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話題の本棚

愛
と
セ
ッ
ク
ス
の
問
題
を
見
つ
め
直
す
た
め
に

　
〈
い
ろ
ん
な
形
の
愛
が
あ
る
〉
と
は
な
か
な
か
陳
腐
な
セ
リ
フ
だ
が
、
世
界

に
こ
ん
な
形
の
「
愛
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
か
な
り
強
い
衝
撃
を
受

け
た
。「
動
物
に
対
し
て
感
情
的
な
愛
着
を
持
ち
、
と
き
に
性
的
な
欲
望
を
抱

く
」
人
々
、
ズ
ー
フ
ィ
リ
ア
―
―
そ
ん
な
「
ズ
ー
」
た
ち
に
取
材
し
、
そ
の
実

像
に
迫
る
の
が
、
昨
年
の
「
第
一
七
回
開
高
健
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
」
受
賞

作
で
も
あ
る
、
濱
野
ち
ひ
ろ
の
『�

聖
な
る
ズ
ー 
』
で
あ
る
。

　
「
私
に
は
愛
が
わ
か
ら
な
い
」。
そ
ん
な
意
味
深
な
書
き
出
し
と
と
も
に
本
書

は
は
じ
ま
る
。
性
暴
力
の
被
害
者
と
い
う
壮
絶
な
過
去
を
も
つ
著
者
は
、
や
が

て
大
学
院
へ
と
進
学
し
、
文
化
人
類
学
の
観
点
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問

題
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
中
「
動
物
性
愛
者
」
の
存
在
を
知
っ
た

彼
女
は
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
ゼ
ー
タ
」
周
辺
の
人
々
と
接
触
す
る
た
め

に
単
身
ド
イ
ツ
へ
と
向
か
う
。
現
地
で
目
に
し
た
の
は
、
彼
ら
の
「
愛
」
の
多

様
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
犬
か
ら
の
セ
ッ
ク
ス
の
「
誘
い
」
を
感
じ
取
っ
た
者
、

馬
と
の
セ
ッ
ク
ス
が
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
者
、
何
匹
も
の
は
つ
か
ね
ず
み
と

「
群
れ
」
の
仲
間
と
し
て
生
活
を
と
も
に
す
る
者
…
…
体
験
談
の
単
な
る
列
挙

で
は
な
く
、
動
物
愛
護
に
関
わ
る
法
制
上
の
問
題
や
宗
教
的
背
景
と
い
っ
た
文

脈
も
絡
め
な
が
ら
考
察
を
重
ね
て
い
る
た
め
、
実
に
読
み
応
え
の
あ
る
著
作
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
書
を
貫
く
の
は
、
ズ
ー
た
ち
の
生
の
声
を
し
っ
か
り
と
聞
き
届
け
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
な
る
べ
く
正
確
に
捉
え
よ
う
と
努
め
る
、
著
者
の
真

摯
な
姿
勢
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ズ
ー
た
ち
は
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
を
見
出

し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
（
＝
動
物
た
ち
）
と
の
「
対
等
」
な
関
係
を
実
現
す
る
た
め
、

彼
ら
と
の
間
に
性
的
な
関
係
を
結
ぶ
、
と
い
う
見
方
が
本
文
の
中
で
示
さ
れ
る
。

彼
ら
が
見
出
す
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
や
「
対
等
性
」
と
は
一
体
何
な
の
か
、

単
な
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
基
づ
く
安
易
な
一
般
化
に
帰
す
こ
と
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ズ
ー
た
ち
と
可
能
な
限
り
生
活
を
共
に
し
、
寄
り
添
い
な
が
ら
彼
ら

の
思
い
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の
姿
勢
に
は
、（
客
観
性
が
薄
い
と
い
う

批
判
は
免
れ
な
い
と
し
て
も
）
非
常
に
好
感
が
も
て
る
。
そ
れ
は
、
動
物
と
人

間
と
の
間
の
、
言
語
も
種
を
も
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
重
要
な
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
ズ
ー
た

ち
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
、
性
暴
力
の
被
害
者
と
し
て
彼
ら
同
様
、
弱
い
立

場
に
置
か
れ
て
い
た
著
者
が
、
過
去
の
傷
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
と
い
う
ス
ト

ー
リ
ー
を
も
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た
「
聖
な
る
ズ
ー
」
と
は
、
あ
る
ズ
ー
が
一
部
の
ズ

ー
た
ち
を
指
し
て
言
っ
た
表
現
に
由
来
す
る
。
こ
れ
を
タ
イ
ト
ル
と
し
た
の
は
、

こ
こ
に
描
か
れ
る
〈
ズ
ー
像
〉
は
あ
く
ま
で
一
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と

い
う
著
者
自
身
の
控
え
め
な
姿
勢
の
現
れ
だ
が
、
愛
と
セ
ッ
ク
ス
に
ま
つ
わ
る

問
題
の
み
な
ら
ず
、
動
物
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
直
す
機
会
を
与
え

て
く
れ
る
点
に
お
い
て
、
本
書
を
手
に
取
る
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
か
ら
、
本

書
を
皮
切
り
に
〈
聖
な
ら
ざ
る
ズ
ー
〉
を
も
含
む
動
物
性
愛
に
対
す
る
、
社
会

の
理
解
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。�

（�

投
稿
・
松
風 

）

�

（
二
八
〇
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円　

11
月
刊
）

聖
な
る
ズ
ー

濱
野
ち
ひ
ろ
著

集
英
社



3

話題の本棚

「
女
性
差
別
な
ん
て
、今
ど
き
も
う
存
在
し
な
い
」？

　

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
、
こ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
言
い
換
え
る
と
、
女
性
嫌
悪
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
言
葉

で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
学
術
的
に
定
義
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
書
は

ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
事
例
を
も
と
に
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
定
義
し
な
お

す
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
可
視
化
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。

　

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
背
後
に
あ
る
も
の

　

一
般
に
「
女
性
嫌
悪
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ミ
ソ

ジ
ニ
ー
は
心
理
的
な
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
マ
ン
は
ミ
ソ

ジ
ニ
ー
を
社
会
的
領
域
へ
と
移
そ
う
と
す
る
。
彼
女
の
定
義
は
こ
う
だ
。「
ミ

ソ
ジ
ニ
ー
は
第
一
に
女
性
を
標
的
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
女
性
が
、
ミ
ソ

ジ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
男
性
の
心

0

0

0

0

の
う
ち
に
お
い
て
女
性
で
あ
る
か
ら
で
は
な

く
、
女
性
が
男
性
の
世
界

0

0

0

0

0

（
歴
史
的
に
家
父
長
制
的
な
世
界
）
に
お
い
て
女
性

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
」。
こ
う
定
義
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ソ
ジ
ニ

ー
は
個
人
の
内
面
の
問
題
を
超
え
て
政
治
的
な
問
題
と
な
る
。

　

端
的
に
い
え
ば
家
父
長
制
と
は
、
女
性
が
男
性
と
の
関
係
に
お
い
て
隷
属
的

な
立
場
に
置
か
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
女
性
は
与
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い�

―
―
愛
情
を
。
尊
敬
を
。
セ
ッ
ク
ス
を
。
安
ら
ぎ
を
。
重
要
な
の
は
、
男
性
が

こ
れ
ら
を
受
け
取
る
こ
と
が
家
父
長
制
に
お
い
て
は
当
然
の
権
利
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
、「
傷
つ
け
ら
れ
た
権
利
意
識
」
―
―
つ
ま

り
も
と
も
と
当
然
の
権
利
と
し
て
持
っ
て
い
た
も
の
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、

被
害
者

0

0

0

意
識
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
男
性
が
不
当
に
も
傷
つ
け
ら
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
と

0

0

、
彼
ら
は
加
害
者

0

0

0

た
る
女
性
を
処
罰
し
て
、
秩
序
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。

「
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
第
一
義
的
に
、
家
父
長
制
秩
序
の
「
法
執
行
」
部
門
と
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
違
反
者
を
罰
す
る
と
い
う
政
治

的
現
象
と
し
て
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
現
れ
る
の
だ
。

　

バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

　

女
性
た
ち
は
こ
う
し
た
家
父
長
制
や
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
に
抵
抗
す
べ
く
声
を
あ
げ

て
き
た
。
と
り
わ
け
近
年
に
お
い
て
は#M

eToo

な
ど
、
女
性
み
ず
か
ら
セ
ク

ハ
ラ
や
性
暴
力
の
被
害
を
告
発
す
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
へ
の

反
動
と
し
て
、「
被
害
者
を
演
じ
て
い
る
」、「
同
情
を
買
お
う
と
し
て
い
る
」

と
い
う
中
傷
に
遭
う
こ
と
も
多
い
。
だ
が
中
傷
者
た
ち
が
言
う
よ
う
に
、
被
害

を
訴
え
る
こ
と
で
女
性
が
社
会
か
ら
同
情
や
共
感
を
得
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
難

し
い
の
だ
と
マ
ン
は
言
う
。
彼
女
た
ち
が
被
害
を
訴
え
る
と
き
に
は
、
申
し
立

て
を
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
り
、
彼
女
自
身
に
非
が
あ
る
と
さ
れ
た
り
す
る

か
ら
だ
。
被
害
者
女
性
を
取
り
ま
く
過
酷
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
し
た

「
被
害
者
叩
き
」
が
ま
か
り
通
る
と
い
う
現
象
は
、
伊
藤
詩
織
さ
ん
の
事
件
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
日
常
茶
飯
事
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
女
性
差
別
な
ん
て
も
う
な
い
」、「
今
は
む
し
ろ
女
尊
男
卑
だ
」
―
―
本
当
に
？　

そ
れ
は
、
不
当
な
権
利
意
識
が
傷
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
？

　

こ
の
よ
う
な
社
会
を
ど
う
変
え
れ
ば
い
い
の
か
、
本
書
は
希
望
を
語
ら
な
い
。

た
だ
わ
か
る
の
は
、
黙
っ
て
は
い
け
な
い
、
そ
れ
だ
け
だ
。�

（�

ミ
セ 

）

�

（
四
四
八
頁　

本
体
三
二
〇
〇
円　

11
月
刊
）

ひ
れ
ふ
せ
、
女
た
ち

ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
論
理

ケ
イ
ト
・
マ
ン
著

小
川
芳
範
訳

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
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写
真
集
を
見
て
い
る
と
、
撮
影
者
の
眼
差
し
を
意

識
す
る
。
結
局
何
を
見
て
い
る
の
か
は
、
ど
う
生
き

て
き
た
の
か
と
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
。
写
真
を
通
し
て
他
人
の
視
線
か
ら
世
界
を
見
た

時
、
自
分
が
見
て
い
る
景
色
か
ら
少
し
離
れ
る
。
私

に
と
っ
て
好
き
な
写
真
家
と
は
、
世
界
の
見
方
を
教

え
て
く
れ
る
人
か
も
し
れ
な
い
。

　

