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話題の本棚

仰
ぐ
は
星
々
の
声
、俯
す
は
人
々
の
光

　

地
球
人
よ
、
瞠
目
せ
よ
。『
三
体
』
三
部
作
の
最
終
作
。
つ
い
に
、
こ
の
物

語
に
終
止
符
を
打
つ
時
が
来
た
。
評
者
は
本
書
の
第
一
部
・
第
二
部
と
『�

綴

葉 

』
で
書
評
し
て
き
た
（
三
八
一
号
・
三
九
二
号
）。
足
掛
け
二
年
に
渡
る
三
部

作
の
書
評
と
い
う
任ミ

ッ
シ
ョ
ン務

を
、
こ
の
場
に
於
い
て
全
う
し
た
い
。

　

二
〇
〇
〇
頁
・
二
千
万
年
に
渡
る
船
旅

　

本
シ
リ
ー
ズ
の
最
大
の
魅
力
で
あ
り
、
ま
た
最
大
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
そ
の
物

語
の
長
大
さ
・
遠
大
さ
だ
。
三
部
作
合
計
で
五
冊
・
約
二
○
○
○
頁
。
約
二
千

万
年
の
時
間
が
流
れ
る
。
人
類
に
は
着
い
て
い
け
な
い
ス
ケ
ー
ル
だ
。
第
三
部

に
た
ど
り
着
く
前
に
船
を
降
り
て
し
ま
っ
た
乗
組
員
を
、
評
者
は
何
人
も
見
送

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
軽
く
第
二
部
ま
で
の
物
語
を
お
さ
ら
い
し
よ
う
。

　

物
理
学
者
の
父
を
文
化
大
革
命
で
殺
さ
れ
た
、
葉

イ
エ
・
ウ
ェ
ン
ジ
ェ

文
潔
。
彼
女
は
人
類
に
絶

望
し
、
と
あ
る
軍
事
施
設
か
ら
宇
宙
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
放
つ
。
そ
の
想

い
を
受
け
止
め
た
の
は
、
遠
く
離
れ
た
星
に
生
き
る
「
三
体
人
」
だ
っ
た
。
人

類
よ
り
遥
か
に
高
度
な
文
明
を
持
つ
彼
ら
は
、
地
球
を
滅
さ
ん
と
舵
を
切
り
出

し
た
。
五
百
年
後
に
迫
る
異
星
人
と
の
戦
い
。
羅ル

オ
・
ジ
ー輯

は
、
地
球
を
救
う
「
面
壁

者
」
に
任
命
さ
れ
る
。
彼
は
無
事
に
三
体
人
の
抑
制
に
成
功
し
、
地
球
に
平
和

が
訪
れ
た
か
に
見
え
た
…
…
。
こ
れ
が
前
作
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。

　

ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
点

　

一
般
に
、
Ｓ
Ｆ
の
魅
力
は
次
の
ふ
た
つ
の
掛
け
算
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
設
定
（
ハ
ー
ド
）
の
完
成
度
と
ス
ト
ー
リ
ー
（
ソ
フ
ト
）

の
面
白
さ
だ
。
本
書
は
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
二
刀
流
を
実
現
し
て
い
る
。
三
体

問
題
、
フ
ェ
ル
ミ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
な
ど
、
科
学
の
設
定
が
惜
し
げ
も
な
く
散
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
―
―
そ
の
多
さ
に
読
者
が
つ
い
て
い
け
な
い
ほ
ど
に
―
―
。

で
は
、
本
書
は
設
定
の
遠
大
さ
で
押
し
通
す
よ
う
な
、
文
字
通
り
の
「
硬ハ

ー
ド
Ｓ
Ｆ

科
幻
」

な
の
だ
ろ
う
か
？　

否
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
超
弩
級
だ
。
羅
輯
の
後
継
者
的

役
割
「
執ソ

ー
ド
ホ
ル
ダ
ー

剣
者
」
を
任
さ
れ
た
程

チ
ェ
ン
・
シ
ン

心
。
彼
女
は
二
度
、
人
類
を
救
い
そ
び
れ
る
。

こ
れ
以
上
の
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
。
罪
悪
感
を
胸
に
秘
め
た
ま
ま
、
彼
女
は
遥

か
彼
方
の
星
に
旅
立
つ
―
―
ヒ
ト
の
種
を
残
す
た
め
に
。
ヒ
ト
の
種
を
蒔
く
た

め
に
。
片
や
三
体
人
は
ど
う
な
っ
た
の
か
？　

圧
倒
的
な
力
に
見
え
た
彼
ら
の

存
在
も
、
こ
の
宇
宙
の
中
で
は
塵
の
如
き
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
彼
ら
の
滅
亡
を

前
に
、
人
類
は
こ
の
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
の
滅
亡
も
起
こ
る
の
だ

ろ
う
か
？　

そ
の
時
、
こ
の
地ほ

し球
に
残
さ
れ
た
人
類
は
ま
だ
知
ら
な
い
。

　

設
定
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
点
に
お
い
て
―
―
奇
蹟
的
な
均
衡
点

に
お
い
て
―
―
本
書
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
特
異
性
は
、
ア
ジ
ア
圏
初
・

翻
訳
小
説
初
の
ヒ
ュ
ー
ゴ
ー
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
て
い

る
。
本
書
の
世
界
観
を
、
著
者
の
劉
慈
欣
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

果
た
し
て
人
類
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？　

著
者
―
『
三
体
』
―
読
者
の
三
者

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
三
体
」。
こ
れ
ら
が
為
す
運
動
を
予
測
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
も
、
ポ
ア
ン
カ
レ
に
も
。
一
三
七
億
年
の
宇
宙
の

歴
史
の
中
で
、
今
と
い
う
私
た
ち
の
時
代
―
―
瞬
き
す
る
時
ほ
ど
一
瞬
の
時
間

―
―
に
本
書
が
生
ま
れ
た
奇
蹟
に
、
あ
あ
、
感
動
を
禁
じ
得
な
い
。（�

出
席
点 

）

�

（
四
三
〇
頁　

税
込
二
〇
九
〇
円　

5
月
刊
）

三
体
Ⅲ 

死
神
永
生 

（
上
・
下
）

劉
慈
欣
著

大
森
望
、
光
吉
さ
く
ら
、 

ワ
ン
・
チ
ャ
イ
、
泊
功
訳
　
早
川
書
房
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話題の本棚

困
惑
と
幻
惑
・
螺
旋
と
感
染
・
眩
暈
と
蒙
昧
。

　

