
娘
で
、
惟
道
の
妻
）
は
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
一
月
の
年
頭
所
感
で
「
私
が

休
刊
を
決
意
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
お
詫
び
す
る
う
え
で
の
編
集
部
の
主
体
性
や
プ
ラ
イ
ド
が
見
当
た

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
問
題
は
誤
報
よ
り
も
、
ア
グ
ネ
ス
側
の
言
い
分
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
お
詫
び
文

に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
交
渉
に
加
藤
が
ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
も

そ
も
過
剰
な
お
詫
び
が
、
休
刊
や
引
責
辞
任
に
値
す
る
で
き
ご
と
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

加
藤
は
辞
任
の
経
緯
に
つ
い
て
周
囲
に
な
に
も
語
ら
ず
、
社
員
た
ち
も
首
を
傾
げ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

佐
和
子
社
長
と
の
見
解
の
相
違
が
背
景
に
あ
る
と
の
説
も
あ
っ
た
が
、
真
相
は
定
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
思
う
に
加
藤
は
省
一
・
惟
道
を
つ
づ
け
て
失
っ
て
以
来
、
自
分
の
講
談
社
人
生
も
そ
ろ
そ
ろ
潮

時
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
三
頭
の
牛
の
若
き
が
駈
け
行
き
て
…
…
」

と
い
う
寂
寥
感
の
漂
う
切
な
い
歌
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

加
藤
は
六
十
五
歳
で
講
談
社
を
退
職
後
、
東
京
近
郊
の
自
宅
や
長
野
県
・
塩
尻
の
別
荘
で
好
き
な
本
を

読
ん
で
暮
ら
し
た
。
七
十
五
歳
を
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
、「
自
分
は
も
う
ボ
ケ
て
、
気
の
利
い
た
話
も
で
き
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な
く
な
っ
た
か
ら
」
と
言
っ
て
講
談
社
の
後
輩
た
ち
と
の
つ
き
あ
い
を
断
っ
た
。
静
か
な
余
生
だ
っ
た
ら

し
い
。
亡
く
な
っ
た
の
は
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
二
月
十
五
日
、
九
十
三
歳
だ
っ
た
。

ふ
た
り
の
加
藤

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
年
九
月
二
十
日
、
社
会
学
者
の
加
藤
秀
俊
が
亡
く
な
っ
た
。
享
年
九
十
三
。

奇
し
く
も
加
藤
勝
久
と
お
な
じ
歳
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
加
藤
に
共
通
す
る
の
は
、
新
書
と
い
う
器
に
つ
い

て
の
明
確
な
意
識
と
、
戦
後
社
会
の
動
向
に
対
す
る
状
況
認
識
の
鋭
さ
だ
っ
た
と
思
う
。

加
藤
秀
俊
は
、
先
に
ふ
れ
た
「
日
本
の
新
書
文
化
」
の
な
か
で
、
日
本
の
新
書
は
欧
米
の
軽
装
版
と

違
い
「
ほ
と
ん
ど
が
書
き
お
ろ
し
で
、
そ
れ
じ
た
い
独
立
の
領
域
」
を
も
ち
「
世
界
で
も
珍
し
い
機
能
を

背
負
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
機
能
と
は
「
う
ご
き
つ
つ
あ
る
「
現
代
」
へ
の
俊
敏
な
姿
勢
」

で
あ
り
、「
現
代
に
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
術
を
提
供
す
る
」
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。

そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
岩
波
新
書
は
日
中
戦
争
の
最
中
に
「
中
国
に
対
す
る
日
本
の
軍
事
行
動
を
反

省
し
批
判
す
る
資
料
を
提
供
」
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
。
戦
後
生
ま
れ
の
中
公
新
書
も
現
代
新
書
も
「
現

代
に
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
術
を
提
供
」
し
よ
う
と
苦
闘
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
新
書
と
は
、
加

藤
が
言
う
よ
う
に
「
判
型
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
よ
り
は
、
ひ
と
つ
の
思
想
の
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
り
、「「
現

在
」
と
切
り
む
す
ぶ
出
版
形
式
」
な
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
加
藤
は
、
教
育
拡
大
に
よ
る
戦
後
社
会
の
変
化
も
正
確
に
見
通
し
て

い
た
。
新
学
制
が
ひ
か
れ
た
お
か
げ
で
「
新
制
高
校
卒
業
生
も
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
い
る
。
大

学
を
出
た
と
い
っ
て
も
昔
ほ
ど
幅
は
利
か
な
い
」（「
中
間
文
化
論
」）
と
し
て
、
高
校
・
大
学
進
学
率
の
急

増
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
中
公
新
書
の
方
向
性
を
定
め
た
。
卓
見
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

一
方
、
現
代
新
書
の
創
刊
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
読
者
層
と
し
て
「
中
学
卒
」
に
照
準
を
合
わ
せ
た
が
、
こ

れ
は
当
時
の
現
実
と
の
間
に
明
ら
か
な
齟
齬
が
あ
っ
た
。
創
業
以
来
、
社
会
の
下
層
に
焦
点
を
合
わ
せ
な

が
ら
成
長
し
て
き
た
講
談
社
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
し
か
ら
し
め
た
〝
判
断
ミ
ス
〞
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
加
藤
勝
久
は
こ
の
創
刊
路
線
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
大
胆
に
否
定
、
い
わ
ば
止
揚
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
代
新
書
を
再
生
さ
せ
た
。「
中
学
卒
で
も
十
分
わ
か
る
」
新
書
な
ん
て
「
実
際
そ
ん
な
こ
と
を

言
っ
た
っ
て
無
理
な
わ
け
で
す
ね
」
と
断
じ
た
こ
と
で
、
現
代
新
書
は
い
ま
に
つ
づ
い
て
い
る
。

精
神
の
リ
レ
ー

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）、
日
本
国
内
の
出
版
物
の
売
上
総
額
は
ピ
ー
ク
の
約
二
兆
六
千
億
円
に
達
し
た
。

そ
れ
か
ら
売
り
上
げ
は
下
が
り
つ
づ
け
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
に
は
一
兆
六
千
三
百
五
億
円
の
約
四
割

減
と
な
っ
た
。
苦
境
の
出
版
業
界
は
、
単
行
本
よ
り
も
単
価
が
安
く
、
比
較
的
に
編
集
経
費
も
か
か
ら
な

い
新
書
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
の
ち
く
ま
新
書
の
創
刊
は
ピ
ー
ク
前
の
こ
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と
だ
が
、
そ
れ
を
皮
切
り
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
文
春
新
書
、
平
凡
社
新
書
、
光
文
社
新
書
、
集
英
社
新
書
ほ

か
数
々
の
創
刊
が
相
次
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
〝
新
書
戦
争
〞
が
始
ま
っ
た
。

現
代
新
書
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
赤
字
に

転
落
し
た
。
が
、
電
子
書
籍
の
売
り
上
げ
が
急
増
し
た
二
〇
一
七
年
ご
ろ
か
ら
復
調
に
転
じ
た
と
い
う
。

活
路
は
や
は
り
電
子
書
籍
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
方
面
に
あ
る
ら
し
い
。
現
代
新
書
の
第
十
五
代
編
集
長
・

川か
わ

治じ

豊ほ
う

成せ
い

は
『
中
央
公
論
』
の
新
書
編
集
長
座
談
会
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
（
二
〇
二
四
年
三
月
号
）。

…
…
団
塊
の
世
代
が
あ
と
５
年
ほ
ど
で
全
員
80
代
に
な
り
ま
す
。
お
元
気
な
世
代
で
す
が
、
そ
れ

で
も
日
常
の
中
で
新
書
を
読
む
習
慣
を
持
っ
て
い
る
世
代
が
少
し
ず
つ
市
場
か
ら
退
場
し
て
い
く
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
５
年
後
の
新
書
市
場
は
パ
イ
が
ガ
ク
ン
と
小
さ
く
な
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
渦
中
に
い
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。