―
―
写
真
家
と
は
旅
人
で
あ
る
。

　

最
も
好
き
な
写
真
家
は
誰
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
迷

う
こ
と
な
く
星
野
道
夫
の
名
前
を
挙
げ
る
。
ア
ラ
ス

カ
に
魅
了
さ
れ
、
撮
影
の
中
で
亡
く
な
っ
て
い
っ
た

道
夫
の
写
真
は
、
動
物
や
自
然
の
広
大
さ
を
示
す
こ

と
で
、
時
に
傲
慢
に
な
っ
て
し
ま
う
人
間
の
卑
小
さ

を
諭
し
て
く
れ
る
。

　
『�C

A
R

IB
O

U
　

極
北
の
旅
人 

』
と
い
う
本
は
、
ア

ラ
ス
カ
の
旅
人
カ
リ
ブ
ー
に
つ
い
て
の
本
だ
。
春
に

な
る
と
カ
リ
ブ
ー
は
大
群
で
移
動
す
る
。
何
千
と
い

う
カ
リ
ブ
ー
が
波
の
よ
う
に
移
動
す
る
風
景
を
も
と

め
て
道
夫
は
一
〇
年
近
く
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
探
し
て

い
た
。
彼
ら
が
ど
こ
を

移
動
す
る
の
か
は
全
く

読
め
ず
、
そ
の
遭
遇
は

偶
然
に
任
せ
る
し
か
な

い
。
近
年
、
近
代
化
に

伴
う
開
発
の
中
で
ア
ラ
ス
カ
の
自
然
も
変
化
し
て
い

た
。
何
百
年
と
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
生
命
の
営
み
が

消
え
て
し
ま
う
前
に
、
道
夫
は
そ
の
光
景
を
撮
り
た

か
っ
た
。

　

そ
し
て
出
会
う
カ
リ
ブ
ー
の
群
れ
。
探
し
続
け
た

風
景
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
人
間
が
こ
う
し
て
い
る

間
に
も
、
悠
久
の
大
地
の
中
で
動
物
た
ち
は
各
々
の

時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
不
思
議
と
動
物
の
顔
を
見

て
い
る
は
ず
な
の
に
、
撮
影
者
で
あ
る
道
夫
の
朗
ら

か
な
笑
顔
が
想
像
で
き
た
。
こ
の
一
瞬
、
こ
の
一
枚

を
撮
る
た
め
に
い
く
つ
も
の
夜
を
テ
ン
ト
で
超
え
て

き
た
の
だ
ろ
う
。
優
れ
た
旅
人
の
眼
差
し
を
、
写
真

を
通
じ
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
一
冊
。

　

ま
た
近
年
再
評
価
を
受
け
て
い
る
写
真
家
、
ソ
ー

ル
・
ラ
イ
タ
ー
も
旅
人
の
よ
う
な
写
真
を
撮
る
。

（『�

ソ
ー
ル
・
ラ
イ
タ

ー
の
す
べ
て 

』）
モ
ノ

ク
ロ
写
真
か
ら
カ
ラ

ー
写
真
へ
の
移
行
期

を
含
め
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
と
い
う
街
を
撮
り
続
け
た
写
真
家
。
窮
屈
な

部
屋
に
住
み
続
け
、
街
並
み
の
な
か
を
徘
徊
す
る
彼

は
星
野
道
夫
の
よ
う
な
冒
険
家
と
は
程
遠
い
。

　

し
か
し
彼
の
写
真
は
旅
人
の
よ
う
に
、
匿
名
者
と

世
界
の
見
方
を
教
わ
る
こ
と
。

写真〈特集〉

　スマホの写真フォルダは、あなたの視線の宝箱。いいなと思った光景が並び、
ネットでいいねをつけられる。フォルダを開くと今より若い自分が現れる。かつ
ての日常が届かない一瞬となり、その一時があなたを大人にさせる。誰もが写真
を撮る今だからこそ「写真とは何か」を考えてみませんか。この度「撮ること」
を軸に三つの角度から写真集を書評しました。是非本を手に取り、改めて写真の
持つ力を感じてみてください。� （�きもの ）
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写
真
が
写
す
の
は

し
て
世
界
を
覗
き
見
す
る
よ
う
な
風
景
ば
か
り
だ
。

目
立
つ
の
が
嫌
い
な
男
だ
っ
た
。
地
位
も
名
誉
も
捨

て
て
一
人
隠
遁
者
の
よ
う
に
生
活
す
る
男
だ
っ
た
。

住
み
慣
れ
て
も
街
に
馴
染
ま
ず
、
陰
の
よ
う
に
生
き

る
彼
の
写
真
に
は
、
情
緒
や
日
常
を
感
じ
さ
せ
な
い

ド
ラ
イ
さ
が
あ
る
。
自
分
た
ち
が
過
ご
し
て
い
る
日

常
が
、
非
日
常
の
眼
差
し
で
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
。

彼
の
写
真
が
時
代
や
地
域
を
超
え
て
評
価
を
受
け
る

の
は
、
時
の
潮
流
か
ら
離
れ
、
常
に
異
邦
人
と
し
て

世
界
を
写
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

―
―
写
真
家
と
は
作
家
で
あ
る
。

　

写
真
家
は
こ
の
世
界
の
現
実
を
切
り
取
る
よ
う
に
、

時
に
こ
の
世
界
に
な
か
っ
た
現
実
を
眺
め
る
。
最
後

に
紹
介
し
た
い
の
は
マ
ー
リ
ア
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ボ
ヴ

ァ
ー
著
『�S

w
im

m
ing P

ool 

』
だ
。

　

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
出
身
の
彼
女
が
興
味
を
持
っ
た
の

は
社
会
主
義
時
代
に
作
ら

れ
た
古
い
プ
ー
ル
だ
っ
た
。

無
機
質
で
幾
何
学
的
に
作

ら
れ
た
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ー

ル
を
彼
女
独
特
の
世
界
観

で
彩
ら
れ
撮
影
し
た
本
書
。
そ
こ
に
は
Ｓ
Ｆ
の
よ
う

に
近
未
来
的
で
、
文
学
の
よ
う
に
郷
愁
的
な
味
わ
い

が
あ
る
。

　

モ
デ
ル
た
ち
の
無
表
情
、
波
も
波
紋
も
た
た
な
い

プ
ー
ル
、
徹
底
的
に
ま
で
物
が
排
除
さ
れ
た
風
景
、

そ
の
な
か
で
色
使
い
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
写
真
。
静

物
画
の
よ
う
に
存
在
す
る
人
間
た
ち
の
光
景
を
見
て

い
る
と
、
別
の
世
界
線
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
錯
覚

を
お
ぼ
え
る
。

　

懐
か
し
い
過
去
の
よ
う
で
、
い
つ
か
く
る
未
来
の

よ
う
に
も
思
わ
せ
る
光
景
は
、
二
一
世
紀
に
あ
り
え

た
か
も
し
れ
な
い
社
会
主
義
の
風
景
か
も
し
れ
な
い
。

ま
る
で
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
の
映
画
の
よ
う
に
、
マ
ー

リ
ア
は
写
真
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
一
片
の
詩
を
編

ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　

好
み
の
写
真
集
に
見
入
っ
た
後
、
こ
の
世
界
の
見

方
が
少
し
変
わ
っ
た
気
が
し
た
。
あ
の
風
景
を
切
り

取
っ
て
、
誰
か
に
贈
り
た
く
な
っ
た
。
次
章
で
は
写

真
家
の
目
線
で
は
な
く
、
写
真
に
写
る
対
象
を
中
心

に
紹
介
し
て
み
よ
う
。�

（�

き
も
の 

）

（
Ｉ
Ｂ
Ｃ
パ
ブ
リ
ッ
シ

ン
グ
）
は
外
国
人
か
ら

見
た
日
本
の
美
し
い
風

景
を
選
り
す
ぐ
っ
て
載

せ
た
も
の
だ
。
富
士
山

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

宮
島
や
清
水
寺
、
東
京
タ
ワ
ー
と
い
っ
た
定
番
の
観

光
地
の
写
真
、
あ
る
い
は
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
や
鞍

馬
の
火
祭
な
ど
の
祭
礼
行
事
の
写
真
を
い
か
に
も
フ

ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
に
撮
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は

写
真
に
よ
っ
て
「
日
本
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

上
げ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
理

想
の
姿
を
写
真
に
焼
き
付
け
る
。
そ
し
て
理
想
の
姿

は
写
真
と
い
う
媒
体
に
裏
付
け
ら
れ
て
よ
り
強
化
さ

れ
る
。
た
し
か
に
こ
ん
な
美
し
い
瞬
間
が
存
在
し
た

の
だ
ろ
う
。
で
も
ど
こ
か
我
々
の
日
常
と
は
遠
い
感

じ
を
受
け
る
。
美
と
は
非
日
常
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

写
真
に
は
何
か
が
「
写
っ
て
い
る
」。
人
物
が
、

風
景
が
、
あ
る
い
は
他
の
何
か
が
。
何
も
写
っ
て
い

な
い
写
真
は
な
い
。
写
真
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
ま

ず
、
写
っ
て
い
る
「
も
の
」
と
撮
影
者
と
の
関
係
性

だ
。
そ
し
て
写
真
を
見
る
我
々
は
、
そ
の
行
為
を
通

じ
て
写
真
に
写
る
「
も
の
」
と
、
撮
っ
た
「
人
」
と

の
間
に
関
係
を
結
ぶ
。
い
わ
ば
三
角
関
係
だ
。
前
章

で
は
写
真
か
ら
「
人
」
を
読
み
解
い
た
が
、
今
度
は

写
真
が
映
し
出
す
「
も
の
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
撮
影
者
で
は
な
い
我
々
は
、
写
真
に
何
を
見
て

取
る
の
だ
ろ
う
？　

こ
こ
で
は
我
々
の
身
近
な
日
本

に
つ
い
て
の
写
真
を
例
に
取
り
上
げ
よ
う
。

　
【
非
日
常
の
美
】

　

写
真
は
何
を
写
し
て
い
る
だ
ろ
う
？　

自
撮
り
、

記
念
写
真
、
風
景
写
真
。
よ
く
あ
る
の
は
観
光
地
の

有
名
な
風
景
、
だ
ろ
う
か
。
一
冊
目
は
そ
れ
を
。

『�Im
ag

ining
 Jap

an A
 M

em
o

rab
le Jo

urney 
』
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ら
タ
イ
ム
ラ
プ
ス
な
ど
動