―
―
螺
旋
階
段
を
駆
け
上
が
る
。
足
が
も
つ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
同
じ

場
所
ぐ
る
ぐ
る
し
て
、
位
置
だ
け
が
変
わ
っ
て
い
く
。
だ
ん
だ
ん
昇
っ
て
い
る

の
か
降
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
。
私
の
視
界
が
ぼ
や
け
て
い
く
。

　

わ
た
し
の　

ち
ゅ
う
し
ん
に

　

め
ま
い
は　

あ
る

　

け
れ
ど

　

め
ま
い
の　

ち
ゅ
う
し
ん
に

　

わ
た
し
は　

い
な
い

　

本
書
を
詩
集
と
ま
と
め
る
に
は
あ
ま
り
に
も
異
質
だ
。
詩
人
・
野
村
喜
和
夫

の
言
葉
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
山
本
浩
貴
の
デ
ザ
イ
ン
と
レ
イ
ア
ウ
ト
で
表
現
さ

れ
る
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
1
（
緑
）
と
そ
の
元
と
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
2
（
橙
）

で
構
成
さ
れ
る
本
。
一
つ
の
詩
が
レ
イ
ア
ウ
ト
と
色
を
変
え
る
だ
け
で
、
別
の

作
品
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
詩
は
音
で
楽
し
む
と
同
時
に
、

眼
で
愉
し
む
こ
と
が
出
来
る
。
光
と
音
に
触
れ
な
が
ら
目
を
瞑
っ
た
時
、
瞼
の

向
こ
う
側
か
ら
、
言
葉
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
り
と
め
の
な
い
詞
、
意

味
の
分
か
ら
な
い
詩
、
そ
れ
で
も
余
韻
は
私
を
誘
っ
て
く
れ
る
。

　
　

め
ま
い
と
は　

す
べ
て
が

　
　

ま
ん
な
か　

と
な
る
こ
と

　
　

き
ょ
う　

死
の

　
　

う
な
が
し
の
よ
う
に

　
　

ひ
か
り　

は
げ
し
い
ね

　

本
を
読
ん
で
い
る
だ
け
な
の
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
く
。
初
め
と
終
わ
り
が
分

か
ら
な
い
階
段
を
彷
徨
う
よ
う
に
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
の
に
進
ん
で
い

る
気
が
し
な
く
な
っ
て
い
く
。
子
供
の
頃
の
、
く
る
く
る
回
っ
て
い
る
だ
け
で

楽
し
か
っ
た
時
間
を
思
い
出
す
。
眩
暈
の
追
求
に
遊
び
が
あ
っ
た
。

　

�

眩
暈 

と
は
不
意
の
孤
独
で
あ
る
。

　

た
ど
り
着
い
た
場
所
か
ら
遠
く
を
眺
め
て
み
る
。
随
分
高
い
と
こ
ろ
ま
で
来

て
し
ま
っ
た
。
螺
旋
階
段
の
迷
走
は
終
わ
り
を
告
げ
て
、
高
所
か
ら
下
界
を
見

渡
し
て
み
る
。
流
転
す
る
星
々
の
よ
う
に
、
世
界
が
回
っ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で

い
っ
て
も
眩
暈
が
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
…
…
。

　

き
っ
と　

そ
ら
か
ら

　

め
ま
い
が　

お
り
て
き
て

　

わ
た
し
を　

は
こ
ん
で
い
る
ん
だ

�

（�

き
も
の 

）

�

（
四
一
六
頁　

税
込
五
五
〇
〇
円　

5
月
刊
）

妖
精
Ｄ
Ｉ
Ｚ
Ｚ
Ｙ

野
村
喜
和
夫
著

思
潮
社
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た
と
え
ば
、
カ
フ
カ
の
『
変
身
』
を
読
む
と
す
る
。

そ
し
て
「
こ
れ
は
す
ご
い
作
品
だ
、
カ
フ
カ
は
す
ご

い
人
だ
」
と
唸
っ
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
私
た
ち
の

視
界
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
カ
フ
カ
そ
の
人
と
、
カ

フ
カ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と
し
て
の
『
変
身
』

だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
は
つ
ま
り
、
そ
の
背
後
に
翻

訳
家
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
作
品
が
彼
の

手
に
な
る
翻
訳
書
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
。
優
れ
た
翻
訳
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
私

た
ち
は
そ
れ
が
翻
訳
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。

名
訳
は
透
明
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
翻
訳
や

翻
訳
家
は
そ
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
を
仕
事
に

し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

本
特
集
で
は
、
そ
ん
な
普
段
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
翻

訳
や
翻
訳
家
に
あ
え
て
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
と
思

う
。
暗
が
り
に
い
る
存
在
に
光
を
当
て
、
透
明
な
存

在
に
色
を
つ
け
て
み
た
い
の
だ
。

　

翻
訳
の
喜
び

　
「
美
文
を
翻
訳
し
て
原
作
者
の
現
れ
来
れ
る
か
と

思
は
し
む
る
訳
者
は
吾
人
之
れ
を
た
ゝ
へ
て
如
来
と

名
づ
く
べ
し
」
と
書
い
た
の
は
坪
内
逍
遥
で
あ
る
が
、

以
下
で
は
ま
ず
、「
現
代
の
如
来
」
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
二
人
の
翻
訳
家
に
よ
る
著
作
を
紹
介
し
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
村
上
春
樹
と
柴
田
元
幸
に
よ
る
対
談
集

『�

翻
訳
夜
話 

』（
文
春
新
書
）
で
あ
る
。

　

村
上
は
冒
頭
で
こ
う
述
べ
る
―
―
「
机
の
左
手
に

気
に
入
っ
た
英
語
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

右
手
に
あ
る
白
紙
に
日
本
語
の
文
章
と
し
て
立
ち
あ

げ
て
い
く
と
き
に
感
じ
る
喜
び
は
、
ほ
か
の
行
為
で

は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
な
種
類
の
も
の
で
あ

る
」
と
。
村
上
は
翻
訳
す
る
こ
と
に
無
上
の
喜
び
を

感
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
翻
訳
は
時
間
が
か
か
る
。

そ
れ
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も

彼
は
、「
も
っ
と
も
効
率
の
悪
い
読
書
」
で
あ
る
翻

訳
に
取
り
組
み
続
け
る
。
物
語
の
魂
を
自
分
の
な
か

に
引
き
入
れ
る
た
め
に
、
そ
し
て
文
章
の
秘
密
を
探

り
出
す
た
め
に
―
―
「
結
局
、
自
分
で
文
章
を
解
体

し
て
、
ど
う
す
れ
ば
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
文
章
を

書
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
僕
な
り
に
解
明
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
英