当
然
、
デ
ジ
タ
ル
化
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
若
い
世
代
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
女
性
誌
の
世

界
の
変
化
は
も
っ
と
早
く
訪
れ
ま
し
た
。
ス
マ
ホ
か
ら
タ
ダ
で
情
報
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
わ

い
い
も
の
、
す
て
き
な
も
の
も
ネ
ッ
ト
で
見
ら
れ
る
。
女
性
誌
の
苦
境
は
15
年
以
上
前
に
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
波
は
順
次
襲
っ
て
き
て
い
て
、
新
書
や
新
聞
・
週
刊
誌
は
最
後
で
、
そ
の
最
後
が
い

よ
い
よ
来
つ
つ
あ
る
。（
略
）
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…
…
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
本
の
存
在
を
知
ら
せ
る
努
力
を
し
な
い
限
り
、
ど
ん
な
に
苦
労

し
て
作
っ
て
も
そ
の
本
は
世
の
中
に
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
や
っ
て

知
っ
て
も
ら
う
か
、
知
恵
を
絞
る
し
か
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
を
使
う
し
か
な
い
と
思
っ
て
、
編
集
部
で

は
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。

新
書
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。
い
や
、「「
現
在
」
と
切
り
む
す
」
び
な
が
ら
変
わ
っ
て
い
く

か
ら
こ
そ
新
書
な
の
で
あ
る
。
本
稿
に
登
場
し
た
編
集
者
た
ち
は
先
達
か
ら
受
け
継
い
だ
「
思
想
の
ス
タ

イ
ル
」
に
自
分
な
り
の
工
夫
を
加
え
つ
つ
次
代
に
手
渡
し
て
き
た
。
そ
の
精
神
の
リ
レ
ー
は
こ
れ
か
ら
も

途
絶
え
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
黒
柳
徹
子
が
言
っ
た
よ
う
に
「
本
の
寿
命
と
い
う
の
は
、
人
間
の
寿
命

な
ん
か
よ
り
、
ず
っ
と
長
」
く
、
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
の
だ
か
ら
。
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部　

全
国
の
書
店
員
が
す
す
め
る

「
現
代
新
書
、こ
の
60
冊
」
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往
来
堂
書
店

人間には一人ひとりに核となる
個性、本当の自分というものが
あり、私たちは社会的な生活を
営み対人関係を維持するため
に、多かれ少なかれそれを隠
し、噓をつきながら生きている
……あたり前のように思えるこ
の前提が実は誤りであり、その
ことでさまざまな悩みや苦しみ
が生み出されているという説は
とても腑に落ちる。
SNSで複数のアカウントを使
い分ける時代になっても、根強
く「唯一無二の自分」幻想は存
在していて、「あいつは噓つき
だ」と必要以上に他人を、場合
によっては自分を責めているこ
とも多いかもしれない。

私
と
は
何
か

「
個
人
」か
ら「
分
人
」へ

平野啓一郎

▼
笈
入
建
志



99　　第２部　全国の書店員がすすめる「現代新書、この60冊」

「ダーウィンの呪い」にかかる
と、寝ても覚めてもこういう考
え方に支配される。あなたは進
歩しなくてはならない。そして
競争に勝って生き残らなければ
ならない。それは自然界だけで
なく人間社会にも当てはまる科
学的な法則だ……これは苦し
い。そういうときはこの本をひ
もといて、本当にそうかな？
と考えてみよう。あなたは今の
ままでいい。競争しなくても世
の中に自分の居場所はある。そ
もそもダーウィンはそんなこと
言ってない！　相田みつをや金
子みすゞに癒しを求めるのもい
いが、正しい知識が自分を救う
こともあるのではないか。

何らかの理由で、戦争をしたが
っている、あるいは軍備を増強
したがっている人がいるとす
る。その人は日本国民がどうし
たら「それも仕方がないな」と
感じるようになるかをずっと考
えて、色々な手を打つだろう。
つまり問題は、私たちがどのよ
うにして戦争も仕方がないなと
考えるようになるかで、これは
「なぜあの戦争に負けたのか」
という問いとは全然別のものな
のだ。権力・国際情勢・国民世
論の緊張関係を意識しつつ歴史
を振り返ることで、現在を見る
眼も養われるはずだ。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
呪
い

千葉 聡

戦
争
の
日
本
近
現
代
史

東
大
式
レ
ッ
ス
ン
！

征
韓
論
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で

加藤陽子
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紀
伊
國
屋
書
店　
梅
田
本
店

▼
百
々
典
孝

一冊の本では、まず自分が知りた
いことに照準を定めて読み進める
が、読後にその照準を超える事態
が生じていると、それは大変嬉し
い読書になる。しかし私が昔から
本に求めているものは一冊で二度
以上美味しいかどうかということ。
自分が踏み込んだことが無い、興
味が無かったことにまで好奇心を
向けさせてくれるような本は、最
も嬉しいものだ。福岡先生の美し
い文章を味わいながら生命の誕生
の不思議さに、生物を形づくる
様々な細胞の役割に、またそれら
を名探偵さながらに解いていく科
学者のロマンに胸熱くし、そして
同時に好奇心の扉が次々と開いて
いく。こんなに嬉しい読書を、先
生、ありがとうございます。と感
じる自分の生命の構造の不思議さ
にも思いを馳せることが出来るの
です。

生
物
と
無
生
物
の
あ
い
だ福岡伸一



101　　第２部　全国の書店員がすすめる「現代新書、この60冊」

これはつい最近のこと、「一冊
で日本史が面白くわかる本を教
えて下さい」というお客様にお
ススメさせて頂きました。後日、
再来店された折に「苦手だった
日本史が面白くなってきまし
た」という感想を頂き、とても
感慨深い一冊となりました。天
皇、貴族、武士の誕生。妬み、
嫉み、自己顕示欲。それぞれの
思惑がどうしようもないところ
まで絡み合い発生してしまった
〝内戦〞。当事者たちの苦しみに
思いを馳せながら、そしてまた
その子孫たちのしたたかな生存
戦略と家系図を見比べていく
と、綿々と紡がれていく日本の
成り立ちが自然と脳内で形づく
られていく一冊です。

もう数十年以上前のことですが
歴史の棚を担当している時、日
本書紀と比べ古事記の方が明ら
かに冊数のボリュームがある。
棚の中でそのバランスの悪さ、
見た目の違和感がどうしても気
になっていた。書店員でありな
がら両書の違いについて深い理
解が無いコンプレックスから目
を背け続けてきた清算をする時
がとうとうきたのだ。そう感じ
手に取ったのが本書です。そん
な初心者の私に日本の精神史の
核となるこの2冊の違いをあら
ゆる角度から比較し、時には本
居宣長『古事記伝』にも触れ我々
日本人は何を感じ生きてきたの
か、言語化出来ないその感覚ま
でも知ることが出来た貴重な読
書となった。以降、歴史の棚で
違和感を抱くことは無くなるの
であった。新書は便利ですね。

内
戦
の
日
本
古
代
史

邪
馬
台
国
か
ら
武
士
の
誕
生
ま
で

倉本一宏

古
事
記
と
日
本
書
紀

「
天
皇
神
話
」の
歴
史

神野志隆光
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紀
伊
國
屋
書
店　
吉
祥
寺
東
急
店

私がまだ学生だった頃、たしか、
きちんと敬語を使いこなせるよ
うにならなければ、と思って手
に取った本。でも中身は、正し
い敬語の使い方を教えてくれる
ものというより、敬語の使われ
方や変化を分析する、言語学の
本でした。この本に通底してい
るのは、言葉は使われているう
ちに丁寧さの度合いが低くなり、
新たな言い回しにとってかわら
れるという「敬意低減の法則」。
著者は冗談めかして「食い放題」
が「食べ放題」に変わったのだか
ら、そのうち「召し上がり放題」
になるのでは、と書いています
が、いまウェブで検索してみる
と本当に使われ始めているのが
面白いですね。この本をきっか
けに、私は言語関連の書籍を読
み漁るようになったのでした。