画
で
残
す
こ
と
の
多
い
タ

イ
プ
の
記
録
だ
が
、
当
時

は
写
真
で
残
し
た
。
富
岡

畦
草
著
『�

東
京
定
点
巡
礼 

』

（
日
本
カ
メ
ラ
社
）
は
そ
ん
な
変
化
が
如
実
に
現
れ

た
街
、
東
京
に
焦
点
を
絞
っ
て
昭
和
か
ら
平
成
に
か

け
て
の
街
の
変
化
を
、
い
わ
ば
ビ
フ
ォ
ー
ア
フ
タ
ー

的
に
見
せ
る
一
冊
だ
。
都
電
が
走
る
時
代
か
ら
高
度

経
済
成
長
、
そ
し
て
平
成
。
同
じ
地
点
か
ら
日
々
撮

影
を
重
ね
た
も
の
が
時
の
痕
跡
を
残
す
。
緩
や
か
に

変
化
を
連
続
し
て
撮
っ
て
い
く
動
画
と
異
な
り
、
そ

の
瞬
間
を
切
り
取
っ
て
見
せ
る
写
真
か
ら
伝
わ
っ
て

く
る
変
化
は
い
わ
ば
断
絶
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催

予
定
に
合
わ
せ
て
国
立
競
技
場
周
辺
の
景
色
が
一
変

し
た
り
す
る
な
ど
現
在
も
常
に
変
わ
り
続
け
て
い
る

東
京
。
翻
っ
て
京
都
も
今
や
街
中
の
あ
ち
こ
ち
で
ホ

テ
ル
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
と
町
家
の
解
体
で
実
は
様
相

を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
変
化
と
い
う
営
み
は
我
々
の

周
り
を
取
り
巻
く
、
い
や
む
し
ろ
我
々
自
身
も
変
わ

り
続
け
る
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
一
瞬
で
あ
れ
、
時
間
を
か
け
て
で
あ
れ
、
我
々
は
、

そ
し
て
撮
影
者
は
写
真
に
写
っ
た
「
も
の
」
と
対
峙
す

る
。
そ
う
し
て
我
々
と
撮
る
「
人
」
と
写
っ
た
「
も
の
」

と
の
間
に
関
係
が
結
ば
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
で
は

そ
の
関
係
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
？　

写
真
を

撮
る
時
、
見
る
時
、
そ
こ
に
は
見
る
側
―
見
ら
れ
る

側
と
い
う
関
係
性
が
ま
ず
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、

撮
る
側
と
撮
ら
れ
る
側
は
異
な
る
者
だ
っ
た
が
、
今
度

は
撮
る
者
と
撮
ら
れ
る
も
の
が
同
じ
場
合
を
見
て
み

よ
う
。
そ
の
濃
密
な
二
者
関
係
に
撮
影
者
で
は
な
い

我
々
は
ど
ん
な
関
係
を
結
べ
る
の
だ
ろ
う
？
（�

ね
こ 

）

私
が
、私
を
撮
る

家
の
一
人
で
あ
る
木
村
伊
兵
衛
の
功
績
を
讃
え
、
一

九
七
五
年
に
朝
日
新
聞
社
が
創
設
し
た
賞
で
あ
る
。

対
象
と
な
る
作
品
は
、
プ
ロ
・
ア
マ
、
年
齢
を
問
わ

ず
、
新
人
写
真
家
の
制
作
し
た
毎
年
一
月
か
ら
一
二

月
ま
で
の
写
真
集
、
写
真
展
で
あ
り
、
四
月
号
の

『�

ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ 

』で
受
賞
作
品
が
発
表
さ
れ
る
。
純

粋
な
写
真
表
現
を
評
価
し
、「
写
真
界
の
芥
川
賞
」

と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
撮
る
側
と
撮
ら
れ
る
側
に
注
目
し
、

写
真
に
つ
い
て
思
索
し
て
き
た
。
終
章
で
は
、
二
〇

一
九
年
度
の
木
村
伊
兵
衛
写
真
賞
を
受
賞
し
た
片
山

真
理
『�G

IF
T 

』
を
取
り
上
げ
、「
撮
る
」
と
い
う
行

為
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
で
、「
写
真
と
は
何

か
」
を
今
一
度
考
え
た
い
。

　

木
村
伊
兵
衛
写
真
賞
と
は

　

木
村
伊
兵
衛
写
真
賞
は
、
日
本
を
代
表
す
る
写
真

　
【
何
気
な
い
風
景
】

　

そ
う
い
う
写
真
と
対
比
を
成
す
の
が
路
上
ス
ナ
ッ

プ
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
は
肖
像
権
の
侵
害
を
非
難

す
る
声
に
押
さ
れ
て
肩
身
の
狭
そ
う
な
撮
り
方
だ
が
、

そ
の
時
そ
の
時
の
「
生
」
な
様
子
、
特
に
普
通
の

人
々
の
日
常
の
一
コ
マ
を
切
り
取
る
と
い
う
点
で
は

路
上
ス
ナ
ッ
プ
に
勝
る
も
の
は

な
い
。
こ
こ
で
は
森
山
大
道
の

『�

Ｋ 

』（
月
曜
社
）
を
挙
げ
よ
う
。

森
山
は
長
年
東
京
の
路
上
を
写

し
て
き
た
。
中
で
も
池
袋
や
新
宿
と
い
っ
た
繁
華
街
、

場
末
の
様
子
を
。
紅
灯
の
巷
の
昼
の
姿
、
あ
る
い
は

老
人
の
姿
が
写
真
の
中
で
逆
に
印
象
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
ま
と
う
。
自
分
の
中
に
い
る
「
犬
」、「
猫
」、「
虫
」

の
命
ず
る
が
ま
ま
に
路
地
を
う
ろ
つ
く
の
だ
、
と
彼

は
言
う
。「
ぼ
く
は
こ
い
つ
ら
三
匹
を
連
れ
て
、
俗

世
俗
界
を
、
俗
の
ま
ま
に
コ
ピ
ー
し
つ
づ
け
る
だ
け

だ
」、
そ
こ
に
表
れ
た
卑
俗
さ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
人

の
営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。
卑
俗
さ
に
溢
れ
た
写
真

か
ら
は
我
々
人
間
の
等
身
大
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

何
気
な
い
様
子
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
る
。

写
真
は
絵
画
と
異
な
り
写
実
性
の
部
分
が
優
れ
て
い

る
の
だ
と
い
う
主
張
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
息
づ
い
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
【
変
化
す
る
風
景
】

　

そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
一
瞬
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

変
化
を
捉
え
て
残
そ
う
と
す
る
写
真
も
あ
る
。
今
な
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二
〇
一
九
年
度
も
毎
年
同
様
に
受
賞
作
が
選
ば
れ

た
。
表
紙
を
飾
る
の
は
受
賞
者
…
…
で
は
な
く
若
手

の
男
性
ア
イ
ド
ル
。
受
賞
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
各

一
頁
に
す
ぎ
ず
、
石
内
都
や
平
野
啓
一
郎
ら
四
人
の

選
考
委
員
の
コ
メ
ン
ト
も
た
っ
た
二
頁
。
日
本
の
写

真
雑
誌
の
ほ
と
ん
ど
は
写
真
雑
誌
で
は
な
く
、
ど
こ

の
機
材
を
使
い
、
ど
の
よ
う
な
構
図
で
撮
影
す
れ
ば

良
い
の
か
と
い
う
話
に
終
始
す
る
カ
メ
ラ
雑
誌
で
あ

る
。
し
か
し
、
純
粋
な
写
真
表
現
を
評
価
す
る
本
賞

を
主
催
す
る
雑
誌
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
年
に
一
度
く

ら
い
は
「
写
真
」
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
誌
面
に

す
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

片
山
真
理
『G

IF
T

』

　

本
書
は
片
山
の
二

〇
〇
五
年
の
デ
ビ
ュ

ー
作
か
ら
二
〇
一
八

年
の
最
新
作
ま
で
を

収
録
し
た
作
品
集
で

あ
る
。
片
山
の
紹
介
を
説
明
す
る
前
に
、
こ
の
写
真

集
自
体
と
向
き
合
っ
て
み
る
。

　

表
紙
に
は
指
が
二
本
の
左
手
と
、
指
が
五
本
の
右

手
で
円
を
作
っ
て
い
る
写
真
が
貼
ら
れ
、
背
表
紙
と

裏
面
に
は
目
の
よ
う
な
イ
ラ
ス
ト
が
あ
る
。
片
山
は

何
を
覗
く
の
か
。

　

写
真
集
を
開
く
。
一
枚
目
は
、
両
足
に
義
足
を
付

け
た
片
山
の
モ
ノ
ク
ロ
の
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
だ
。

モ
デ
ル
の
よ
う
に
ス
ラ
ッ
と
し
た
片
山
自
身
の
写
真

が
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
続
く
が
、
突
然
、
裁
縫
で
作

ら
れ
た
足
を
撮
っ
た
カ
ラ
ー
写
真
が
現
れ
る
。
手
作

り
感
の
溢
れ
る
オ
ブ
ジ
ェ
か
ら
は
生
活
臭
が
漂
う
。

今
度
は
接
合
部
の
ネ
ジ
が
剥
き
出
し
に
な
っ
た
義
足

が
提
示
さ
れ
る
。
金
属
の
鈍
い
光
沢
を
見
つ
め
て
い

る
と
、
口
の
中
に
血
の
味
が
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の

後
も
生
物
と
し
て
の
片
山
の
身
体
は
、
ど
こ
か
人
間

臭
い
キ
ル
ト
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
、
無
機
物
の
香
り
を
拭

い
去
れ
な
い
義
足
を
装
着
し
た
り
外
し
た
り
す
る
。

自
分
の
身
体
は
ど
こ
ま
で
自
分
で
、
ど
こ
か
ら
が
自

分
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
違
和
感
は
巧
み
に
差
し
込

ま
れ
る
貝
殻
な
ど
の
異
物
に
よ
っ
て
身
体
中
を
蠢
き

回
る
。

　

次
第
に
片
山
は
そ
れ
ら
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
同
化
し
て

い
き
、
た
く
さ
ん
の
指
の
模
様
の
あ
る
ハ
ー
ト
型
の

オ
ブ
ジ
ェ
へ
と
姿
を
変
え
る
。
新
し
い
自
分
が
始
ま

り
、
片
山
は
ま
た
自
分
を
覗
き
込
む
。

　

片
山
は
左
手
に
指
が
二
本
し
か
な
い
。
九
歳
の
時

に
は
両
足
を
切
断
し
た
。「
普
通
」
に
な
り
た
い
け

ど
「
普
通
で
は
な
い
」
自
分
の
輪
郭
を
な
ぞ
る
た
め

に
手
や
足
の
手
縫
い
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
作
り
始
め
た
。