語
の
原
文
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
作
業
を
通
し
て
、

何
か
そ
う
い
う
秘
密
の
よ
う
な
も
の
を
探
り
出
し
た

か
っ
た
の
か
な
」。
本
書
を
読
む
と
、
無
性
に
翻
訳

書
が
読
み
た
く
な
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
お
気
に

入
り
の
一
冊
を
自
分
で
翻
訳
し
て
み
た
く
な
る
。

　

翻
訳
の
苦
し
み

　

村
上
と
柴
田
は
翻
訳
の
喜
び
を
語
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
と
対
照
的
に
、
翻
訳
の
苦
し
み
を
語
っ
て
い
る

翻
訳
の
実
践
者
た
ち
が
語
る
こ
と

翻
訳

〈特集〉　

一
体
い
つ
か
ら
翻
訳
と
い
う
行
い
は

始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
旧
約
聖
書
に
従

え
ば
、
人
々
が
翻
訳
を
始
め
た
の
は
、

主
が
人
間
の
言
葉
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た

バ
ベ
ル
の
塔
の
物
語
以
降
の
こ
と
に
な

る
。
以
来
、
言
葉
を
訳
す
中
で
、
人
は

い
つ
し
か
そ
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
愛
お

し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
機
械

翻
訳
が
発
達
し
た
今
で
も
変
わ
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
今
一
度
振
り
返
っ
た
上
で
、

考
え
た
い
。
こ
の
不
確
か
な
翻
訳
と
い

う
事
象
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
。

勉
強
や
仕
事
で
の
経
験
ゆ
え
に
、
翻
訳

は
好
き
嫌
い
が
分
か
れ
る
話
題
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
様
々
な
目
線
か
ら

「
翻
訳
」
を
扱
う
本
特
集
は
、
定
訳
の

な
い
味
わ
い
を
醸
し
出
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
妙
味
…
…
ど
う
ぞ
心
ゆ
く
ま
で
ご

賞
味
あ
れ
。�

（�

と
よ 

）
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機
械
翻
訳
時
代
に
お
け
る
翻
訳
の
倫
理
と
遊
戯

の
が
、
古
井
由
吉
の
ベ
ス
ト
・
エ
ッ
セ
イ
集
『�

私
の

エ
ッ
セ
イ
ズ
ム 

』（
河
出
書
房
新
社
）
で
あ
る
。
古

井
は
今
で
こ
そ
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小

説
を
書
き
始
め
る
ま
で
は
ブ
ロ
ッ
ホ
や
ム
ー
ジ
ル
の

翻
訳
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
本
書
に
は
そ
の
と

き
の
内
面
的
な
格
闘
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
古
井
は
こ
う
嘆
く
―
―
「
訳
し
に
か
か

れ
ば
い
か
に
も
晦
渋
な
箇
所
も
、
こ
う
し
て
訳
か
ら

離
れ
て
観
ず
れ
ば
、
一
言
一
句
簡
に
し
て
明
で
あ
り
、

あ
き
ら
か
に
切
り
つ
め
た
精
神
の
所
産
で
あ
る
こ
と

を
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
た
歯
切
れ
よ
く
つ
な

が
り
あ
っ
て
、
時
間
を
躍
動
さ
せ
、
深
み
を
踏
み
分

け
て
舞
う
よ
う
な
、
軽
快
な
ほ
ど
の
気
韻
も
伝
わ
っ

て
く
る
の
に
、
さ
て
訳
文
に
束
ね
に
か
か
る
と
、
ま

た
一
段
と
晦
渋
の
相
を
剝
く
の
は
、
こ
れ
は
ど
う
し

た
こ
と
か
」。
簡
潔
に
し
て
明
瞭
な
文
章
を
試
し
に

訳
し
て
み
る
と
、
途
端
に
晦
渋
な
も
の
と
な
る
。
翻

訳
の
不
思
議
で
あ
る
。
古
井
に
と
っ
て
、
翻
訳
と
は

ま
さ
に
「
泥
道
に
重
い
荷
車
を
引
っ
ぱ
る
よ
う
な
、

な
ん
と
も
難
儀
な
作
業
」
な
の
だ
。

　

翻
訳
の
為
す
べ
き
こ
と

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
翻
訳
家
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳

書
を
出
版
し
て
い
る
が
、

そ
の
背
後
に
あ
っ
て
出

版
を
可
能
に
し
て
い
る

の
が
、
翻
訳
出
版
に
携

わ
る
編
集
者
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
早
川
書
房
の
編
集
者
に
し
て
翻
訳

家
で
あ
っ
た
常
盤
新
平
に
よ
る
回
想
記
『�

翻
訳
出
版

編
集
後
記 

』（
幻
戯
書
房
）
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

本
書
で
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
常
盤
の
誤
訳
に

対
す
る
態
度
だ
。
彼
に
よ
れ
ば
、
誤
訳
は
も
ち
ろ
ん

問
題
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
問
題
な
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
作
中
人
物
の
情
感
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
彼
は
言
う
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
女
流
作
家
が

書
い
た
小
説
の
翻
訳
か
ら
は
「
女
の
か
な
し
み
が
伝

わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
。
正
確
に
訳
す
こ
と
以
上

の
こ
と
が
翻
訳
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
訳
者
は
訳

文
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
そ
こ
に
か
な
し
み
を
纏
わ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
翻
訳
の
為
す
べ
き

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

本
章
で
は
翻
訳
家
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
。
し
か

し
今
や
時
代
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
翻
訳
の
主
体
は

人
間
か
ら
機
械
へ
移
り
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
次

章
で
は
こ
の
変
化
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。（�

ぱ
や 

）

言
語
の
特
徴
ば
か
り
を
訳
文
に
反
映
さ
せ
か
ね
な
い

と
い
う
。
各
論
者
は
、
機
械
翻
訳
が
国
際
的
な
意
思

疎
通
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に

付
随
す
る
問
題
を
見
逃
さ
な
い
。

　

ま
た
、
同
書
に
は
専
門
家
か
ら
の
真
摯
な
コ
メ
ン

ト
と
、
そ
れ
に
対
す
る
寄
稿
者
の
応
答
が
付
さ
れ
て

い
る
。
真
剣
な
対
話
か
ら
紡
が
れ
る
議
論
は
、
機
械

翻
訳
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
、
情
報
伝
達
に
留
ま

ら
ぬ
翻
訳
の
成
分
に
気
付
か
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
異
な
る
も
の
」
を
「
異
な
る
も
の
」
の
ま
ま
に