敬
語
は
こ
わ
く
な
い

最
新
用
例
と
基
礎
知
識

井上史雄

▼
小
松
篤
史



103　　第２部　全国の書店員がすすめる「現代新書、この60冊」

文中で紹介されていて、久しぶ
りに思い出したニュース。足を
踏み外して電車とホームの間に
落ちてしまった人を、見ず知ら
ずの乗客たち（総勢40人）が、
せーの、で電車を押して隙間を
作り救出した、というものです。
本著では実験データをもとに、
人間は生まれながらに他人を助
けることを好む傾向があり、他
人が痛がっているのを見るだけ
で自分も痛みを感じることが紹
介されます。そして、古代から
現代までの歴史を見れば、殺人
（戦争）の数は減ってきている
のだというデータも。戦火のニ
ュースが絶えない昨今ですが、
この本を読むと思えてくるので
す。人間、まだまだ捨てたもの
ではないな、と。

学者の夫婦がそれぞれの母語で
ある日本語とフランス語を比較
しつつ、日本語の日常会話に現
れる特徴を検討することで、人
間の言語能力の本質を探ってい
く……、これだけ書くと難しく
感じられますが、取り上げられ
る例文はどれも平易なものばか
りで（そう、例文がとても多い
のです）、すらすら読み進んで
しまいます。「よく落ちなかっ
たね」「ああ、よく働いた」「よく
言うよ」、これらの「よく」はな
ぜ「良い」のニュアンスとはか
なり離れているのか、なんて、
すごくワクワクしてきませんか。
普段私たちが何も意識せずに使
っている言葉の中には、無数の
興味深い現象が潜んでいる、そ
れに気づかせてくれた一冊で
す。

ヒ
ト
の
本
性

な
ぜ
殺
し
、
な
ぜ
助
け
合
う
の
か

川合伸幸

日
本
語
の
森
を
歩
い
て

フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
見
た
日
本
語
学

フランス・ドルヌ＋小林康夫
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紀
伊
國
屋
書
店　
経
営
戦
略
室

昭和史の教養書として、太平洋
戦争推進の中心構想を見る。後
世からみた昭和陸軍は、白兵戦
主義・精神主義に染まった集団
だとの印象があるが、陸軍主流
の一派である統制派の中心人
物・永田鉄山の国家総動員思想
に於いては、寧

むし

ろこれへの批判
を内包した経済合理性と、国家
的要請への国民個々人の強い主
体的なコミットメントがあって
初めて近代国家同士の国家総力
戦を戦えるという戦略構想を抱
いていたことが、石原莞爾の世
界最終戦争構想や、皇道派との
異同によって示される。因

ちな

みに
石原の帝国主義的な他国領有に
ついての詭弁は、現在の国際紛
争に照らしても古典的常套句で
あり、ウクライナ侵攻時のプー
チンにも重なる。

▼
後
藤
崇

昭
和
陸
軍
全
史
1

満
州
事
変

川田 稔



105　　第２部　全国の書店員がすすめる「現代新書、この60冊」

文
化
大
革
命

矢吹 晋

現代中国を理解するために、毛
沢東と文化大革命を知っておき
たい。特権階級支配や資本主義
へのアンチテーゼとしての共産
主義は、ユートピアとして発想
されているが、強権国家の成立
と全体主義及び独裁に至る点
で、実際はディストピアであ
る。文革自体は大衆運動の形を
借りた党内権力闘争に他なら
ず、そのこと自体は本質的には
共産思想とは関係ないが、絶対
権力者への個人崇拝を背景とし
て、毛沢東個人の不完全な共産
社会主義が正道として主張され
た為、長期に亘ってこれを軌道
修正できなかったこともあっ
て、共産体制の前段階として
の、社会主義体制の欠点を如実
に露呈したのが文革であった。
平等の意味や「悪平等」とは何
かを考えずにはいられない。

世界標準としての「キリスト教」
は、日本においてはなかなか浸
透しないが、それは多神教であ
る神道や仏教に比べて、一神教
であるキリスト教の根本的な世
界観が日本人には理解し難いか
らである。本書は聖書及び福音
書の挿話や言葉を参照し、同じ
く一神教のユダヤ教やイスラム
教との違いを比較対照して、キ
リスト教の世界観を説明してい
く。しかし、現世を理不尽に対
する試練の場と捉える考え方
や、原罪との関係でこの世を不
完全な世界と捉える考え方、常
に絶対の見えざる神が見てお
り、この神の視点で考えるとい
う姿勢などは、日本人の生活習
慣や思考には馴染みづらい。人
智を超える存在であるキリスト
教の「神」を理解するのはとて
も難しい。

ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト
教

橋爪大三郎×大澤真幸
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▼
星
真
一

は
じ
め
て
の
ス
ピ
ノ
ザ

自
由
へ
の
エ
チ
カ

國分功一郎

NHK「100分de名著」の講義テ
キストを増補改訂した決定版。
NHKテキストはクタクタになる
まで読み返したけれど現代新書
版ももちろん手元に置いている
し、スピノザの入門書としてこ
れ以上は望めないほどわかりや
すいので、とくに若い読者に広
く長く読み継がれてほしいと思
う。スピノザにとっての「自由」
や「倫理」の意味がわかると大
げさでなく世界の見えかたが変
わるし、読んでいて鳥肌の立つ
瞬間がきっとあるはずだ。國分
功一郎を読みたいけれど『暇と
退屈の倫理学』に歯が立たなか
ったという人は、本書を読んで
から再チャレンジしてみるとい
い。

紀
伊
國
屋
書
店　
新
宿
本
店
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高橋繁行

不
死
身
の
特
攻
兵

軍
神
は
な
ぜ
上
官
に
反
抗
し
た
か

鴻上尚史

「これは恐らく、現存する最後
の土葬の村の記録である」とい
うオビ文に惹かれ手に取った。
令和の時代にいまも土葬の伝統
が残っている地域があるとは思
ってもみなかったけれど、奈良
とか京都とかの地名を見れば意
外なようで納得できるような気
もする。著者は土葬ばかりでな
く野焼き火葬や風葬についても
調査を進めるが、善し悪しにつ
いての評価をしない。土葬の理
由を問われ地元の人は「そら焼
かれるのはかなわん。熱いやん
か」と答えたけれど、死んでし
まえば熱さを感じることもない
だろう（たぶん）。葬儀は残され
た者たちのための儀式だと思え
ば、急がず焦らずじっくり時間
をかけて見送りたい気持ちも、
ずいぶん腑に落ちると思った。

名著『「空気」と「世間」』や『「空
気」を読んでも従わない』の実
証篇とも言うべき一冊。特攻が
優秀なパイロットの命と貴重な
戦闘機を無駄にする愚かな作戦
であることを知りながら戦争継
続のために特攻を命じ続けた大
本営や上官＝世間と、大切なの
は死ぬことではなく敵に損害を
与えることだと訴え、9回に及
ぶ特攻から生還した21歳の特
攻兵。戦後になって特攻を賛美
し、「死にたくなかった」と語る
元特攻兵を「情けない」と批難
する傍観者たち＝空気。佐々木
友次さんのインタヴューを読
み、80年近くまえの「昔話」と
は思えなかった。

土
葬
の
村
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『現代思想入門』は私が文庫・
新書を担当して1年が経ったこ
ろに出版されました。この本は
文字通り飛ぶように売れた一冊
で、それまでほとんど経験した
ことのない事態でした。以前雑
誌・実用書を担当していたとき
も、その本の新鮮さを意識し売
り逃さないようにと考えながら
日々棚を確認していましたが、
今までの2～3冊単位の補充で
は到底追いつかない売れ方をす
るのを目の当たりにし、まさに
文庫・新書担当者としての洗礼
を受けた本でした。
売り逃さないということは担当
として常に強く心掛けています
が、改めてその思いを強くした
印象深い一冊です。