自
分
の
身
体
は
あ
く
ま
で
オ
ブ
ジ
ェ
の
質
感
を
伝
え

る
「
マ
ネ
キ
ン
」
で
あ
る
と
片
山
は
語
る
。
ど
ん
な

人
も
初
め
か
ら
「
普
通
」
の
振
る
舞
い
を
で
き
る
訳

で
は
な
く
、
周
囲
の
人
を
見
て
つ
ぎ
は
ぎ
の
よ
う
に

自
分
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
作
品
制
作
を
続
け
る
こ

と
で
、
片
山
は
「
み
ん
な
と
同
じ
だ
」
と
思
え
た
と

い
う
。
自
分
の
身
体
を
突
き
放
し
、
一
か
ら
自
分
を

作
り
上
げ
て
い
く
過
程
を
封
じ
込
め
た
写
真
は
観
る

側
の
身
体
と
精
神
を
も
解
体
し
、
再
構
成
す
る
。

　

二
〇
一
七
年
に
は
娘
が
で
き
た
。
も
し
も
娘
が
五

体
満
足
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、

自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
「
指
」
を
あ
げ
て

安
心
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
を
込
め
、
片
山
は
指
の

写
真
を
転
写
し
た
ハ
ー
ト
型
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
制
作
す

る
。
だ
が
そ
れ
は
グ
ロ
テ
ス
ク
で
、
娘
が
戸
惑
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ
だ
と
片
山
は
感
じ
た
。
こ

の
経
験
か
ら
、「GIFT

」
―
―
独
語
で
、
与
え
ら
れ

る
も
の
と
し
て
の
「
毒
」
―
―
を
タ
イ
ト
ル
に
選
ん

だ
と
い
う
。
表
現
者
と
し
て
写
真
を
撮
ろ
う
と
す
る

な
ら
ば
、「
自
分
と
は
何
者
か
」
と
い
う
問
い
か
ら

は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
片
山
自
身
の
変
容
を
も
写
真
に

し
た
本
書
は
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
真
摯
な

向
き
合
い
方
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。

　

写
真
そ
の
も
の
は
「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
も

の
」
で
し
か
な
い
。
高
価
な
カ
メ
ラ
を
使
い
、
た
く

さ
ん
の
「
い
い
ね
」
を
集
め
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
だ
。

目
を
閉
じ
て
、
あ
な
た
の
本
当
に
撮
り
た
い
も
の
を

思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。「
私
は
、
な
ぜ
、
何
を
、

撮
り
た
い
の
か
」。
カ
メ
ラ
を
構
え
る
こ
と
で
被
写

体
と
自
分
自
身
を
見
つ
め
続
け
た
最
果
て
、
そ
れ
で

も
撮
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
切
実
さ
を
伴
う
写
真
。

そ
れ
こ
そ
が
、
他
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
あ
な
た

に
と
っ
て
の
写
真
な
の
だ
ろ
う
。�

（�

石
透 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

雲
エ
リ
ッ
ク
・
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
著

柴
田
元
幸
訳

東
京
創
元
社

　

人
は
誰
も
が
運
命

の
相
手
を
夢
見
て
い

る
。
し
か
し
も
し
出

会
っ
た
と
し
て
も
結

ば
れ
な
か
っ
た
と
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
真
実
の
恋
愛
を
逃
し
た
と
い
う

後
悔
は
、
人
生
を
ど
う
変
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

主
人
公
ハ
リ
ー
に
よ
る
自
伝
と
し
て
語
ら
れ
る
本

書
は
、
メ
キ
シ
コ
で
『
黒
曜
石
雲
』
と
書
か
れ
た
本

と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
彼
が
暮

ら
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
田
舎
町
ダ
ン
ケ
ア
ン
に

つ
い
て
の
奇
妙
な
天
候
を
巡
る
本
だ
っ
た
。
ダ
ン
ケ

ア
ン
、
そ
こ
は
運
命
の
恋
と
出
会
っ
た
場
所
で
あ
り
、

癒
え
る
こ
と
の
な
い
傷
を
手
に
し
た
場
所
で
あ
る
。

絶
対
に
帰
り
た
く
な
い
場
所
で
あ
り
、
し
か
し
何
度

追
い
払
っ
て
も
心
が
帰
っ
て
し
ま
う
場
所
。
古
書
の

由
来
を
調
べ
る
中
で
、
彼
は
何
十
年
ぶ
り
に
ダ
ン
ケ

ア
ン
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
決
意
す
る
。

　

若
か
り
し
頃
の
恋
愛
、
失
恋
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
ア

フ
リ
カ
・
南
米
を
旅
す
る
冒
険
。
カ
ナ
ダ
へ
の
定
住

死
に
た
い
け
ど
ト
ッ
ポ
ッ
キ

は
食
べ
た
い

ペ
ク
・
セ
ヒ
著
　
山
口
ミ
ル
訳

光
文
社

　
「
我
慢
で
き
な
い

ほ
ど
つ
ら
い
時
も
、

友
だ
ち
の
冗
談
に
笑

っ
た
り
、
そ
う
し
な

が
ら
心
の
ど
こ
か
で

虚
し
さ
を
感
じ
、
そ
れ
で
い
て
お
腹
が
す
い
た
か
ら

と
、
ト
ッ
ポ
ッ
キ
を
食
べ
に
行
く
」
そ
ん
な
自
分
を

持
て
余
す
一
人
の
女
性
が
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受

け
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
本
書
は
、
毎
週
行
わ
れ
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
の
「
先
生
」
と
の
対
話
形
式
で

綴
ら
れ
る
記
録
で
あ
る
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ

て
も
、「
先
生
」
と
交
わ
さ
れ
る
話
題
の
一
つ
一
つ

は
他
愛
の
な
い
こ
と
―
―
友
達
付
き
合
い
や
家
族
関

係
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
、
仕
事
や
サ
ー
ク
ル
活

動
で
の
も
や
も
や
、
夜
に
よ
く
眠
れ
な
い
こ
と
、
自

分
の
容
姿
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
こ
と
―
―
な

ど
、
私
た
ち
も
ど
こ
か
心
当
た
り
の
あ
る
話
題
が
多

く
、
ま
る
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
追
体
験
し
、
著
者

と
と
も
に
内
省
を
深
め
て
い
く
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
。

　
「
先
生
」
と
の
対
話
を
重
ね
つ
つ
も
、
憂
鬱
さ
か

ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
は
訪

れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
著
者
は
決
し
て
停
滞
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
証
に
記
録
の
終
盤
で
は
、

い
く
つ
か
の
さ
さ
や
か
な
、
し
か
し
希
望
の
あ
る
決

定
と
と
も
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
「
私
は
い
つ
も
得
体
の
し
れ
な
い
渇
き
を
覚
え
、

自
分
に
よ
く
似
た
人
か
ら
の
共
感
を
求
め
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
探
し
て
彷
徨
う
よ
り

も
、
私
自
身
が
そ
う
い
う
人
に
な
っ
て
み
よ
う
と
思

っ
た
。
ほ
ら
、
私
、
こ
こ
に
い
る
よ
と
、
力
い
っ
ぱ

い
手
を
振
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
」。
五
月
病

の
張
り
つ
め
て
疲
れ
た
心
に
し
み
込
ん
で
く
れ
る
だ

ろ
う
一
冊
だ
。�

（�

投
稿
・
の
し
梅 

）

�

（
一
二
〇
頁　

本
体
一
四
〇
〇
円　

1
月
刊
）

と
愛
を
信
じ
ら
れ
な
い
家
族
の
生
活
。
ハ
リ
ー
の
人

生
は
壮
大
で
重
厚
だ
。
読
者
は
徐
々
に
彼
に
と
っ
て

ダ
ン
ケ
ア
ン
と
い
う
町
の
重
み
を
理
解
し
て
い
く
。

運
命
の
人
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
記
憶
が
、
彼
の
人

生
に
深
く
付
き
ま
と
い
ど
こ
ま
で
も
離
さ
な
い
。
そ

し
て
終
盤
そ
の
町
に
彼
が
再
び
た
ど
り
着
い
た
と
き
、

恋
と
裏
切
り
の
真
相
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

　

古
書
の
由
来
と
主
人
公
の
自
伝
と
い
う
二
つ
の
軸

は
全
く
別
々
の
要
素
な
の
に
奇
妙
な
リ
ン
ク
を
み
せ

る
。
幻
想
的
な
世
界
と
純
文
学
の
よ
う
な
心
情
描
写
、

著
者
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
の
記
述
力
に
読
者
は
舌
を
巻
く

は
ず
だ
。
お
そ
ら
く
現
代
の
古
典
と
し
て
長
く
読
み

継
が
れ
る
本
と
な
る
だ
ろ
う
。�

（�

き
も
の 

）

�

（
四
六
二
頁　

本
体
三
五
〇
〇
円　

12
月
刊
）
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ポ
ラ
リ
ス
が
降
り
注
ぐ
夜

李
琴
峰
著

筑
摩
書
房

　

夜
、
新
宿
二
丁

目
の
、
Ｌ
字
の
形

を
し
た
小
道
。
レ

ズ
ビ
ア
ン
バ
ー
が

立
ち
並
ぶ
う
ち
の

一
軒
「
ポ
ラ
リ
ス
」
の
、
青
い
扉
に
手
を
か
け
る
。

レ
ズ
ビ
ア
ン
、
Ａ
セ
ク
シ
ャ
ル
、
バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル

…
…
そ
こ
は
さ
ま
ざ
ま
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
女

た
ち
が
集
う
場
所
。
夜
の
帳
は
ほ
ど
け
て
一
つ
の
糸

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

七
の
短
編
の
主
人
公
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
恋
愛
感
情

を
持
た
な
い
蘇ス

ー
シ
ュ
エ雪

は
、
友
人
の
利
穂
か
ら
「
名
前
と

い
う
の
は
、
自
分
は
一
人
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
の
証

拠
な
の
」
と
言
わ
れ
、
自
分
自
身
に
Ａ
セ
ク
シ
ャ
ル

と
い
う
名
前
を
つ
け
た
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
得
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
の
居
場
所
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
。

ま
た
ポ
ラ
リ
ス
常
連
の
香
凜
は
、
恋
人
の
楊
欣
に
、

バ
イ
セ
ク
は
い
つ
か
男
に
走
る
か
ら
信
用
で
き
な
い

と
言
わ
れ
喧
嘩
に
な
っ
た
。
完
全
な

0

0

0

レ
ズ
ビ
ア
ン
で

は
な
い
が
、
バ
イ
セ
ク
シ
ャ
ル
と
い
う
の
も
し
っ
く

り
こ
な
い
。
ポ
ラ
リ
ス
店
主
の
夏
子
は
言
う
、「
名

前
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
く
ら
い
み
ん
な
違

う
か
ら
、
そ
ん
な
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
の
っ

て
、
い
い
の
か
な
っ
て
」。
複
数
形
の
わ
た
し
た
ち

と
単
数
形
の
わ
た
し
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
透
徹
し
た
筆
致
で
描
か
れ
る
。