　

異
文
化
の
侵
略
は
、
機
械
翻
訳
以
前
の
翻
訳
に
も

存
在
し
た
問
題
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
家
ベ
ル

マ
ン
の
研
究
主
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
『�

翻
訳
の
倫
理

学　

彼
方
の
も
の
を
迎
え
る
文
字 

』（
晃
洋
書
房
）

に
お
い
て
、
外
部
の
文
化
を
丸
ご
と
自
国
語
の
価
値

　

時
に
喜
色
を
浮
か
べ
、
時
に
苦
悩
に
染
ま
る
翻
訳

者
の
表
情
は
、
職
人
芸
の
奥
深
さ
を
映
し
出
す
。
そ

の
営
み
で
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
機
械
翻

訳
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
登
場

を
導
き
の
糸
と
し
て
、
翻
訳
の
諸
相
に
迫
ろ
う
。

　

伝
達
す
る
機
械
翻
訳
と
そ
の
周
辺

　

こ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
上
で
、『�

機
械
翻
訳
と
未
来

社
会　

言
語
の
壁
は
な
く
な
る
の
か 

』（
社
会
評
論

社
）
は
示
唆
に
富
む
。
人
文
系
の
若
手
研
究
者
が
編

ん
だ
本
論
集
の
問
い
は
副
題
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
同
書
は
冷
静
な
応
答
を
試
み
て
い
る
。
例

え
ば
論
者
の
一
人
西
島
は
、
機
械
翻
訳
の
中
に
、
諸

言
語
の
序
列
が
潜
み
続
け
る
危
険
を
指
摘
す
る
。
大

量
の
対
訳
デ
ー
タ
を
精
度
向
上
に
要
す
る
現
代
の
機

械
翻
訳
は
、
正
に
無
意
識
に
、
英
語
な
ど
の
特
定
の
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の
オ
ピ
ウ
ム
／
球
形
時
間 

』
所
収
、
講
談
社
文
芸
文

庫
）
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
、
ド
イ
ツ
語
で

書
か
れ
た
作
品
を
、
作
者
自
ら
が
日
本
語
に
訳
し
た

と
い
う
成
立
事
情
を
も
つ
。
斎
藤
は
、
過
去
作
に
お

い
て
多
和
田
が
「
彼
」
を
よ
そ
よ
そ
し
さ
の
表
現
と

し
て
用
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
心

理
的
「
遠
さ
」
が
、
同
日
本
語
訳
で
は
、
不
安
定
な

「
波
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
字
形
の
類
似
性
に
基
づ
き

関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
と
読
解
す
る
。

　

彼
女
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
、
同
作
の
「
第
十
六

章　

ポ
モ
ナ
」
の
面
白
み
が
顕
れ
て
く
る
。
ポ
モ
ナ

は
老
女
を
好
む
女
性
で
、
老
婆
を
演
じ
る
姿
を
気
に

入
り
、
一
人
の
「
彼
」
と
親
密
に
な
る
。「
彼
」
は

老
「
婆
（
波
＋
女
）」
に
似
て
い
る
。
だ
か
ら
「
彼

女
」
は
彼
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

本
小
説
で
は
、
個
々
の
漢
字
は
明
治
以
降
の
近
代
的

な
用
法
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。
そ
し
て
原
義
の

も
つ
意
味
と
、
視
覚
的
類
似
性
と
に
基
づ
く
言
葉
遊

び
の
引
力
に
よ
っ
て
、
詩
的
な
物
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
多
和
田
の
翻
訳
か
ら
生
じ
る

文
字
と
の
戯
れ
は
、
歴
史
を
遡
り
、
語
の
原
義
を
尊

ぶ
と
い
う
点
で
倫
理
的
で
も
あ
る
。
し
か
も
バ
イ
リ

ン
ガ
ル
作
家
で
あ
る
彼
女
の
場
合
、
母
国
語
が
「
異

な
る
も
の
」
と
な
る
と
い
う
転
倒
が
生
じ
て
お
り
、

そ
こ
に
可
笑
し
み
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

倫
理
的
か
つ
楽
し
さ
の
溢
れ
る
多
和
田
の
言
葉
か
ら

は
、
翻
訳
の
多
様
な
可
能
性
が
伺
え
よ
う
。

　

機
械
翻
訳
の
技
術
向
上
に
よ
り
、
情
報
伝
達
と
し

て
の
翻
訳
が
手
軽
に
な
り
だ
し
た
今
こ
そ
、
伝
達
で

は
な
い
翻
訳
行
為
（
ベ
ル
マ
ン
）
の
独
自
性
が
輝
き

を
増
し
、
翻
訳
の
無
限
の
可
能
性
を
探
る
作
家
（
多

和
田
葉
子
）
の
魅
力
が
一
際
光
を
放
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
話
を
ま
と
め
た
上

で
、
最
後
に
こ
う
し
た
考
察
を
人
に
要
請
す
る
翻
訳

の
「
不
確
か
さ
」
に
つ
い
て
、
理
論
的
視
座
か
ら
検

討
し
、
本
特
集
の
締
め
括
り
と
し
よ
う
。�

（�

と
よ 

）

翻
訳
は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か

ち
は
あ
る
問
題
圏
に
突
入
す
る
―
―
「
翻
訳
の
不
確

定
性
」
に
端
を
発
す
る
、
一
連
の
問
題
圏
で
あ
る
。

　
「
ガ
ヴ
ァ
ガ
イ
」
と
根
本
的
翻
訳

　

あ
る
未
開
の
民
族
の
言
語
に
つ
い
て
研
究
す
る
フ

ィ
ー
ル
ド
言
語
学
者
が
、
こ
の
言
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ

と
接
触
す
る
機
会
を
得
た
。
あ
る
と
き
、
ネ
イ
テ
ィ

　