現
代
思
想
入
門

千葉雅也

▼
石
橋
昌
代

京
都
大
学
生
活
協
同
組
合
シ
ョ
ッ
プ
ル
ネ
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成熟ってなんだろう。果実なら
ば堅くて青い実が時を経て軟ら
かく熟していく、そんなイメー
ジだ。〝心〞を持つ人の成熟は、
まさに人それぞれ。人生の不条
理や隠したくなるほどの喜びを
経験し、時には振り返り養分を
吸収してその人なりに成熟して
いくのだ。成熟に正解はない。
形から入る成熟もあるし、憧れ
の先人を追いかけるような方法
もある。世代や個性によって、
また個人でもその時々で違って
くるだろう。そして人の成熟に
ゴールはない。誰のためでもな
い、私自身の豊かな人生のため
に、林真理子さんが成熟に向か
うヒントを教えてくれる。
これからもこの本を開いた時、
また新たな成熟スイッチが見つ
かるかもしれない。楽しみだ。

ある9月の昼下がり、とても控
えめに声をかけてくださった方
がいらっしゃいました。名刺に
は《講談社学芸第一出版部Ｋ》。
編集の仕事で京都大学にいらし
た折に寄ってくださいました。
京都大学出身で在学中は当店に
も来てくださっていたとのこと。
それまで編集の方と直接お話し
する機会はほぼありませんでし
たが、色々と話が弾みＫさんの
編集者としての思いに触れるこ
とが出来ました。一冊の本を作
ることにかけるＫさんの情熱が
とても新鮮で強く響き、この本
を目にすると一冊の本と向き合
うことの大切さを思い出しま
す。書店員として初心に返るこ
とのできる一冊、編集者Ｋさん
とのご縁がもたらしてくれた大
切な一冊となりました。

成
熟
ス
イ
ッ
チ

林 真理子

は
じ
め
て
の
人
類
学

奥野克巳



110

教
文
館

なぜ歴史を知る必要があるのか。
著者のこたえを端的にいえば、責
任があるから、です。負の歴史を
繰り返さないと言うだけでは十分
ではなく、私達の責任について考
え、それを回避するために現在何
をすべきか、という著者の言葉を
2024年の今読むと思い起こすの
は過去の戦争に限りません。
本書の優れた点は、歴史を学ぶ際
はそれに付随する「記憶」を知る
ことも不可欠で、それを丁寧に示
すところです。記憶は人の立場に
よって異なり、ではそこから何を
学ぶかということを、実際に異な
る地域出身の学生たちの対話から
読み取ることが本書の醍醐味で
す。「……単に他の見方から学ぶと
いうだけでなく、自分の見方の原
点と限界について学ぶのである。」
（197頁）本書中の著者の指摘は心
にとどめておきたいものばかりで
す。

▼
成
田
愛
美

戦
争
の
記
憶

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
特
別
講
義

―
学
生
と
の
対
話
―

キャロル・グラック
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無
限
論
の
教
室

野矢茂樹

本書を読み、私は日本に関する
知識がだいぶ欠損しているのを
痛感しました。細かな知識と著
者の洞察力に唸るばかりです。
かつての日本での中国に倣った
漢の文化とそれを取り込んだ独
自の和の文化の両立を、「これ
はダブル・スタンダードとも言
えますが、私は『デュアル・ス
タンダード』を意図したと考え
ています。デュアルとは『行っ
たり来たりできる』ということ、
また『双

デュアリティ

対性』を活かすという
ことです。」（45～46頁）と松岡
正剛さんは言い、日本社会をそ
の根っこにある多様なもののう
つり変わりから捉えます。
簡略化や一極集中するような傾
向から身を離して、これまで培
ってきたもの、そしてこれから
の社会も含めた日本文化の可能
性に目を向けるための道しるべ
として、本書は重要な一冊です。

日
本
文
化
の
核
心

「
ジ
ャ
パ
ン・ス
タ
イ
ル
」を
読
み
解
く

松岡正剛

私の人生でいちばんお気に入り
の新書です。いつ読んでも、無
限をめぐる数学と哲学を知るこ
とが、ただただ楽しくなるんで
す。対角線がアツい。集合がア
ツい。難易度が高い……でも、
いつのまにか軽やかに読まされ
ているんです。
軽やかなのは青春小説の登場人
物風に仕立てられたタジマ先生
の楽しげな語り口だけ。内容は
それどころか「ベッタリ」して
いたり手間のかかる思考過程ば
かり。私は数学がニガテなので
本書の内容を正確に理解できて
いるかはさておき、本書独特の
一文一文に誘い込まれるまま想
像力をめいっぱい働かせ、難問
を解く過程をどうにか理解した
くて説明を嚙みしめるとき、お
もしろさがじわぁっとこみ上げ
ます。
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く
ま
ざ
わ
書
店　
営
業
推
進
部

受験勉強からやっと解放され、
これからは自分の興味のある本
を読むんだい、と思い新古書店
をぶらぶらしていたときに見つ
けました。当時大塚英志を読ん
だりして物語論に関心があった
のと、「本当は怖いグリム童話」
のような本もすこし前に流行っ
たタイミングでありました。本
書はグリム童話成立の社会史的
背景や内容の精神分析考察に重
きが置かれていて、内容は大変
読みやすく面白く、わたしが初
めて通読した講談社現代新書で
す。

グ
リ
ム
童
話

メ
ル
ヘ
ン
の
深
層

鈴木 晶

▼
飯
田
正
人
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わたしは実はインプロ（即興演
劇）というものを嗜

たしな

んでおり、
その師匠から推薦され手に取り
ました。本書は絵やピアノと同
じように、誰もが演劇をしてい
いのだという立場のもと、戯曲
をつくる技術を言語化していく
本。テクニカルな話としては、
情報の偏りのある人物を出会わ
せたほうが観客に必要な情報を
不自然にならず示すことができ
る、など試してみたいことがた
くさん見つかりました。ふだん
演劇と関わりのない人にとって
も、演劇に興味を持ったり、人
と人との関わりについて新たな
視点を獲得できる良い本だと思
います。

政治・時事・社会に関する書籍
の担当となったものの、いくら
新聞を読んでもなんだかよくわ
かってこないな、と悶々として
いた頃に本書と出会いました。
なんだか陰謀論ぽいタイトルだ
なと訝

いぶか

りつつ、同じ著者の『日
本はなぜ、「基地」と「原発」を
止められないのか』（集英社イ
ンターナショナル）が非常に売
れた記憶があったので、新書な
らば読みやすいかなと手に取り
ました。これほど日本で暮らし
ている人にとって嬉しくない事
実が書かれているにもかかわら
ず、そういう行動原理であるな
らば、いろいろなことがスッキ
リ腑に落ちる！ その感覚がも
のすごく嬉しかった本です。

演
劇
入
門

平田オリザ

知
っ
て
は
い
け
な
い

隠
さ
れ
た
日
本
支
配
の
構
造

矢部宏治
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店　
八
王
子
店

本書は、書名とは裏腹に現代思
想の用語辞典としての性質は持
たない。ノマドロジー、批判理
論、マルクス現象、脱構築、暴
力、自律性や希望といった鍵概
念のもつ意義が、私たちの生き
る社会と現代思想の関係性、そ
の網の目のなかで、瑞々しい文
章で展開される。とくに、全編
にわたって通底していると思わ
れる、暴力と自律性についての
考察は白眉と言えるだろう。不
可避的に暴力や権力が前提とな
るこの社会において、諸個人の
自律性の確立を目指すことは、
現代でも普遍的な課題であると
考えられる。40年近く前の刊
行物ながら、古びることなく、
今なおアクチュアリティを放つ
珠玉の一冊。