　
「
私
達
は
ず
っ
と
こ
こ
に
い
る
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
常
に
複
数
形

0

0

0

0

0

で0

、
い
る
の
よ

0

0

0

0

。［
…
…
］
複
数
形
は
、
つ
ま
り
代

替
可
能
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
単
数
形
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

生
と
歴
史

0

0

0

0

も
、
き
ち
ん
と
覚
え
ら
れ
て
い
る
べ
き
で

は
な
い
か
」。
複
数
形
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
を
単
数

形
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
文
学
の
も
つ
力
だ

ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
緩
や
か
に
繋
が
り
な
が
ら
、
き

ら
星
の
よ
う
に
ひ
と
り
光
っ
て
い
る
。�

（�

ミ
セ 

）

�

（
二
六
五
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円　

2
月
刊
）

　
「
弊
社
を
志
望
し
た

理
由
は
何
で
す
か
？
」

こ
っ
ち
が
聞
き
た
い
く

ら
い
だ
。
―
―
そ
ん
な

あ
な
た
へ
。
な
ぜ
僕
ら

は
働
く
の
か
、
本
書
が

そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
は
「
将
来
の
働
き
方
に
つ
い
て
中
学
生
や
高

校
生
に
考
え
て
も
ら
お
う
と
願
っ
て
」
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
、
監
修
の
池
上
彰
氏
は
言
う
。
そ
の
た

め
、
本
書
は
中
学
二
年
生
の
ハ
ヤ
ト
く
ん
が
自
身
の

将
来
を
考
え
る
マ
ン
ガ
の
パ
ー
ト
と
、「
仕
事
」
に

つ
い
て
中
高
生
向
け
に
解
説
し
た
パ
ー
ト
の
2
部
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
ハ
ヤ
ト
く
ん
は
「
働
く
な
ん
て

遠
い
未
来
の
こ
と
に
感
じ
て
よ
く
わ
か
ん
な
い
よ
」

と
こ
ぼ
す
。
年
齢
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ハ
ヤ
ト
く
ん
と

同
じ
よ
う
に
、「
働
く
」
こ
と
に
つ
い
て
漠
然
と
し

た
不
安
を
抱
え
る
読
者
は
、
彼
に
共
感
を
覚
え
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
特
徴
は
、「
働
く
」
こ
と
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
く
、
視
覚
的
に
解
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

中
高
生
向
け
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
イ
ラ
ス
ト
や

グ
ラ
フ
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
自
己
分
析
」

「
企
業
分
析
」
等
、
就
職
活
動
を
し
て
い
れ
ば
一
度

は
耳
に
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
具
体
例

を
交
え
な
が
ら
そ
の
方
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
中
高
生
向
け
」
と
侮
る
な
か
れ
。「
人
生
百
年
時

代
」「
多
様
性
」「
新
卒
一
括
採
用
」
な
ど
、
中
に
は

大
学
生
の
我
々
に
と
っ
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ト
ピ

ッ
ク
も
載
っ
て
い
る
の
で
、
読
ん
で
学
ぶ
と
こ
ろ
が

多
い
。

　
「
な
ぜ
僕
ら
は
働
く
の
か
」
―
―
。
す
ぐ
に
は
わ

か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
書
を

読
ん
で
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。�

（�

出
席
点 

）

�

（
二
二
八
頁　

本
体
一
五
〇
〇
円　

3
月
刊
）

な
ぜ
僕
ら
は
働
く
の
か

池
上
彰
監
修

学
研
プ
ラ
ス
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「
僕
ら
」の「
女
の
子
写
真
」 

か
ら
　
わ
た
し
た
ち
の 

ガ
ー
リ
ー
フ
ォ
ト
へ

長
島
有
里
枝
著
　
大
福
書
林

　

二
〇
〇
一
年
、

HIROM
IX

・
長
島
有

里
枝
・
蜷
川
実
花
の

三
人
が
木
村
伊
兵
衛

写
真
賞
を
同
時
受
賞

し
た
。
彼
女
ら
の
写
真
は
、
写
真
評
論
家
の
飯
沢
耕

太
郎
ら
（
＝
僕
ら
）
に
よ
っ
て
「
女
の
子
写
真
」
と

呼
ば
れ
、
身
近
な
被
写
体
、
コ
ン
パ
ク
ト
カ
メ
ラ
の

使
用
、
ヌ
ー
ド
を
含
む
セ
ル
フ
・
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
の

形
式
が
特
徴
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
男
性
と

対
比
し
て
「
直
感
的
」「
軽
や
か
」
と
い
っ
た
言
葉

で
評
価
し
、
技
術
的
な
未
熟
さ
さ
え
も
賛
美
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
言
説
に
対
し
、
長
島
は
二
〇
一
一
年

か
ら
四
年
間
、
大
学
院
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
中
心
に

社
会
学
を
学
び
、
本
書
で
「
当
事
者
か
ら
異
議
を
申

し
立
て
」
る
。「
女
の
子
写
真
」
論
に
よ
っ
て
彼
女

た
ち
が
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
枠
組
み
に
押

し
込
め
ら
れ
、「
僕
た
ち
の
写
真
界
」
の
周
縁
に
位

置
付
け
ら
れ
る
過
程
を
、
長
島
は
当
時
の
雑
誌
な
ど

膨
大
な
一
次
資
料
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

さ
ら
に
、
ラ
イ
オ
ッ
ト
・
ガ
ー
ル
な
ど
第
三
波
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
一
部
と
し
て
九
〇
年
代
の
写
真
潮
流
を

捉
え
直
し
、
彼
女
た
ち
を
「
写
真
を
通
じ
て
社
会
へ

の
怒
り
を
プ
ロ
テ
ス
ト
し
、
自
分
は
な
に
も
の
な
の

か
と
探
求
す
る
人
々
」
で
あ
り
「“
女
の
子
革
命
”

を
起
こ
そ
う
と
す
る
運
動
家
」
で
も
あ
っ
た
、「
ガ

ー
リ
ー
フ
ォ
ト
」
の
担
い
手
と
定
義
す
る
。

　
「
自
ら
を
写
真
に
収
め
る
」
こ
と
は
、「
自
分
の
身

体
の
所
在
が
自
分
に
あ
る
こ
と
を
主
張
」
す
る
こ
と

で
あ
り
、「
個
人
的
な
問
題
は
政
治
的
で
あ
る
」
の

精
神
を
受
け
継
い
だ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
実
践
で
あ
る

と
長
島
は
語
る
。
今
月
号
の
特
集
「
写
真
」
と
話
題

「『
女
性
差
別
な
ん
て
、
今
ど
き
も
う
存
在
し
な

い
』
？
」
と
合
わ
せ
て
読
ん
で
ほ
し
い
。�

（�

石
透 

）

�

（
四
一
二
頁　

本
体
三
三
〇
〇
円　

1
月
刊
）

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
蔓
延
を
受
け
て
、

旅
行
に
行
っ
た
り
、

宴
会
を
行
っ
た
り
し

て
ク
ラ
ス
タ
を
形
成

し
た
集
団
に
対
し
て
、
世
間
の
厳
し
い
目
が
向
け
ら

れ
て
い
る
。
曰
く
、「
感
染
者
が
出
た
ら
責
任
を
と

れ
る
の
か
」
と
。

　

私
た
ち
は
自
分
の
頭
で
考
え
て
行
動
す
る
理
性
を

持
っ
て
お
り
、
自
分
の
決
断
に
対
し
て
は
責
任
を
負

う
、
こ
の
論
理
で
近
代
社
会
は
動
い
て
い
る
。
先
に

挙
げ
た
事
例
の
背
後
に
も
、
そ
の
よ
う
な
想
定
が
横

た
わ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
決
断
は
本
当
に
私
た
ち
の
頭

の
中
だ
け
で
、
理
性
的
に
、
論
理
的
に
行
わ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？

社
会
心
理
学
を
専
攻
す
る
著
者

は
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
虚
構
で
あ
る
と
喝
破
し
た

上
で
、
現
実
を
成
立
さ
せ
る
に
は
虚
構
の
存
在
が
必

要
な
の
だ
と
も
指
摘
す
る
。
虚
構
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
無
く
て
い
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

　

本
書
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
冤
罪
な
ど
、
多
様
な
事

例
を
扱
っ
て
、
我
々
が
普
段
、
何
気
な
く
使
う
「
責

任
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
あ
る
考
え
や
想
定
を
、

脳
科
学
や
哲
学
な
ど
、
様
々
な
学
問
を
駆
使
し
て
解

体
し
て
い
く
。
外
部
の
環
境
や
心
理
状
態
な
ど
、

様
々
な
要
因
が
判
断
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
、
丁

寧
に
明
か
さ
れ
て
い
く
様
は
圧
巻
の
一
言
で
あ
る
。

　

我
々
は
果
た
し
て
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
、

「
適
切
な
」
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

人
々
の
「
責
任
」
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
や
メ
デ
ィ
ア
を
見
て
「
自
己

責
任
だ
」
と
思
う
前
に
、
本
書
を
紐
解
か
れ
る
こ
と

を
お
勧
め
す
る
。�

（�

投
稿
・
藪
池 

）

�

（
五
三
八
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円　

1
月
刊
）

増
補

責
任
と
い
う
虚
構小

坂
井
敏
晶
著

ち
く
ま
学
芸
文
庫
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「
旅
の
遺
伝
子
」

な
る
も
の
が
あ
る
そ

う
だ
。
そ
の
名
も

「DRD4-7R

」。
こ
の

暗
号
め
い
た
遺
伝
子

を
保
持
す
る
人
は
、
落
ち
着
き
が
な
く
好
奇
心
旺
盛
、

そ
し
て
新
天
地
を
求
め
て
放
浪
の
旅
に
出
る
傾
向
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
あ
な
た
も
し
く
は
あ
な
た

の
周
囲
の
人
で
、思
い
当
た
る
節
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

　

本
書
は
、
過
去
三
〇
年
に
渡
り
世
界
各
地
を
旅
し

て
き
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
自

ら
の
経
験
を
振
り
返
り
つ
つ
、
旅
に
つ
い
て
の
考
察

を
ま
と
め
た
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
。

　

本
の
中
で
は
、
貧
乏
旅
行
者
か
ら
徘
徊
症
患
者
ま

で
、
様
々
な
形
で
旅
に
憑
か
れ
た
人
が
登
場
す
る
。

そ
の
う
ち
の
一
人
、
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
女
性
に

と
っ
て
、
旅
は
「
目
的
も
意
味
も
消
え
る
時
間
」
だ

と
い
う
。
必
ず
し
も
何
か
の
役
に
立
っ
た
り
達
成
感

を
得
る
た
め
の
も
の
で
な
く
て
良
い
。
就
活
の
履
歴

書
に
書
け
る
よ
う
な
体
験
が
全
て
で
は
な
い
の
だ
。

　