名
の
あ
る
文
学
者
た
ち
の
生
業
で
あ
れ
、
機
械
的

処
理
の
結
果
で
あ
れ
、
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ

の
「
翻
訳
」
作
業
に
動
員
さ
れ
る
辞
書
や
文
法
書
の

存
在
は
所
与
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、

言
語
学
者
た
ち
の
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
の
結
晶
だ

が
、
こ
こ
で
そ
ん
な
努
力
を
注
視
し
た
と
き
、
私
た

観
で
上
書
き
し
て
し
ま
う
「
自
民
族
中
心
主
義
的
」

翻
訳
を
批
判
し
た
。
そ
う
し
た
長
年
優
勢
で
あ
っ
た

翻
訳
形
態
に
対
し
、
ベ
ル
マ
ン
は
「
文
字
の
翻
訳
」

を
提
唱
す
る
。
自
国
語
と
等
価
足
り
得
な
い
他
文
化

の
文
字
に
潜
む
伝
統
、
意
味
の
重
層
性
を
尊
び
、
節

度
を
保
っ
て
自
国
語
の
中
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
、

「
文
字
の
翻
訳
」
が
求
め
る
倫
理
な
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ

ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
ら
の

翻
訳
実
践
を
例
示
し
な

が
ら
、
同
書
は
、「
原

典
の
起
源
の
顕
れ
と
し

て
の
翻
訳
」
に
つ
い
て
の
経
験
と
反
省
を
促
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
自
国
語
の
中
の
誤
訳
珍
訳
と
い
う
問

題
と
は
大
き
く
異
な
る
、
翻
訳
の
実
相
へ
の
倫
理
的

な
接
近
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。

　

倫
理
的
、
か
つ
遊
戯
的
な
翻
訳
？

　

ベ
ル
マ
ン
が
考
慮
し
た
文
字
の
歴
史
性
は
、
当
然

日
本
語
に
も
見
出
せ
る
。
例
え
ば
「
彼
」
と
い
う
漢

字
は
、
明
治
期
の
翻
訳
語
と
し
て
は
英
語
の
h
e
と

同
義
で
あ
る
が
、
原
義
は
そ
う
で
な
い
。「
彼
方
」

な
ど
の
語
に
名
残
が
あ
る
通
り
、「
彼
」
に
は
元
来
、

心
理
的
な
「
遠
さ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
面
白

い
こ
と
に
、
既
知
の
人
物
を
指
す
西
洋
の
人
称
代
名

詞
と
は
真
逆
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
知
見
を
踏
ま
え

斎
藤
由
美
子
は
、
二
〇
一
五
年
の
論
文
で
多
和
田
葉

子
の
「
変
身
の
た
め
の
オ
ピ
ウ
ム
」（『�

変
身
の
た
め
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ブ
は
こ
の
学
者
の
前
で
「
ガ
ヴ
ァ
ガ
イ
」
と
い
う
単

語
を
発
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
彼
ら
の
前
に

は
う
さ
ぎ
が
姿
を
現
し
て
い
た
。
果
た
し
て
、
そ
こ

に
現
れ
た
現
地
語
「
ガ
ヴ
ァ
ガ
イ
」
は
「
う
さ
ぎ
」

と
翻
訳
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
分
析
哲
学
を
代
表
す
る
哲

学
者
の
ひ
と
り
、
ク
ワ
イ
ン
が
『
こ
と
ば
と
対
象
』

に
持
ち
出
し
た
事
例
で
あ
る
。「
根
本
的
翻
訳

（radical�translation

）」
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
よ
う

な
翻
訳
の
臨
床
的
事
例
を
通
じ
て
彼
は
「
翻
訳
の
不

確
定
性
」
を
導
い
た
。
冨
田
恭
彦
が
『�
ア
メ
リ
カ
言

語
哲
学
入
門 

』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
／
絶
版
）
に
ま

と
め
て
い
る
よ
う
に
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、「
同
一
の
手

掛
か
り
を
基
盤
と
し
て
も
翻
訳
は
一
意
的
に
定
ま
ら

な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先
の
「
ガ

ヴ
ァ
ガ
イ
」
が
現
地
語
と
認
め
ら
れ
た
と
し
て
、
そ

の
「
う
さ
ぎ
」
と
い
う
翻
訳
は
「
可
能
な
多
く
の
翻

訳
の
仕
方
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
」。
極
端
な
こ
と
を

言
っ
て
、
我
々
が
そ
の
辺
り
を
飛
び
ま
わ
る
長
耳
の

小
動
物
を
指
し
て
〈
う
さ
ぎ
性
〉
の
一
事
例
で
あ
る

と
で
も
言
い
う
る
よ
う
に
、
先
の
「
ガ
ヴ
ァ
ガ
イ
」

が
、
私
た
ち
の
言
う
「
う
さ
ぎ
」
以
外
を
指
示
す
る

可
能
性
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　

根
本
的
翻
訳
か
ら
根
底
的
解
釈
へ

　

こ
の
「
根
本
的
翻
訳
」
に
関
わ
る
話
題
は
、
や
が

て
「
解
釈
」
の
問
題
に
拡
張
さ
れ
る
。
以
下
、
ク
ワ

イ
ン
の
高
弟
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
導
入
し
た
「
根
底

的
翻
訳
（radical�interpretation

）」
を
、『�

言
語
は

な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か 

』（
勁
草
書
房
）
に

お
け
る
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
叙
述
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

　

こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
「
お
互
い
に
ま
っ
た
く
見
ず

知
ら
ず
の
二
人
の
外
国
人
が
、
互
い
の
言
語
の
知
識

が
ゼ
ロ
の
状
態
か
ら
、
相
手
の
言
う
こ
と
を
理
解
し

て
ゆ
こ
う
と
す
る
モ
デ
ル
の
こ
と
」
で
あ
る
。
両
者

は
相
手
の
用
い
る
単
語
の
意
味
を
推
測
し
、
抱
い
て

い
る
信
念
の
「
解
釈
」
に
努
め
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、

相
手
の
真
意
を
引
き
出
す
こ
の
手
続
き
が
、
彼
ら
が

同
一
言
語
を
用
い
る
場
合
に
も
採
ら
れ
う
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
言
語
を
越
え
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
同
一
言
語
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
の
間
の
違
い
を
、
私
た
ち
は
い
か
に
表
現

で
き
る
だ
ろ
う
？　

い
や
、
そ
も
そ
も
〈
互
い
に
話

し
て
い
る
言
語
が
同
一
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
い

か
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
？　

こ
こ
で
問
題
は
、

同
一
言
語
内
で
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
ま
で
拡
張
さ

れ
る
。
ク
ワ
イ
ン
が
翻
訳
に
つ
い
て
提
示
し
た
事
例

は
こ
こ
で
、
私
た
ち
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
実
践
に

ま
で
深
い
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。

　

言
語
が
満
た
す
要
件
と
し
て
の
翻
訳
可
能
性

　