現
代
思
想
の
キ
イ・ワ
ー
ド今村仁司

▼
磯
前
大
地
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たとえば、広島とホロコースト
についてがそうであるように、
地域や時代によって、反戦・正
戦をはじめとする戦争の記憶と
の向き合い方には大きな違いが
生じる。そしてさらには、異な
る価値観で相手の主張は歴史の
修正であるとする、記憶の戦い
がおこなわれる。本書は、その
ような戦争の記憶にまつわる社
会通念や国民の物語が、上から
も下からも形成される様を読み
解き、相対化することを試み
る。その先にある、イデオロギ
ーとは違うかたちで死者をただ
静かに見つめようとする姿勢
は、戦争が過去のものとはなり
えなかった21世紀の世界にあ
っても、各々の戦後を生きる
人々に問いを投げかける。現代
社会にも無縁にはなりえない、
著者の言葉が胸に響く。　

教養というと、どのようなイメ
ージをもたれるのが一般的であ
ろうか。西欧の近代的個人像に
もとづく、知識の総量の多さに
よるのだろうか。本書によれ
ば、一人一人の人間が完全に教
養ある人になりきることはでき
ない。鍵となるのは「世間」の
概念だ。明治以来、国家の枠組
みに回収される危機に見舞われ
ながらも、いまも人と人との関
係の世界を軸とする「世間」。
人は、他の人々との間で「いか
に生きるか」という問いをた
て、何らかの制度や権威に頼る
ことなく、周囲の人に自然に働
きかけることができて、教養人
になりうる。国家や市場原理の
もと個人単位の教養が猛威をふ
るい、羨望される現在において
も、私たちにあるべき道を示す
名著。

戦
争
を
記
憶
す
る

広
島
・
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
現
在

藤原帰一

「
教
養
」と
は
何
か

阿部謹也
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▼
小
泉
千
夏

楽
し
く
学
べ
る

「
知
財
」入
門

稲穂健市

まず帯が最高です。「『C』に
著作権はあるか？」と複数の
Cを使ったロゴマークを並べ
て、直感的に題材への興味が
わく帯が素敵です。
知的財産権とは何か、日常生
活や仕事とどう関係があるか
が分かる本です。SNSのお
かげで誰でも広く情報発信が
できるようになった反面、誰
かの権利を侵害してしまう心
配も日常茶飯事に。権利関係
のモヤモヤを解決するための
最初の一冊として最適です。

ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店　
池
袋
本
店
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ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家

江村 洋

ものごとの決め方に疑問を持
った時、歴史から振り返って
考えるために必読の書です。
古代ギリシアから始まり戦後
日本までの民主主義の仕組と
考え方について知ることがで
きます。2020年の発売から
読まれ続けて、当店の新書売
場ではずっと面陳をキープし
ています。先日累計1000冊
実売を突破しました。現代新
書の新定番です。

西洋美術の展覧会巡りをして
いると、パトロンとしてハプ
スブルク家の皇帝たちが紹介
されていることが多くありま
す。世界史の教科書で名前だ
けは知っていても、いつの時
代のどんな人だったか分かり
ません。
この本一冊で700年にわた
る歴代当主の事績が把握でき
て、名画の描かれた時代背景
を知ることができました。
「ヨーロッパの背骨」と呼ば
れる名門王朝を通して、世界
史の流れを追える一冊です。

民
主
主
義
と
は
何
か

宇野重規
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▼
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
何
か平田オリザ

日本における教育の歴史と問題
点を踏まえながら、「コミュニ
ケーション能力」とは何か、「対
話」とは何かを多角的に考察す
る一冊。人間関係に悩んでいた
20代の頃に手に取り、「コミュ
ニケーション能力」の有無は属
人的な問題というより、産業構
造や日本の文化的な特質によっ
て顕在化するものであるという
ことを知り、肩の荷が下りた覚
えがあります。「コミュニケー
ションの環境をデザインする」
という視点は、チームで働いて
いる今でも示唆を与えてくれま
すし、何より「わかりあえない
というところから歩きだそう」
というメッセージには、粘り強
い「対話」が必要とされる身近
な場面においても大いに励まさ
れます。
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Ａ　
デ
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ズ
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今
を
生
き
る
た
め
の

現
代
詩

渡邊十絲子

今
を
生
き
る
思
想 

宮
本
常
一

歴
史
は
庶
民
が
つ
く
る

畑中章宏

「現代詩とはぐれたのは、いつ
ですか」という問いかけではじ
まる本書は、今まで何度も挫折
し、遠のいてしまっていた「詩」
というものの底の知れない魅力
を教えてくれます。詩とは「伝
えたい内容があらかじめあって
それを表現する」ものではなく、
「表現がさきにあって、結果的
になにごとかが伝わる可能性を
未来にむけて確保している」も
のだという主張には、目から鱗
が落ちました。入沢康夫の詩を
はじめ、取り上げられる詩を一
読すれば見たことのない景色に
出合えます。著者があまりにも
自由に詩を楽しむ姿に触れ、詩
だけではなく読書と、言葉と、
もっともっと自由につきあって
いきたいと感じさせてくれる一
冊です。

宮本常一の著書は『忘れられた
日本人』を何度か読んでおり、
区有文書の貸し出しをみんなが
納得いくまで「寄り合い」にか
けるシーンや「土佐源氏」の衝
撃的なモノローグ等、頭にこび
りついて離れない断片的なイメ
ージを持っていました。本書は
それら宮本常一の仕事や生涯を
「民主主義」や「公共性」といっ
た概念で捉えなおし、氏を「思
想家」として位置づけます。中
でも、旅で得た知見を共同体に
持ち帰る「世間師」こそが、共
同体を「公共性」にひらいてき
たという指摘が刺激的で、フィ
ルターバブルやエコーチェンバ
ーが問題視される現代において
もその役割はまったく古びず、
学ぶべきことが多いです。
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民
主
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と
は
何
か

宇野重規

菅義偉氏が総理大臣になって、
すぐに起こった〝あの〞騒動の
6名の内のおひとり、宇野重規
先生の著書。ちょうどその頃コ
ロナ禍で、大学キャンパス内で
の人々の交流が少なくなってい
た時期に、「大学内にある書店」
という東京大学生協の強みを活
かしたことを何かできないかと
考え、宇野先生にお願いして、
この『民主主義とは何か』をテ
ーマにオンラインイベントを初
めて開催しました。その時は民
主主義に関心が向けられていた
時期だったこともあり多くの方
に参加いただきました。そして
今まさに民主主義が問い直され
る社会状況だからこそ、おすす
めできる一冊です。
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現
代
思
想
入
門

千葉雅也

私が今とは別の理系の大学で担
当をしていた頃に、もちろん理
系の学生ばかりだったので、新
書と言えばブルーバックスのイ
メージがあった売り場で、珍し
くと言っては失礼ですが、現代
新書でありながらも話題になっ
た書籍で印象に残っています。
発売から15年以上経っていま
すが、新紙幣に変わる前だから
こその「そうだったのか」と思
える話やコロナの時によく聞い
たPCRについての話、そして
理系の研究生活などにも触れら
れていて、なぜか今に重なって
くる話題も多いです。生物の難
しい話もありますが、そこが分
からなくても楽しめるからこ
そ、第１回新書大賞受賞作だと
感じさせられます。

哲学の入門書は「考えること」
の初歩だからこそ、大学では文
系・理系関係なく幅広く学生の
関心が寄せられます。こちらの
『現代思想入門』も多くの東大生
が興味を持った本でした。「きち
んとする」ことでの秩序化、そ
んな窮屈な現代社会に同調では
なく、協調していくこと。「差異」
を認めていく社会とは。現代社
会を生きるためのヒントとして、
現代思想はどんな意味があるの
かが見えてくる本です。巻末で
はなかなか通読することの難し
い哲学書を読み解くコツにも触
れていて、研究者の読書法が垣
間見えて大変興味深いです。
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分子生物学の隆盛をもたらした
DNA構造解明の歴史から紐解
き、「生命とは何か」という問い
に迫る。門外漢には窺い知れな
い研究室の空気感を巧みに再現
する文章に誘われ、探究心と功
名心がせめぎ合う中で謎に迫る
研究者たちのドラマと〈生命＝
動的平衡を保つ〉働きが示す躍
動的な美しさに惹きつけられ、
そして感嘆する。PR誌『本』の
連載を偶