ま
た
、
旅
は
あ
る
種
の
セ
ラ
ピ
ー
だ
と
著
者
は
考

え
る
。
例
え
ば
、
や
る
事
な
す
事
全
て
が
裏
目
に
出

旅
の
効
用

人
は
な
ぜ
移
動
す
る
の
か

ペ
ー
ル
・
ア
ン
デ
シ
ョ
ン
著

畔
上
司
訳
　
草
思
社

て
、
物
事
が
悪
い
よ
う
に
し
か
進
ん
で
な
い
よ
う
な

時
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
は
荷
物
を
鞄
に
詰
め
込
み
、

ひ
と
ま
ず
「
世
界
に
出
て
い
け
ば
い
い
」
と
言
う
。

そ
う
す
れ
ば
何
か
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
何

も
起
こ
ら
な
く
て
も
物
事
は
よ
り
よ
く
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　

変
化
の
な
い
日
常
に
飽
い
た
人
に
と
っ
て
、
本
書

は
世
界
を
自
分
に
近
づ
け
る
た
め
の
き
っ
か
け
に
、

そ
し
て
熱
心
な
旅
人
に
は
、
旅
の
良
き
同
行
者
に
な

っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
巻
末
に
は
「
読
め
ば
放
浪
し

た
く
な
る
旅
行
記
」
リ
ス
ト
も
付
い
て
お
り
、
よ
り

旅
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。�

（�

は
る
な 

）

�

（
三
五
二
頁　

本
体
二
二
〇
〇
円　

1
月
刊
）

　
「
学
び
て
時
に
之

を
習
う
。
亦
た
説よ

ろ
こ
ば

し
か
ら
ず
や
。」

―
―
。
二
五
〇
〇
年

の
長
き
に
わ
た
り
読

み
継
が
れ
て
き
た
、『
論
語
』。
本
書
は
『
論
語
』
を

詳
し
く
知
り
た
い
人
に
オ
ス
ス
メ
だ
。

　

本
書
は
貝
塚
茂
樹
氏
に
よ
る
『
論
語
』
の
訳
本
で

あ
る
。
貝
塚
氏
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
所

長
を
務
め
た
人
で
、
我
々
京
大
生
に
所
縁
の
あ
る
人

物
で
あ
る
。
本
書
は
『
論
語
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉

に
現
代
語
訳
を
つ
け
、
さ
ら
に
各
語
に
対
し
て
必
要

な
訳
注
を
つ
け
て
解
説
を
し
て
い
る
。
冒
頭
の
有
名

な
「
学
而
篇
」
一
の
「
学
び
て
時と

き

に
之
を
習
う

…
…
」
を
「
学
ん
で
時こ

こ

に
習
う
…
…
」
と
読
む
な
ど
、

貝
塚
氏
な
ら
で
は
の
『
論
語
』
解
釈
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
興
味
深
い
。

　

本
書
の
優
れ
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
注
の
詳
し
さ
に

あ
る
。
と
く
に
「
新
注
」
と
「
古
注
」
と
い
う
、

『
論
語
』
に
お
け
る
二
大
解
釈
の
比
較
検
討
が
役
に

立
つ
。
た
と
え
ば
「
学
而
篇
」
四
の
「
伝
不
習
乎
」

と
い
う
語
は
、「
古
注
」
で
は
「
習
わ
ざ
る
を
伝
え

し
か
」
と
読
む
一
方
、「
新
注
」
で
は
「
伝
え
て
習

わ
ざ
る
か
」
と
読
む
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
相
違
を

列
挙
し
た
上
で
、
貝
塚
氏
な
り
の
訳
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
は
『
論
語
』
に
は
複
数
の

解
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
解
釈
の
相

違
を
本
書
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
注
に
よ
る
解
説
が
充
実
し

て
い
る
が
故
に
、
初
学
者
は
難
し
く
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
本
書
を
熟
読
玩
味
す
る
こ
と
で
、

一
層
『
論
語
』
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
学
ぶ
者
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
不
亦
説
乎
」、

と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。�

（�

出
席
点 

）

�

（
六
〇
二
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円　

3
月
刊
）

論
語

貝
塚
茂
樹
訳
注

中
公
文
庫
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告
発
と
誘
惑

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・ル
ソ
ー
論

ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
著

浜
名
優
美
、井
上
櫻
子
訳
　
法
政
大
学
出
版
局

　

本
書
は
「
徳
の
憤

慨
」
か
ら
始
ま
る
。

不
正
と
悪
徳
、
良
心

の
後
退
、
憤
る
ル
ソ

ー
は
文
明
社
会
を
告

発
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
罪

悪
感
を
読
者
に
植
え
付
け
た
ル
ソ
ー
は
、
よ
り
よ
き

社
会
へ
の
導
き
も
行
う
の
だ
。
ま
る
で
宗
教
者
の
よ

う
に
。
そ
う
分
析
す
る
の
が
本
書
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ

ッ
ク
・
ル
ソ
ー
論
『
告
発
と
誘
惑
』
で
あ
る
。

　

著
者
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
昨
年
三
月
に
亡
く
な

っ
た
。
彼
の
博
士
論
文
に
し
て
名
声
を
手
に
し
た

『
透
明
と
障
害
』
は
、
今
な
お
ル
ソ
ー
研
究
に
お
け

る
不
朽
の
名
作
で
あ
る
。
人
々
が
繋
が
れ
る
透
明
な

社
会
を
夢
見
な
が
ら
も
、
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
障
害
を
二
項
対
立
で
描
い
た
ル
ソ
ー
論
は
、
本
書

に
お
い
て
「
告
発
と
誘
惑
」
と
い
う
形
で
引
き
継
が

れ
る
。
ル
ソ
ー
論
で
華
々
し
く
登
場
し
た
ス
タ
ロ
バ

ン
ス
キ
ー
は
、
晩
年
も
う
一
度
ル
ソ
ー
と
向
き
合
う

こ
と
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
っ
た
。

　

無
論
研
究
書
と
し
て
の
価
値
も
高
い
。
だ
が
評
者

が
ル
ソ
ー
研
究
の
枠
を
超
え
て
多
く
の
読
者
に
読
ま

れ
て
ほ
し
い
理
由
は
、
そ
の
文
体
に
あ
る
。
ル
ソ
ー

が
優
れ
た
哲
学
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
優
れ
た
雄
弁

家
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
優
れ

た
思
想
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
優
れ
た
文
筆
家
で

あ
っ
た
。
翻
訳
を
通
し
て
も
尚
伝
わ
っ
て
く
る
彼
の

名
文
に
酔
い
し
れ
て
ほ
し
い
。

　

エ
ピ
ロ
ー
グ
は
「
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

に
贈
る
花
束
」。
生
涯
ル
ソ
ー
研
究
家
と
し
て
過
ご

し
た
彼
に
よ
る
ル
ソ
ー
へ
の
感
謝
が
語
ら
れ
る
。
誠

に
僭
越
な
が
ら
生
涯
大
事
に
し
た
い
本
を
書
い
て
く

れ
た
著
者
に
同
じ
言
葉
を
送
り
た
い
。

　

ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
に
花
束
を
。�

（�

き
も
の 

）

�

（
四
三
〇
頁　

本
体
四
二
〇
〇
円　

12
月
刊
）

　
『�

綴
葉 

』
編
集
委
員
会
で
は
、編
集
委
員
を
新
た
に

若
干
名
募
集
し
ま
す
。

　

仕
事
内
容
は
、
毎
月
二
～
三
本
の
書
評
を
書
く
こ

と
、
毎
週
金
曜
日
に
行
わ
れ
る
編
集
会
議
に
出
席
し

て
『�

綴
葉 

』
の
編
集
作
業
に
携
わ
る
こ
と
で
す
。
編

集
委
員
に
は
毎
月
若
干
の
活
動
手
当
と
、
書
評
で
取

り
上
げ
た
書
籍
の
代
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
は
、
京
都
大
学
生
協
加
入
者
で
大
学
院
の
修

士
課
程
な
い
し
医
学
部
の
五
回
生
以
上
、
そ
し
て
右

記
の
仕
事
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
出
来
る
方
で
す
。

　

こ
の
条
件
を
満
た
し
編
集
委
員
と
し
て
の
活
動
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
本
誌
添
付
の
読
者
カ
ー
ド
に
編

集
委
員
会
へ
の
参
加
希
望
の
旨
を
明
記
の
上
、
生
協

の
ひ
と
こ
と
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
か
、『�

綴
葉 

』
表
紙

記
載
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
へ
直
接
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。
追
っ
て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
読
者
の
皆
様
か
ら
の
投
稿
も
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
採
用
さ
せ
て
頂
い
た
方
に
は
、
書
籍

代
（
上
限
二
五
〇
〇
円
）
お
よ
び
薄
謝
を
図
書
カ
ー

ド
に
て
差
し
上
げ
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。

な
お
紙
面
の
都
合
上
、
原
稿
を
頂
い
て
も
掲
載
で
き

な
い
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。
悪
し
か
ら
ず
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

書
評
の
形
式
は
次
の
通
り
で
す
。�

従
来
の
規
定
か

ら
変
更
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

　

①
「
新
刊
／
新
書
コ
ー
ナ
ー
」：
新
刊
二
〇
字
×

三
二
行
、
新
書
二
〇
字
×
二
三
行
。
出
版
さ
れ
て
か

ら�

四
か
月
以
内 

の
書
籍
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

②
「
話
題
の
本
棚
」：
三
〇
字
×
四
二
行
。
出
版

さ
れ
て
か
ら�

四
か
月
以
内 

の
書
籍
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
書
名
・
著
者
名
・
出
版
社

名
・
総
ペ
ー
ジ
数
・
発
行
年
月
・
本
体
価
格
と
投
稿

者
の
氏
名
・
所
属
・
連
絡
先
・
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
明
記

し
て
下
さ
い
。
郵
便
・
メ
ー
ル
ど
ち
ら
で
も
受
け
付

け
ま
す
。
宛
先
は
本
誌
表
紙
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

綴
葉
編
集
委
員
募
集
お
よ
び

投
稿
募
集
の
お
知
ら
せ
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プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
村
上
春
樹
へ

「
時
間
」で
読
み
解
く
世
界
文
学

岡
本
正
明
著
　
幻
冬
舎
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
新
書

危
機
に
立
つ
東
大石

井
洋
二
郎
著

ち
く
ま
新
書

江
南
の
発
展
　
南
宋
ま
で

丸
橋
充
拓
著

岩
波
新
書

　

本
書
は
東
京
大
学
の
執
行
部
に
携
わ
る
立
場
に
あ

っ
た
著
者
が
、
入
試
制
度
改
革
問
題
に
お
け
る
政
府

と
東
大
お
よ
び
国
大
協
の
議
論
、
紛
糾
、
意
見
集
約

の
プ
ロ
セ
ス
を
改
め
て
振
り
返
っ
た
も
の
だ
。

　