一
方
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
翻
訳
と
い
う
も
の
に

関
連
し
て
特
異
な
言
語
観
を
抱
い
て
い
た
。
曰
く
、

〈
翻
訳
不
可
能
な
言
語
〉
と
い
う
想
定
は
そ
も
そ
も

矛
盾
概
念
で
あ
る
。
お
よ
そ
言
語
た
る
も
の
、
そ
れ

は
相
互
に
翻
訳
可
能
で
、
そ
も
そ
も
翻
訳
不
可
能
な

も
の
な
ど
言
語
で
な
い
―
―
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
理

解
に
は
、
野
矢
茂
樹
の
『�

語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る 

』

（
講
談
社
学
術
文
庫
）
が
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。

　

こ
こ
で
仮
に
、
い
か
よ
う
に
も
翻
訳
で
き
な
い
言

語
的
活
動
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
ど
う
や
ら
こ
の

〈
言
語
〉
の
話
者
は
、
そ
れ
を
用
い
て
自
身
の
経
験

や
世
界
の
あ
れ
こ
れ
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
言
語
に
翻
訳
で

き
な
い
。
通
常
私
た
ち
は
日
本
語
の
よ
う
な
、
特
定

の
共
同
体
や
文
化
に
内
在
的
な
視
点
を
通
じ
て
し
か

世
界
を
捉
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、
広
く
全
世
界

を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
〈
神
の
視
点
〉
か
ら
何
か
を
語

る
こ
と
は
そ
も
そ
も
の
禁
じ
手
だ
が
、
一
方
ど
ん
な

内
在
的
な
仕
方
で
世
界
を
語
る
と
し
て
も
、
言
語
で

切
り
出
さ
れ
る
原
資
と
し
て
の
世
界
は
、
言
語
を
貫

い
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
言

語
の
壁
を
越
え
、
世
界
を
語
り
出
す
こ
と
の
で
き
る

共
通
の
地
盤
が
用
意
さ
れ
る
と
き
、
言
語
は
相
互
に

翻
訳
可
能
な
も
の
と
な
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
構
図

を
満
た
さ
な
い
世
界
の
語
り
方
を
、
私
た
ち
は
「
言

語
」
と
し
て
容
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

＊

　

こ
こ
ま
で
、
実
践
・
歴
史
・
理
論
と
い
う
点
か
ら

翻
訳
の
諸
問
題
を
論
じ
た
。
も
ち
ろ
ん
翻
訳
に
ま
つ

わ
る
論
点
は
こ
の
三
つ
に
尽
き
な
い
が
、
翻
訳
に
つ

い
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
読
者
が
得
た
な
ら
ば
、

評
者
一
同
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。�

（�

八
雲 

）



綴　　　　葉 2021. 10. 11

8

新
刊
コ
ー
ナ
ー

伝
わ
る
デ
ザ
イ
ン
の
基
本 

増
補
改
訂
３
版

よ
い
資
料
を
作
る
た
め
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
ル
ー
ル

高
橋
佑
磨
・
片
山
な
つ
著　

技
術
評
論
社

　

よ
う
や
く
卒
業
論
文
を

書
き
上
げ
た
。
で
も
卒
論

発
表
会
で
は
そ
れ
を
ス
ラ

イ
ド
に
し
た
り
ワ
ー
ド
に

短
く
ま
と
め
た
り
し
て
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
あ
え
ず
文
字
で
埋
め
尽
く
し
た
資
料
を
作
っ

…
…
て
は
ダ
メ
な
の
だ
。
今
す
ぐ
本
書
を
手
に
取
り
、

「
伝
わ
る
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
」
を
学
ぼ
う
。

　

簡
単
に
デ
ザ
イ
ン
を
学
べ
る
こ
と
を
謳
う
類
似
の

本
は
数
多
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
読
み
や
す

く
見
や
す
い
「
伝
わ
る
デ
ザ
イ
ン
」
に
な
る
の
か
を

分
か
り
や
す
く
教
え
て
く
れ
る
本
は
非
常
に
少
な
い
。

著
者
は
そ
の
問
題
を
指
摘
し
、「
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
は

な
い
」
人
々
の
た
め
の
「
デ
ザ
イ
ン
の
教
科
書
」
を

目
指
し
、
本
書
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
章
立
て

は
至
っ
て
基
本
に
忠
実
で
あ
り
、
資
料
作
り
の
ミ
ク

ロ
な
単
位
か
ら
マ
ク
ロ
な
単
位
、
そ
し
て
プ
ラ
ス
α

と
し
て
の
レ
イ
ア
ウ
ト
と
配
色
へ
と
移
っ
て
い
く
。

　
「
書
体
と
文
字
の
法
則
」
を
学
べ
ば
、
ま
ず
ど
の

よ
う
な
フ
ォ
ン
ト
を
選
ぶ
べ
き
な
の
か
が
学
べ
る
。

習
慣
超
大
全

Ｂ
Ｊ
フ
ォ
ッ
グ
著　

須
川
綾
子
訳

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

　
「
Ａ
し
た
ら
Ｂ
し
て

す
ぐ
褒
め
る
」
―
―
こ

れ
が
本
書
の
結
論
だ
。

「
英
語
の
勉
強
を
し
た

い
」「
筋
ト
レ
し
た
い
」「
飲
酒
を
や
め
た
い
」
な
ど

な
ど
、
習
慣
に
ま
つ
わ
る
悩
み
は
絶
え
な
い
。
そ
ん

な
悩
み
に
、
本
書
は
終
止
符
を
打
つ
。

　

著
者
の
フ
ォ
ッ
グ
氏
曰
く
、
人
の
行
動
は
、
次
の

三
つ
す
べ
て
が
そ
ろ
っ
た
時
に
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
能
力
・
き
っ
か
け
だ
。
氏
は
習

慣
化
の
一
番
の
近
道
は
「
き
っ
か
け
」
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
本
書
に
は
「
フ
ォ
ッ
グ

モ
デ
ル
」
な
る
行
動
モ
デ
ル
を
用
い
な
が
ら
、
人
が

習
慣
を
手
に
入
れ
る
（
あ
る
い
は
手
放
す
）
た
め
の

メ
ソ
ッ
ド
が
、
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
メ
ソ
ッ
ド
を
一
つ
紹
介