たま

々
たま

読み始めたのが本書
との出会い。自然科学系を〈読
まず嫌い〉だった私が最後には
「読み終えるのが惜しい……」と
残念に思い、同僚に薦めてしま
うほど入れ込んだ一冊。
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民
主
主
義
と
は
何
か

宇野重規

古代ギリシアに始まり、市民革
命期の仏・米・英国で理念と制
度の近代化を成し遂げた民主主
義が今、大きく揺らいでいる。
著者は民主主義に纏

まつ

わる言説を
丹念に追いかけながら、今なお
「未完成な制度」である民主主
義の行く末を指し示し、私たち
に保守・アップデートし続ける
覚悟を促す。19世紀アメリカ
の自治に「デモクラシー」が持つ
可能性を見いだしたトクヴィル
の姿と、「民主主義」への希望を
訥々と語る著者の姿が重なりあ
う。果たして私たちは民主主義
と共に、この困難な局面を乗り
越えることができるだろうか？

堂島米市場なくして大坂が「天
下の台所」にはなり得なかった。
江戸時代の経済を支えた米市場
の実態をわかりやすく解説した
のが本書だ。米商人と幕府・大
名が様々な思惑と各々の倫理観
をぶつけ合いながら発展してい
く有り様は、堂島米市場が現代
に近しい金融システムだったこ
とを改めて証明してくれる。現
担当の日本近世史棚にある著者
の『近世米市場の形成と展開』
（名古屋大学出版会）が気にな
りつつも手が出せずにいた身に
とって、本書の刊行はとても有
り難く感じたものだ。まさに新
書の理想型・お手本というべき
一冊。

大
坂
堂
島
米こ

め

市い
ち

場ば

江
戸
幕
府
vs
市
場
経
済

高槻泰郎
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丸
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名
古
屋
本
店私が最初に購入した現代新書。ミ

ステリーと麻雀本しか買っていな
かった20代の頃に、すごい麻雀戦
術書が発売されたと聞き、全く立
ち寄らなかった新書売場にて購入
して内容に驚愕した事を覚えてい
ます。運と流れがメインのオカル
ト系の戦術書ばかり発売されてい
た時代に、東風荘の膨大なデータ
を基にした統計から「答え」を導き
出すデジタル系の戦術書はとても
斬新で、今までとは全く違う打ち
方を試したりしていました。麻雀
戦術の基本思考がオカルトからデ
ジタルへ変わっていくきっかけに
なった一冊であり、今でも愛読さ
れるロングセラーでもあります。
それにしても麻雀戦術書が講談社
現代新書から何故発売されたの
か、ずっと不思議に思っています。

科
学
す
る
麻
雀

とつげき東北

▼
藤
堂
恒
平
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新書担当になってから最初に購
入した現代新書。詩には特に興
味もなく、今月の新刊の中のひ
とつという位置付けであったも
のが、日々の作業の中で何かど
うも気になって、とりあえず序
章を読んでみたら一気に惹きつ
けられて購入しました。私にと
っては、現代詩の入門書として
より、本との出会いについて書
かれている本として心に残って
おり、人それぞれに本に書かれ
ている事がわかる時もあれば、
わからない時もあり、自分の感
想や世間の評価などとは関係な
く、どの本も誰かにとっては愛
読書になる可能性があるという
ことを思い出させてくれた一冊
です。

書店に勤務してから最初に購入
した現代新書。第１回新書大賞
の大ベストセラーであり、発売
からずっと売れ続けていて平積
みしておけば間違いのない定番
書です。まだ文芸担当だった頃
に発売され、ミステリーばかり
読んでいて、講談社の新書とい
えば講談社ノベルスにしか興味
のなかった私でも購入するほ
ど、当時は話題になりました。
とにかく文章が上手く、上質の
エッセイでもあり、面白いミス
テリーでもあり、生物学という
ジャンルを超えて万人にオスス
メできる一冊です。

今
を
生
き
る
た
め
の

現
代
詩

渡邊十絲子

生
物
と
無
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物
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あ
い
だ福岡伸一
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この本は、現在流通している現代
新書の中で最も古い通巻2番です。
60年前の創刊時の一冊を今も読
めるということは素晴らしいこと
だと思います。「印象に残った現代
新書を」というテーマでお話を頂
いた時に、初めてこの本を手に取
り、そして読みました。とても分
かりやすく、専門的なことを著者
の視点からバッサリと取捨選択し
て書かれている、まさに新書らし
い新書でした。お恥ずかしながら
著者の池田弥三郎氏を私は知りま
せんでしたが、タレント教授のは
しりとしても人気の学者だったそ
うです。期せずして今年のNHK
大河ドラマは紫式部の物語です。
関連書を読もうと思った時にこう
いった書籍と出会える楽しみをこ
れからも作ってほしいと思います。

光
源
氏
の
一
生

池田弥三郎

▼
新
書
担
当
者

丸
善　
日
本
橋
店
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洋の東西を問わず、優れた科学
者は素晴らしい文学を残すと言
われますが、この本の著者、福
岡伸一さんもまさにその一人だ
と思います。「生命とは何か」と
いう永遠の問いに対して、語り
かけるように書いています。す
でに生命科学を学んでいる人に
は当たり前のことや、もっと深
く知りたいということもあるの
かもしれません。しかし、そこ
は新書です。まったく門外漢の
人間がこのテーマで一冊読み切
れるということが本当にすごい
と思います。同社の「ブルーバ
ックス」でなく、「現代新書」レ
ーベルでこの書籍を刊行したと
いうところにその意味を感じま
す。そういった一般向けのレー
ベルブランドはこれからも大事
にしてほしいと思います。
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物
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あ
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だ福岡伸一
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おそらく初めて自発的に興味を
持って買った現代新書はこれだ
ったように思う。『じぶん・こ
の不思議な存在』この魅力的な
タイトル。自分とは何か、とい
う哲学を優しく紐解いていく。
著者の「自己と他者」という講
義に対しての学生の答案から始
まるプロローグがとてもユニー
クで、今まで私が持っていた
「新書は堅い」イメージが覆さ
れ、資料や学びの為ではなく娯
楽に近い感じで楽しめました。
色々な本を読んできましたが、
20年近く前に出会ったこのプ
ロローグは私の中で一番のお気
に入りとなっています。「自己
と他者」これに対して「〈大好き
だ！〉攻撃」というタイトルの
答案。面白いに決まっていると
思いませんか？

じ
ぶ
ん
・

こ
の
不
思
議
な
存
在

鷲田清一

▼
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両親の老い、自分の老いについ
て考える事が増えたタイミング
でこの本を読みました。医者と
して、それ言っちゃっていいの？
という「ぶっちゃけてる」発言も
非常にありがたい。必ず訪れる
「老い」、おそらく目を背けたい
人も多いのだろう。しかし、こ
れから起きる事について知って
いるのと知らないのとでは本人
も介護する側も全く違ってくる
と思う。「老い」や「死」に対する
心の持ち方を、死が差し迫って
からではなく少しでも早くに知
る事で精神的負担が減り最期ま
で穏やかに過ごせるのかもしれ
ないと思ったら…本当にこの本
を数多くの方に読んでいただき
たい。救いの一冊になるはず！
みんな老いるし、みんな死ぬ、
それは避けられないのだから。

「死は穢れ」の思想が色濃くあ
った頃の滅びゆく弔いの風習。
土葬がまだ残っている事にも驚
きましたが、知らなかった衝撃
的な事実が沢山ありました。昔
は当たり前だったかもしれない
が、ご遺体の扱い方など今では
考えられないような事に心が痛
みました。それでも過去の事を
伝えていく事は大切なんだと思
います。土葬だけではなく各地
の様々な弔いの風習がまとめら
れており、貴重な証言や写真も
多数掲載されており民俗学の面
白さ満載。コロナ禍を経て、家
族葬が増え、またこうして弔い
の形が変わっていくんだなぁ、
昔の人が今の葬儀を見たらどう
思うんだろう、とかそんなこと
を考えました。