秋
季
入
学
と
英
語
入
試
の
民
間
試
験
活
用
と
い
う

方
針
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
は
「
目
的
と
手
段
の
逆

転
」
と
み
な
し
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
す
。
つ
ま
り
、

方
針
は
学
生
の
国
際
力
を
高
め
る
た
め
の
手
段
の
一

つ
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
手
段
が
先
に
あ
り
き
で
目
的

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
だ
と
。

さ
ら
に
、「
人
文
・
社
会
・
自
然
」
と
分
類
さ
れ
、

実
益
が
重
視
さ
れ
る
風
潮
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
文
学

と
い
う
所
謂
「
役
に
立
た
な
い
学
問
」
の
研
究
者
と

し
て
の
立
場
か
ら
著
者
は
知
の
枠
組
み
を
変
え
て
み

せ
る
。
か
つ
て
書
評
さ
れ
た
『
文
系
と
理
系
は
な
ぜ

分
か
れ
た
の
か
』
と
も
通
ず
る
中
々
興
味
深
い
論
考

だ
。
そ
の
論
考
に
裏
打
ち
さ
れ
た
信
念
に
よ
っ
て
改

革
の
延
期
を
引
き
出
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

法
人
に
な
っ
た
と
は
い
え
、「
国
立
」
を
冠
す
る

大
学
と
し
て
「
言
う
べ
き
こ
と
を
言
う
べ
き
時
に
言

う
」
姿
勢
を
保
つ
。
そ
の
一
言
が
受
け
継
が
れ
て
い

く
の
か
、
今
一
度
問
い
直
さ
れ
る
一
冊
。�
（�
ね
こ 

）
�

（
二
五
六
頁　

本
体
八
四
〇
円　

1
月
刊
）

　

と
き
に
速
く
流
れ
て
は
、
と
き
に
ゆ
っ
く
り
と
進

み
、
作
者
に
よ
っ
て
自
由
自
在
に
操
ら
れ
る
物
語
中

の
「
時
間
」。
本
書
は
「
時
間
」
と
い
う
視
点
か
ら

二
〇
世
紀
の
文
学
を
概
観
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
の
文
学
の
多
く
は
「
時
間
と
の
抗
争
」

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。
一
七

世
紀
に
機
械
時
計
が
普
及
し
て
以
降
、
産
業
革
命
と

資
本
主
義
の
発
展
を
経
て
、
二
〇
世
紀
初
め
に
は

「
機
械
の
時
」
が
人
び
と
の
生
活
を
支
配
し
て
い
た
。

そ
れ
に
た
い
し
、
作
家
た
ち
は
作
品
の
な
か
で
そ
の

支
配
に
抗
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
』
で
、
外
部
の
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
失
わ

れ
た
も
の
を
取
り
戻
す
た
め
、
自
己
の
内
部
の
記
憶

の
な
か
に
永
続
的
な
も
の
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。

村
上
春
樹
は
時
間
の
一
元
性
に
抗
っ
て
、
複
数
の
物

語
世
界
を
並
列
さ
せ
る
手
法
を
用
い
て
、
多
元
的
な

時
間
の
あ
り
方
を
描
き
出
し
た
。
そ
し
て
あ
い
だ
を

埋
め
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
、
フ
ォ

ー
ク
ナ
ー
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
、
二
〇
世
紀
文

学
を
代
表
す
る
人
物
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

文
学
の
入
門
に
も
な
る
し
、
文
学
を
専
門
に
し
て

い
る
人
に
も
読
み
応
え
の
あ
る
一
冊
だ
。�

（�

ミ
セ 

）

�

（
二
一
七
頁　

本
体
八
〇
〇
円　

2
月
刊
）

　

以
前
中
国
人
の
日
本
史
研
究
者
と
話
し
た
と
き
に

「
昔
の
日
本
人
の
中
国
の
歴
史
の
本
は
読
む
が
、
今

の
人
は
細
か
く
て
…
…
」
と
言
わ
れ
て
東
洋
学
者
で

は
な
い
の
に
、
言
葉
を
失
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
新
出

資
料
だ
け
で
も
膨
大
な
中
国
史
、
頓
に
中
近
世
史
に

つ
い
て
な
か
な
か
「
こ
の
一
冊
」
は
難
し
い
の
か
と
、

本
書
を
見
る
ま
で
は
思
っ
て
い
た
。

　

本
書
『�

江
南
の
発
展 

』
は
戦
国
期
か
ら
南
宋
ま
で

の
中
国
を
経
済
的
基
地
の
江
南
中
心
に
専
制
的
だ
が

統
治
を
嫌
う
封
建
制
な
き
国
、
中
国
を
長
期
持
続
体

と
し
て
み
て
い
く
。「
国
づ
く
り
の
論
理
」
と
「
人

つ
な
ぎ
の
論
理
」
の
相
克
と
い
う
独
自
の
作
業
仮
説

に
基
づ
き
、
和
漢
洋
の
東
洋
学
者
の
用
語
や
テ
ー
ゼ

を
散
り
ば
め
、
情
報
量
と
読
み
や
す
さ
を
両
立
さ
せ

た
本
書
は
取
り
付
き
や
す
く
は
な
い
社
会
経
済
史
か

ら
の
、
新
書
レ
ベ
ル
で
の
久
方
ぶ
り
の
前
近
代
中
国

史
の
決
定
版
と
い
え
よ
う
。

　

骨
太
な
叙
述
を
読
ん
だ
後
、
本
邦
の
東
洋
史
の
斜

陽
を
嘆
く
「
あ
と
が
き
」
は
あ
ま
り
に
切
な
い
が
、

本
書
が
潜
在
需
要
の
発
掘
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
う
。

冒
頭
所
引
の
「
岳
陽
楼
記
」
の
如
く
中
国
史
に
後
楽

あ
ら
ん
こ
と
を
。�

（�

投
稿
・
千
広 

）

�

（
二
三
四
頁　

本
体
八
二
〇
円　

1
月
刊
）

新書コーナー



14
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本
日
、図
書
館
日
和
に
つ
き
。

　

今
日
は
珍
し
く
予
定
が
入
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
手
付
か
ず
で
ま
っ
さ
ら
な

一
日
を
、
ど
う
や
っ
て
過
ご
そ
う
か
？　

家
で
の
ん
び
り
す
る
も
よ
し
、
外
で

思
い
っ
き
り
体
を
動
か
す
も
よ
し
。
あ
る
い
は
図
書
館
に
行
っ
て
、
書
架
の
間

を
そ
ぞ
ろ
歩
い
て
み
て
も
良
い
。
思
い
が
け
ず
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
る
よ
う

な
書
籍
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
頭
の
隅
で
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
考
え

が
纏
ま
り
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
は
、
私
た
ち
の
知
的
好
奇
心
や
想
像
力

の
良
き
友
で
あ
る
、
図
書
館
に
ま
つ
わ
る
本
が
主
役
だ
。

　

図
書
館
を
生
業
に
す
る

　

バ
ス
停
「
銀
閣
寺
道
」
す
ぐ
、
今
出
川
通
沿

い
に
、
何
や
ら
不
思
議
な
建
物
が
あ
る
。
レ
ト

ロ
な
看
板
に
は
、
白
抜
き
で
「
私
設
圖
書
館
」

の
文
字
。
こ
こ
は
、
昭
和
四
八
年
に
京
都
大
学

の
卒
業
生
が
創
設
し
た
民
営
の
図
書
館
だ
。
田

中
厚
生
著
「�

京
都
『
私
設
圖
書
館
』
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 
」（
コ
ト
コ
ト
）

で
は
、
筆
者
が
京
大
卒
業
後
、
企
業
へ
就
職
せ
ず
に
個
人
で
図
書
館
を
始
め
、

理
想
の
空
間
を
創
り
上
げ
て
い
く
道
の
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
落
ち
着
い
て
読

書
が
で
き
、
誰
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
れ
、
夜
遅
く
ま
で
開
い
て
い
る
こ
と
。
著

者
は
自
ら
の
希
望
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
奮
闘
す
る
。
評
者
も
こ
の
場
所
を
訪

問
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
外
界
と
は
異
な
る
時
間
と
空
気
が
流
れ
て
い
て
、

不
思
議
な
居
心
地
の
良
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
空
間
だ
っ
た
。

　

驚
異
の
図
書
館

　

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ケ
ル
ズ
著
、
小
松
佳
代
子
訳
「�

図
書
館
巡
礼
『
限
り
な
き

知
の
館
』
へ
の
招
待 

」
で
は
、
書
物
を
愛
し
て
や
ま
な
い
博
覧
強
記
の
著
者
が
、

愛
書
家
や
図
書
館
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
歴
史
や
逸
話
を
披
露
し
て
く
れ
る
。
世

界
最
古
の
「
口
誦
図
書
館
」
か
ら
、
隠
し
扉
で
内
部
の
深
層
へ
と
続
く
中
世
の

修
道
院
の
図
書
館
ま
で
。
本
書
を
読
め
ば
、
自
室
に
居
な
が
ら
に
し
て
め
く
る

め
く
図
書
館
ワ
ー
ル
ド
へ
迷
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

読
ん
で
愉
し
む
図
書
館
本
だ
け
で
な
く
、
見
て
愉

し
む
も
の
も
あ
る
。
頁
を
め
く
っ
て
い
る
だ
け
で
童

心
に
帰
っ
た
よ
う
に
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
著
、
北
川
玲
訳
「�

世
界

の
不
思
議
な
図
書
館 

」（
創
元
社
）
だ
。
本
書
は
世

界
各
地
の
ユ
ニ
ー
ク
な
図
書
館
を
、
写
真
を
中
心
に

紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。
電
話
ボ
ッ
ク
ス
を
改
造
し
た
マ
イ
ク
ロ
図
書
館
、
ラ

ク
ダ
が
運
ぶ
移
動
図
書
館
、
一
度
に
一
人
し
か
入
れ
な
い
図
書
館
…
…
。
立
派

な
ハ
コ
モ
ノ
だ
け
が
図
書
館
で
は
な
い
。
図
書
館
と
は
、
人
間
の
想
像
力
次
第

で
ど
ん
な
形
を
も
取
り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
一
冊
だ
。

　
「
無
い
も
の
」
か
ら
考
え
る

　

日
本
で
最
も
蔵
書
数
が
多
い
図
書
館
は
、
国
会
図
書
館
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
国
会
図
書
館
は
日
本
で
発
行
さ
れ
た
全
て
の
本
を
網
羅
し
て
い
る
訳
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
無
い
書
も
数
多
く
存
在
す
る
。
礫
川
全
次
著
「�

雑
学
の
冒

険
―
国
会
図
書
館
に
な
い
1
0
0
冊
の
本 

」（
批
評
社
）
は
、
言
わ
ば
、
そ
ん

な
取
り
零
さ
れ
た
本
た
ち
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
と
い
う
一
風
変
わ
っ

た
試
み
を
し
て
い
る
。
国
会
図
書
館
に
置
い
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
価
値

が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
著
者
曰
く
、「『
自
己
主
張
』
が
強
い
」
魅
力
に
あ
ふ

れ
た
百
三
〇
冊
の
本
が
、
私
家
版
・
非
売
品
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
雑
誌
の
付

録
な
ど
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
欠
け
て
い
る
本
」

か
ら
図
書
館
を
考
え
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
良
書
で
あ
る
。�

（�

は
る
な 

）
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み
ん
な「
愛
し
て
る
」と
言
う
け
れ
ど

　

大
学
入
学
を
機
に
実
家
を
離
れ
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
人
も
い
る
季
節
で
あ

る
。
今
年
は
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
他
人
と
の
距
離
に
気
を
つ

け
る
こ
と
を
「
要
請
」
さ
れ
る
時
期
に
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
不
特
定

多
数
の
「
他
人
」
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
間
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
親
に
感

染
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
帰
省
を
躊
躇
う
人
も
多
い
と
聞
く
。
た
だ
し
親
と

し
て
は
帰
っ
て
き
て
元
気
な
顔
を
見
せ
、
安
心
さ
せ
て
ほ
し
い
よ
う
だ
。
親
が

子
の
こ
と
を
気
に
か
け
、
子
ど
も
が
親
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
、
健
全
で
望
ま

し
い
よ
う
に
見
え
る
が
果
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
？　

こ
こ
で
は
最
近
よ
く
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
毒
親
」
に
つ
い
て
の
本
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

早
く
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
有
名
な
の
が
ス
ー
ザ

ン
・
フ
ォ
ワ
ー
ド
の
『�

毒
に
な
る
親　

一
生
苦
し
む
子
供 

』（
講
談
社
＋
α
文

庫
）
か
も
し
れ
な
い
。
九
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
現
在
で
も
参
照

さ
れ
て
然
る
べ
き
一
冊
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
で
は
前
半
で
子
供
を
傷
つ
け
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
親
、
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
後

半
で
は
そ
の
よ
う
な
親
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
て
育
っ
た
人
向
け
の
心
理
的
ケ
ア
や

対
処
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
肉
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
に
子
供
を
傷
つ
け
る
よ

う
な
振
舞
い
を
し
、
精
神
的
も
し
く
は
経
済
的
な
か
た
ち
で
子
供
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
よ
う
と
す
る
親
。
そ
れ
に
晒
さ
れ
た
結
果
、
自
己
肯
定
感
が
低
く
自
己

破
壊
的
な
振
舞
い
を
す
る
子
ど
も
。
そ
ん
な
親
子
関
係
が
見
え
て
く
る
。

　

そ
れ
は
い
わ
ば
変
な
親
と
不
幸
に
し
て
そ
こ

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
関
係
で
は
な
い
の
か
？　

そ
う
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
次
は
押
見
修
造

の
『�

血
の
轍 

』（
小
学
館
）
を
挙
げ
た
い
。
主

人
公
の
静
一
は
少
し
大
人
し
い
、
と
い
っ
て
も

普
通
に
男
子
の
友
達
も
い
れ
ば
片
思
い
の
相
手
も
い
る
、
今
時
の
草
食
系
中
学

男
子
。
両
親
と
も
優
し
く
、
特
に
母
親
の
静
子
は
彼
に
甘
い
。
仲
の
良
い
親
子

と
し
て
描
か
れ
始
め
た
関
係
が
、
静
一
の
従
兄
弟
シ
ゲ
ル
の
「
過
保
護
」
の
一

言
で
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
だ
が
狂
気
的
な
様
相
を
帯
び
た
も
の
に
変
わ
っ
て

い
く
。
静
子
の
変
貌
ぶ
り
は
マ
ン
ガ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

伴
っ
て
心
に
刺
さ
っ
て
く
る
。
突
然
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
や
自
傷
行
動
な
ど
は
『
毒

に
な
る
親
』
に
書
か
れ
た
親
の
行
動
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
印
象
的
な
の
は

作
中
で
静
子
が
語
る
独
白
だ
。
子
ど
も
の
頃
愛
情
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
苦
し
ん
だ
彼
女
は
母
親
と
し
て
息
子
に
愛
情
を
注
い
で
い
る
の
だ
と
い
う
。

親
の
側
か
ら
す
れ
ば
自
身
の
振
舞
い
は
「
愛
情
」
ゆ
え
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
親
と
の
間
柄
に
苦
し
む
子
ど
も
の
側
か
ら
の
親
子
関
係
を
描
い
た
の

が
田
房
永
子
の
『�

そ
れ
で
も
親
子
で
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？ 

』（
秋
田
書

店
）
で
あ
る
。
子
ど
も
の
側
か
ら
す
れ
ば
親
の

振
舞
い
は
「
愛
情
」
で
は
な
く
「
虐
待
」
に
近

い
感
覚
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
た
だ
し

そ
れ
は
親
に
も
、
そ
し
て
周
囲
に
も
理
解
さ
れ

な
い
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
見
え

て
く
る
。『
血
の
轍
』
の
シ
ゲ
ル
は
子
ど
も
の
感
覚
と
し
て
「
過
保
護
」
と
断

定
出
来
た
。
し
か
し
大
人
は
「
仲
良
し
の
家
族
」
や
「
愛
さ
れ
て
る
子
ど
も
」

と
い
う
見
方
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
、
自
分
が
そ
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
な
か
っ
た
と
羨

み
な
が
ら
。

　

今
後
、
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
が
増
え
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
報
道
も
あ
る
。
必
ず
し

も
憎
し
み
か
ら
出
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
、
誰
に
と
っ
て
の
「
愛
情
」

な
の
か
、
そ
れ
を
評
価
す
る
術
を
誰
が
決
め
る
の
だ
ろ
う
。�

（�

ね
こ 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
い
つ
も
楽
し
く
読
ん
で
い
ま
す
。
最
近
は
ゼ
ミ
発

表
に
必
要
な
本
は
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
ま
す
が
、
そ

ろ
そ
ろ
小
説
が
読
み
た
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

�

（�

法
・
湖
底
の
蟹 

）

―
―
専
門
書
ば
か
り
読
ん
で
い
る
と
、
頭
が
こ
ち
こ

ち
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
よ
ね
。
忙
し
い

日
々
の
合
間
、
コ
ー
ヒ
ー
や
お
茶
を
片
手
に
小
説
の

世
界
に
浸
る
の
は
、
最
高
の
息
抜
き
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

○
1
・
2
月
号
の
『�

綴
葉 

』
は
、
音
楽
が
聴
き
た
く

な
る
記
事
が
多
か
っ
た
で
す
。�

（�

工
・S

oso 

）

―
―
読
書
と
音
楽
は
相
性
が
良
い
で
す
よ
ね
。
心
地

よ
い
空
間
に
い
る
と
、
自
然
と
本
も
進
み
ま
す
。
皆

さ
ん
は
本
を
読
む
際
、
ど
ん
な
音
楽
を
聴
く
こ
と
が

多
い
で
し
ょ
う
か
？

○
他
大
学
に
も
『�

綴
葉 

』
の
よ
う
な
書
評
誌
が
あ
る

な
ら
コ
ラ
ボ
し
て
み
て
も
面
白
い
。
芸
術
大
学
な
ど

だ
と
よ
り
違
っ
た
視
野
の
本
が
出
て
き
そ
う
。

�

（�

農
・
ま
つ
り 

）

―
―
ご
提
案
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
、

他
大
学
の
書
評
誌
と
い
う
の
は
個
人
的
に
も
気
に
な

り
ま
す
。
今
ま
で
他
の
大
学
の
書
評
誌
を
目
に
す
る

機
会
が
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
れ
ば
是
非
読
ん
で

き
た
い
で
す
ね
。
発
見
が
多
そ
う
で
す
。（�

は
る
な 

）

　還暦でライフネット生命を創業した出口治
明氏。京大 OBでもある彼が大事にしている
学びとは「人・本・旅」、すなわち、沢山の
人と出会い、様々な書物を読み、外に出て実
体験を積むことだ。そうすることで視界がひ
らけ新しい考え方が出来るようになるとのこ
とだが、いつしかこの教えはわたし自身が大
切にしたいことにもなった。
　昨年度わたしは大学院を休学し、海外バッ
クパック旅行に出た。東南アジアを皮切りに、
1年弱ほどユーラシア大陸のあちこちに赴い
た。旅の間は現地の人と話し込んだり、家に
泊めてもらったり、出会いの連続であった。
その意味で、去年は「人・旅」に関してはこ
れ以上望めないほど濃い一年だったと言える。
しかしながら、読書はあまり出来なかった。
電子書籍に対しては違和感があるため、紙の
本で読みたい。そうなると、海外でも手に入
りやすい洋書が中心になり、読書スピードや
内容理解が母語よりも劣ってしまう。「本」
の要素に関しては、物足りなさを抱えていた。
　その反動で、帰国後は貪欲に、好きなだけ
本を読もうと決めていたのだが、縁あって
『�綴葉 』の編集に携わることになった。これ
から 1年は本を中心とした年にしつつ、本を
通じて人と関わり合えれば、と願ってやまな
い。『�綴葉 』という場をお借りして、皆様が
素敵な書物と出会えるお手伝いができますよ
うに。� （�はるな ）

当てよう！図書カード編集後記
　「ねえ、考えてみて」彼女は言う。夜 9時
の、鴨川デルタ。「3,222,9 ＝桜。6,999 ＝春。
11111,0,99 ＝終わり。」――暗号か？　「この
とき、3,888,111,5,9 は？　それが私の答え。」
それじゃ、と彼女は立ち去る。いくつかの選
択肢が頭に浮かぶ。「3,888,111,5,9」の意味は、
どれなんだろう？� （�出席点 ）

　1．アイシテル� 2．アリガトウ
　3．マタアシタ� 4．サヨウナラ

《応募方法》読者カードに答えを書いて生協
のひとことポストに入れてください（または
e-mail:teiyo@s-coop.net）。正解者の中から抽
選で 5名の方に図書カードを進呈いたします。
締切りは 6月 15 日です。

1・2月号の解答
　1・2 月号「ファーストアルバム『十七歳
の地図』に収録されていない曲はどれでしょ
うか？」の解答は、4．卒業でした。応募者
9名中 9名の方が正解でした。多数のご応募
ありがとうございました。図書カードの当選
者は、はゆかさん、湖底の蟹さん、朝知流さ
ん、深みの巡礼者さん、長老さん（順不同）
です。おめでとうございます。� （�きもの ）