し
よ
う
。「
Ａ
し
た
ら
Ｂ
し
て
す
ぐ
褒
め
る
」
―
―

冒
頭
で
紹
介
し
た
も
の
だ
。
こ
の
一
文
に
、
習
慣
化

の
秘
訣
が
詰
ま
っ
て
い
る
。「
Ａ
し
た
ら
Ｂ
す
る
」

と
い
う
メ
ソ
ッ
ド
は
、
巷
で
はif-then

な
ど
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
フ
ォ
ッ
グ
氏
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、「
す
ぐ
ほ
め
る
」
と
い
う
行
動
を
加
え
て
い
る

点
が
新
し
い
の
だ
。
氏
曰
く
、
人
は
自
分
に
と
っ
て

快
を
感
じ
る
行
動
し
か
習
慣
化
で
き
な
い
、
と
い
う
。

「
Ａ
」
と
「
Ｂ
」
と
い
う
二
つ
の
行
動
を
結
び
つ
け

た
上
で
、「
Ｂ
」
が
で
き
た
瞬
間
に
自
分
を
祝
福
す

る
こ
と
で
、
そ
の
行
動
が
習
慣
化
し
や
す
く
な
る�

―
―
こ
こ
が
ミ
ソ
な
の
だ
。

　

メ
ソ
ッ
ド
本
は
読
む
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実

践
す
る
た
め
に
あ
る
。
た
だ
読
む
だ
け
な
ら
時
間
の

無
駄
だ
。
こ
の
書
評
を
読
ん
だ
（
Ａ
）
あ
な
た
は
、

次
に
ど
ん
な
行
動
（
Ｂ
）
を
起
こ
す
の
だ
ろ
う
か
。
お

っ
と
、
自
分
を
褒
め
る
の
を
忘
れ
ず
に
！�

（�

出
席
点 

）

�

（
五
五
〇
頁　

税
込
二
三
一
〇
円　

5
月
刊
）

次
に
「
文
章
と
箇
条
書
き
の
法
則
」
を
学
べ
ば
、
目

的
に
合
っ
た
大
き
さ
の
文
字
を
可
読
性
の
高
い
行
間

で
並
べ
ら
れ
る
。
続
け
て
「
図
と
グ
ラ
フ
・
表
の
法

則
」
を
学
べ
ば
、
分
か
り
や
す
い
図
を
入
れ
ら
れ
る
。

「
レ
イ
ア
ウ
ト
と
配
色
の
法
則
」
を
学
べ
ば
、
図
を

含
む
文
章
の
中
で
よ
り
強
調
し
た
い
点
を
明
確
に
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
を
忠
実
に
守
れ
ば
、
芸
術
的

で
は
な
く
と
も
、
き
ち
ん
と
「
伝
わ
る
デ
ザ
イ
ン
」

の
資
料
が
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

学
振
の
申
請
書
や
会
社
で
の
資
料
作
成
に
ま
で
役

立
ち
続
け
る
「
デ
ザ
イ
ン
の
教
科
書
」
と
し
て
、
本

書
を
持
っ
て
お
き
た
い
。�

（�

石
透 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
二
一
七
八
円　

4
月
刊
）
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ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
と 

三
人
の
女
た
ち

川
上
未
映
子
著

新
潮
文
庫

　

世
の
中
的
に
は
、
川

上
未
映
子
と
云
え
ば
芥

川
賞
受
賞
作
の
『
乳
と

卵
』
と
か
、
最
近
文
庫

化
さ
れ
た
話
題
作
『
夏
物
語
』
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、

そ
し
て
私
が
か
ろ
う
じ
て
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
の

も
『
す
べ
て
真
夜
中
の
恋
人
た
ち
』
だ
け
だ
っ
た
の

だ
け
れ
ど
、
あ
る
友
人
に
薦
め
ら
れ
て
手
に
取
っ
た

こ
の
短
編
集
も
読
み
応
え
の
あ
る
作
品
と
し
て
、
思

い
切
っ
て
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

本
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
四
つ
の
物
語
を
収

め
る
。
ト
リ
を
飾
る
表
題
作
で
は
、
子
ど
も
に
恵
ま

れ
ず
、
夫
と
の
関
係
も
冷
え
込
み
は
じ
め
た
ひ
と
り

の
女
性
を
主
人
公
に
据
え
る
。
藤
の
木
の
植
わ
っ
た

は
す
向
か
い
の
屋
敷
は
解
体
作
業
も
進
み
、
そ
う
い

え
ば
家
主
ら
し
き
老
女
の
姿
も
最
近
は
見
か
け
な
い
。

作
業
が
中
断
さ
れ
た
屋
敷
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
た

あ
る
日
、
不
思
議
な
風
貌
の
女
が
主
人
公
に
話
し
か

け
る
。
女
曰
く
「
じ
つ
は
わ
た
し
、
と
き
ど
き
空
き

家
に
入
る
ん
で
す
よ
」
―
―
ま
る
で
彼
女
か
ら
そ
そ

の
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
屋
敷
に
侵
入
し
て
い
く
主

人
公
。
解
体
の
手
を
免
れ
て
い
た
あ
る
一
室
で
、
彼

女
は
屋
敷
の
主
〈
ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
〉
が
ひ
と
り
の
女

性
と
と
も
に
歩
ん
だ
そ
の
半
生
を
目
撃
す
る
…
…
。

　

表
題
作
以
外
に
も
、
あ
る
過
去
の
「
記
憶
」
を
失

っ
た
ま
ま
中
学
の
同
窓
会
に
向
か
う
女
優
、
突
然
手

に
し
た
大
金
を
元
手
に
毎
日
デ
パ
ー
ト
へ
通
う
女
性

な
ど
、
各
作
品
の
登
場
人
物
は
そ
の
華
や
か
さ
の
裏

に
ど
こ
か
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、

あ
ま
り
に
冗
長
な
文
章
を
織
り
込
み
な
が
ら
も
淡
白

な
文
体
は
、
読
む
上
で
の
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
さ
せ
な

い
。
形
式
／
内
容
の
両
面
で
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
物

語
世
界
―
―
は
じ
め
て
手
に
取
る
川
上
未
映
子
作
品

と
し
て
も
十
分
に
お
薦
め
で
き
る
。�

（�

八
雲 

）

�

（
一
九
〇
頁　

税
込
五
三
九
円　

5
月
刊
）

　