人
は
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久坂部 羊

土
葬
の
村

高橋繁行
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出
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神
話

松前 健

出雲地方は私の出身地である
が、記紀や風土記に多くの神
話が残されている地域であ
り、本書はその神話について
コンパクトにまとめて解説し
た本の原点といえる。
この本の刊行後、今日に至る
まで、多くの新たな考古学的
発見があったが、それでも、
出雲神話の入門編としての本
書の意義は、いささかも減じ
ていないと感じる。現在は品
切れ状態だが、復刊フェア企
画などがあれば、必ず加えて
ほしい一冊である。

八
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ー
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河合雅司

漢
字
の
字
源

阿辻哲次

八重洲ブックセンターの創業
40周年イベントで、著者の
河合氏にトークイベントをし
ていただいたことが思い出さ
れる。
予測本は数あれど、今後日本
は、世界はどうなっていくの
かを、数十年後まで「年表」
化した本書は、一読して受け
るインパクトがすこぶる強烈
であった。
本書が刊行されて6年以上経
つが、残念ながら、よくない
予測が既に当たってしまって
きている。今後も目が離せな
い一冊である。

著者は漢字研究で知られる京
都大学名誉教授。阿辻氏の漢
字にまつわる一般向けの解説
書は、非常に数多く出版され
ている。いずれも確かな知見
に基づいた、詳しい解説であ
るとともに、軽妙で読みやす
くわかりやすく書かれている
ことが、人気の理由であろう
と思う。
新たな著作が今後も重ねられ
ていくであろうが、原点であ
る本書を推したい。
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き
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清水幾太郎

2021年春、中公新書『ルワンダ
中央銀行総裁日記』のリバイバ
ルヒットがありました。プロモ
ーションの妙で掘り起こされた
この本の初版は1972年。同年
刊行の現代新書にはどんな本が
あったのだろうと純粋な興味か
ら調べ、出会ったのが本書です。
清水幾太郎先生が長年の学究生
活で身に付けられた経験から語
られる読書術。本に接し生きて
いく上で、自分の血肉にするに
はどう向き合い、どう読めばい
いか。読み進めていくと本の読
み方とは即ち「本との付き合い
方」なのだろう、では振り返り
自分はどう本と付き合ってきた
だろうか？ と考えさせられま
す。即効性はなくともすっと身
体に入ってきてじわりと効いて
くるような、本を読む人生の道
標となる本です。
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下
書
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羽
田
店
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2023年夏、本書が売上累計200
冊を超えた旨をTwitterへ記し
たところ、現代新書公式アカウ
ント様が林真理子先生へお伝え
くださり、大層感激されて御礼
にと、恐縮にも特別にオリジナ
ルのサイン色紙をいただきまし
た。営業の方から伺ったお話で
は林先生いわく「本を買う目的
第一のお客さんが集う書店でな
く、旅客が集う空港内書店での
200冊は重みが違う」とのこと。
光栄なお言葉であると共に自分
にとっては新たな気付きで、仕
事の上や物の見方で、先々何か
に繫がるようなスイッチが入っ
た思いがしました。
サインに付されていた一言は
「毎日小さなスイッチを」。
入れられる日も入れられない日
もあり。しかし日々心の隅に置
いて過ごすようには心掛けてお
ります。

本書は、労働関連、社会保障、
人口動態等々に関する統計50
項目に各々解説を付した、現代
日本を読み解くための基礎デー
タブック。帯のコピーが振るっ
ており「すべての議論の土台に」。
三軒並んだラーメン屋の真ん中
の店が「入口はこちら！」と貼
紙する小噺にも似て、ずるいの
だけど上手い。それこそ議論す
る本の群れの中でより活きるの
ではと思い、丸々そのまま大書
したPOPを付し、民主主義や
日本の今後を論じた本の平台の
中心に積んだのでした。
本の企画そのものに加えて、熱
意とエスプリの効いたコピーも
良かったのでしょう。自分はそ
れをちょっと目立たせる一工夫
をしただけですが、予想をはる
かに超え売れ続けたことには、
大きな手応えを感じました。
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全容を理解するのがとても困
難な文化大革命をハンディで
専門性高くまとめた本書は、
文化大革命を知る一歩として
有益だと思います。毛沢東の
目指したものを思想、人物像
に分け入りながら解説。林
彪、江青、鄧小平など関わっ
た人物についても詳しく記さ
れています。さらに文化大革
命について知りたくなる新書
らしい一冊だと思います。

文
化
大
革
命

矢吹 晋

▼
芝
健
太
郎
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昔は日本には移民はいない、
と言われていましたが、いま
や当たり前になった外国人の
労働者。さまざまな問題をは
らむ技能実習生の現実と問題
を一般に向けて提示。問題意
識も高く非常に面白い。

メルヴィル、トウェインなど
アメリカ文学の名作を訳しな
がらアメリカ文学における
「名前」「食べる」「幽霊の正体」
などを追っていくスリリング
なエッセイは、英米文学の案
内として最適。この本から
20年以上を経た今でも多く
の訳業で英米文学の世界を楽
しませてもらっています。

ふ
た
つ
の
日
本

「
移
民
国
家
」の
建
前
と
現
実

望月優大

ア
メ
リ
カ
文
学
の
レ
ッ
ス
ン柴田元幸
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大学院修士課程に入ってすぐ、
副査を担当して下さった先生か
ら本書を薦められ、「もっと早
く読んでおきたかった……」と
後悔した思い出があります。幅
広い人文学のジャンルを広く取
り扱っている「事典」にもかか
わらず、新書サイズで持ち歩き
やすいところが有難かったで
す。本書の「はじめに」には、
「古典的諸思想もかつては現代
思想であった」、「本『事典』が
読者自身の「思想の言葉」を作
ることに役立つことを、編者は
心から期待している」とありま
す。本書が出版されたのは、私
が生まれる前の1988年です
が、これを手に取った人々が現
在、「現代思想」を編んでいるの
だと思うとわくわくします。

【山田】

現
代
思
想
を
読
む
事
典

今村仁司＝編

▼
山
田
萌
果
・
槣う

る
し

原は
ら

杏
李
・
林
下
沙
代

紀
伊
國
屋
書
店　
札
幌
本
店



137　　第２部　全国の書店員がすすめる「現代新書、この60冊」

医師である久坂部羊先生が、
様々な医療現場の経験を経て
「死に関する新しい教科書」とし
て執筆された本作。「はじめに」
に、死とはだれにでも必ず訪れ
るものであり、しかし練習もや
り直しもできないものであると
いうお話があり、何か遠い出来
事ではなくもっと普段から死に
ついて考えておくべきことがあ
ると、一考する機会となりまし
た。いざ死が目の前に来た時に
どうしたらいいのかという漠然
とした不安を少しでも減らし、
また自分自身だけでなく家族に
ついてもより良い死を迎えるた
めにどう死と向き合うのかを医
師として経験した様々な事例な
どを交えながら教えてもらえま
す。

【槣原】

美学を研究すると決めたときに
手にした美学入門書のうちの一
冊です。最近再読しましたが、
一度目に読んだときより理解で
きる部分が広がっていたことに
自分で驚きました。本書におい
て画期的なのは、「美」について
考える際、なぜ「芸術」を題材
とするのかが丁寧に述べられて
いる点です。著者は芸術を、「美
が人為的に集結せしめられ、ま
たそれゆえ凝集して発見される
場所となっている」とし、その
芸術を理解するためには、ある
種の知性が必要なのだと述べて
います。美は、その知によって
味わい深くなるのです。年を重
ね、知が深まることで分かるよ
うになる美があるから、再読し
た際に理解が深まっていると感
じたのかもしれません。【山田】

人
は
ど
う
死
ぬ
の
か

久坂部 羊

美
に
つ
い
て

今道友信
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思えば「人文書」の棚を任される
ようになり、そして個人的にもよ
く手に取るようになったのは、ち
ょうど本書が刊行された頃でし
た。当時はこの大胆なタイトルも
相まって、なにやらセンセーショ
ナルな一冊と捉えられることも多
かったように思いますが、あらた
めて読んでみて驚いたのは、その
ことばが当時より一層現実味を帯
びたかたちで、2024年の自分に
響いてきたこと。決して扇動的で
はない、シンプルで真っ直ぐなこ
とばは、一人ひとりの人間の自立
（もしくは自律）をやわらかく鼓舞
する。歩きかたを変えること。視
点を変えること、そして思考しつ
づけること。12年の時を経てもな
お、いまだ瑞々しさを失うことな
く、高らかに響くマニフェスト。

【林下】

独
立
国
家
の
つ
く
り
か
た坂口恭平

!



第
３
部　

現
代
新
書
を
知
る
た
め
の

ト
リ
ビ
ア
10
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現
代
新
書
は
１
９
６
４
年
の
創
刊
以
来
、
２
０
２
４
年
３
月
ま
で
に
２
７
４
０
冊
の
本
を
作
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
１
０
０
万
部
以
上
の
ヒ
ッ
ト
作
や
１
０
０
刷
を
超
え
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
生
み
出
し
て

き
ま
し
た
。

小
冊
子
の
最
後
と
な
る
第
３
部
で
は
、
現
代
新
書
が
60
年
の
歴
史
で
打
ち
立
て
た
記
録
や
「
へ
ぇ
、
そ

う
な
ん
だ
」
と
い
う
豆
知
識
を
並
べ
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

☜ Let's go!



Q
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1

現
代
新
書
の

最
年
少
／
最
年
長

著
者
は
？
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最年少最年長

『タテ社会と現代日本』
（2019年、通巻2548）

⬇

92歳11ヵ月

中根千枝

『独学の思考法』
（2022年、通巻2654）

⬇

27歳 4ヵ月

山野弘樹

1



Q

143　　 

2

現
代
新
書
で

も
っ
と
も
売
れ
た
本
は
？
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『知的生活の方法』
（1976年、通巻436）

⬇
累計製造

1,191,700部

渡部昇一

2



Q

145　　 

3

現
代
新
書
で
も
っ
と
も

増
刷
さ
れ
て
い
る
本
は
？



146

『タテ社会の人間関係』
（1967年、通巻105）

⬇

中根千枝

3

135刷



Q

147　　 

4

現
代
新
書
で

多
く
執
筆
し
て
い
る

主
な
著
者
は
？
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4

※共著、対談本、訳書などを含む。同数は五十音順で表記

保阪正康 11冊
池上 彰 9冊
板坂 元 9冊
加藤秀俊 9冊
佐藤 優 8冊
橋爪大三郎 8冊
畑村洋太郎 8冊



Q

149　　 

5

現
代
新
書
で
も
っ
と
も

短
い
／
長
い
本
は
？
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短い本長い本

5

『現代米語コーパス辞典』
（1983年、通巻678）

⬇

『美しい日本の私』
（1969年、通巻180）

⬇

1203ページ 74ページ

坂下 昇 川端康成



Q

151　　 

6

現
代
新
書
で

発
売
後
す
ぐ
に
10
万
部
を

達
成
し
た
本
は
？
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6
発売
6日

発売
15日

発売
28日

一言メモ この 5冊の
うち、『学び続ける力』
『おどろきの中国』『野
心のすすめ』の3冊は
同じ2013年に刊行さ
れました。さらに2013
年は3月発売の乙武洋
匡『自分を愛する力』、
5月発売の藤田伸二
『騎手の一分』もベスト
セラーになり、5ヵ月
連続で10万部達成と
いう記録的な1年とな
りました。

『
未
来
の
年
表
２
』

発売
33日

河合雅司
（2018年5月、通巻2475）

『
お
ど
ろ
き
の
中
国
』

橋爪大三郎×
大澤真幸×宮台真司
（2013年2月、通巻2182）

『
学
び
続
け
る
力
』

池上 彰
（2013年1月、通巻2188）

発売
40日
『
野
心
の
す
す
め
』

林 真理子
（2013年4月、通巻2201）

『
還
暦
か
ら
の
底
力
』

出口治明
（2020年5月、通巻2568）



Q

153　　 

7

こ
れ
ま
で
に

「
新
書
大
賞
」を
受
賞
し
た

現
代
新
書
は
？
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7
2012年

2023年

福
岡
伸
一

『
生
物
と
無
生
物
の
あ
い
だ
』

小
熊
英
二

『
社
会
を
変
え
る
に
は
』

橋
爪
大
三
郎
×
大
澤
真
幸

『
ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト
教
』

千
葉
雅
也

『
現
代
思
想
入
門
』

2008年

2013年



Q

155　　 

8

岩
波
、中
公
、現
代
新
書
の

「
新
書
御
三
家
」す
べ
て
に

執
筆
し
て
い
る

主
な
著
者
は
？
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8
貝塚茂樹河合隼雄野矢茂樹宇野重規

『
孔
子
』岩
波
新
書
、１
９
５
１
年
な
ど

『
史
記
』中
公
新
書
、１
９
６
３
年

『
論
語
』現
代
新
書
、１
９
６
４
年

『〈
私
〉時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』岩
波
新
書
、２
０
１
０
年
な
ど

『
保
守
主
義
と
は
何
か
』中
公
新
書
、２
０
１
６
年
な
ど

『
民
主
主
義
と
は
何
か
』現
代
新
書
、２
０
２
０
年

『
哲
学
の
謎
』現
代
新
書
、１
９
９
６
年

『
無
限
論
の
教
室
』現
代
新
書
、１
９
９
８
年

『
入
門
！
論
理
学
』中
公
新
書
、２
０
０
６
年
な
ど

『
言
語
哲
学
が
は
じ
ま
る
』岩
波
新
書
、２
０
２
３
年

『
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
』岩
波
新
書
、１
９
７
１
年
な
ど

『
無
意
識
の
構
造
』中
公
新
書
、１
９
７
７
年

『
家
族
関
係
を
考
え
る
』現
代
新
書
、１
９
８
０
年



Q

157　　 

9

現
代
新
書
で

「
は
じ
め
て
の
〜
」が
つ
く

タ
イ
ト
ル
の
本
は
何
冊
？
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9

（2023年、通巻2718）

44冊

（1983年、通巻687）（2023年、通巻2718） （1983年、通巻687）

最新 初出

『はじめての』がつく全タイトル 『はじめての朝鮮語』（以下「はじめての」
省略）、『英会話』、『パソコン』、『構造主義』、『禅』、『現代数学』、『ジャズ』、
『ヒアリング』、『クラシック』、『シンセサイザー』、『進化論』、『中国語』、
『オペラ』、『ドイツ語』、『源氏物語』、『ロシア語』、『フランス語』、『インド
哲学』、『スペイン語』、『ビジネス英会話』、『ラテン語』、『一眼レフ』、『ギリ
シア悲劇』、『イタリア語』、『アラビア語』、『死海写本』、『言語学』、『〈超ひ
も理論〉』、『金融工学』、『言語ゲーム』、『ポルトガル語』、『政治哲学』、『ヘ
ーゲル「精神現象学」』、『カント「純粋理性批判」』、『認知療法』、『フッサー
ル「現象学の理念」』、『森田療法』、『経済思想史』、『スピノザ』、『ヘーゲル
「法の哲学」』、『プラトン』、『催眠術』、『クラシック音楽』、『人類学』

奥
野
克
巳

『
は
じ
め
て
の
人
類
学
』

渡
辺
吉
鎔

『
は
じ
め
て
の
朝
鮮
語
』



Q

159　　 

10

一
冊
に
お
け
る
著
者
の

人
数（
共
同
執
筆
者
）が

多
い
本
は
？
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10

今村仁司＝編
『現代思想を読む事典』

（1988年、通巻921）

⬇

伊東俊太郎＝編
『現代科学思想事典』
（1971年、通巻267）

⬇

50名 120名
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