最
初
に
言
お
う
。
岸

惠
子
は
ず
っ
と
私
の

「
憧
れ
」
だ
っ
た
。
ス

ク
リ
ー
ン
を
自
在
に
遊

弋
す
る
彼
女
を
初
め
て
目
に
し
た
時
、
私
は
一
瞬
で

恋
に
落
ち
た
。
け
れ
ど
恋
と
は
複
雑
怪
奇
、
も
っ
と

彼
女
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
あ
ま
り
知
り
た

く
な
い
と
い
う
感
情
に
容
易
く
組
み
敷
か
れ
る
。
私

は
彼
女
の
映
画
を
観
る
こ
と
に
専
念
し
た
。
だ
か
ら

本
書
を
読
む
の
は
「
踏
み
絵
」
が
如
き
体
験
だ
っ
た
。

　

本
書
は
横
浜
で
の
幼
少
時
代
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ

は
戦
前
の
明
る
く
洒
落
た
生
活
で
は
あ
っ
た
が
、
随

所
に
「
死
」
や
「
別
れ
」
の
予
感
も
見
て
と
れ
る
。

ラ
ジ
オ
が
伝
え
る
二
・
二
六
事
件
、
美
丈
夫
だ
っ
た

祖
父
の
急
死
、
ハ
ー
フ
だ
っ
た
少
女
と
の
戦
争
に
よ

る
別
れ
、
そ
し
て
横
浜
空
襲
。
死
と
隣
合
わ
せ
の
体

験
は
否
が
応
で
も
彼
女
を
「
大
人
」
に
な
ら
し
め
た
。

　

こ
の
次
に
は
若
き
女
優
時
代
の
体
験
が
綴
ら
れ
る
。

美
空
ひ
ば
り
、
木
下
恵
介
、
川
端
康
成
、
ジ
ャ
ン
・

コ
ク
ト
ー
ら
名
立
た
る
面
々
と
の
交
流
は
、
知
ら
れ

ざ
る
世
界
を
覗
く
よ
う
で
ス
リ
リ
ン
グ
で
さ
え
あ
る
。

だ
が
本
書
の
魅
力
は
、
後
半
部
の
「
国
際
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
」
と
し
て
の
彼
女
の
体
験
に
あ
る
と
思
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
嫁
い
だ
彼
女
は
、
人
種
や
文
化
を
強

く
意
識
し
始
め
、
世
界
を
見
よ
う
と
遊
弋
す
る
。
革

命
前
後
の
プ
ラ
ハ
、
イ
ラ
ン
、
パ
レ
ス
チ
ナ
。
身
近

に
死
を
感
じ
な
が
ら
、
同
時
に
彼
女
は
歴
史
の
重
み

を
身
体
で
受
け
止
め
、
日
本
に
報
道
し
続
け
た
。
当

時
の
心
情
を
丁
寧
か
つ
正
直
に
、
決
し
て
奢
る
こ
と

な
く
彼
女
は
書
き
綴
る
。
そ
こ
に
は
現
代
社
会
を
考

察
す
る
上
で
も
な
お
有
益
な
点
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
女
優
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
作
家
と
し
て

の
岸
の
魅
力
が
溢
れ
て
い
る
。
最
後
に
言
お
う
。
岸

惠
子
は
ず
っ
と
私
の
「
憧
れ
」
で
あ
る
。（�

リ
ン
ダ 

）

�

（
三
五
〇
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

4
月
刊
）

岸
惠
子
自
伝

卵
を
割
ら
な
け
れ
ば
、オ
ム
レ
ツ
は

食
べ
ら
れ
な
い岸

惠
子
著　

岩
波
書
店
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牧
師
、閉
鎖
病
練
に
入
る

沼
田
和
也
著

実
業
之
日
本
社

　

衝
撃
的
な
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
。
最
近
で
は
ケ

ア
な
ど
の
話
題
に
関
し

て
少
し
ず
つ
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一

般
的
に
は
精
神
病
院
と
い
う
も
の
は
身
近
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
著
者
は
宗
教
者
と
い
う
立
場
で
精
神
病
院

へ
の
関
わ
り
は
強
い
ほ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん

な
彼
に
も
自
分
が
そ
の
中
の
住
人
と
な
る
こ
と
は
予

想
外
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

さ
て
、
閉
鎖
病
棟
の
中
は
？　

す
べ
て
が
監
視
さ

れ
、
自
由
の
な
い
世
界
だ
。
決
め
ら
れ
た
食
事
、
決

め
ら
れ
た
間
食
（
選
択
肢
は
あ
る
が
）、
決
め
ら
れ

た
作
業
。
制
約
の
中
で
自
分
を
見
つ
め
直
す
、
そ
れ

は
社
会
を
知
る
著
者
に
は
苦
痛
な
日
々
だ
っ
た
。
あ

る
日
、
彼
は
夕
日
を
眺
め
る
。
外
の
世
界
で
見
た
時

よ
り
も
少
し
遠
く
、
で
も
美
し
い
夕
日
。
彼
は
思
わ

ず
言
う
、「
美
し
い
」
と
。
け
れ
ど
彼
の
隣
に
立
つ

少
年
は
首
を
傾
げ
る
。
彼
に
は
「
美
し
い
」
と
い
う

感
覚
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
人
懐
っ
こ
く
著
者
と
話

を
し
た
が
る
少
年
。
け
れ
ど
彼
は
逆
上
し
て
妹
を
殴

る
人
で
も
あ
っ
た
。
著
者
の
読
書
姿
を
見
て
自
分
も

貝
に
続
く
場
所
に
て石

沢
麻
依
著

講
談
社

　

東
日
本
大
震
災
後
、

『
遠
野
物
語
』
が
読
み

返
さ
れ
た
と
い
う
。
た

と
え
ば
、
夜
霧
が
立
ち

こ
め
る
夏
の
渚
で
男
が
、
明
治
三
陸
津
波
で
死
ん
だ

妻
に
出
会
う
話
。
死
と
折
り
合
お
う
と
す
る
生
が
幽

霊
譚
を
求
め
る
の
は
、
い
つ
の
世
も
変
わ
ら
ぬ
こ
と

だ
ろ
う
。

　

今
年
上
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
本
作
の
舞
台
は
、

新
型
感
染
症
が
蔓
延
す
る
2
0
2
0
年
夏
の
ド
イ

ツ
・
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
。
著
者
と
同
じ
く
西
洋
美
術

を
研
究
す
る
留
学
中
の
女
性
主
人
公
が
、
仙
台
で
の

大
学
時
代
に
津
波
に
の
ま
れ
て
行
方
不
明
に
な
っ
た

後
輩
の
幽
霊
に
遭
遇
す
る
。

　

意
表
を
突
か
れ
た
の
は
、
主
人
公
が
「
残
さ
れ
た

者
」
と
言
え
る
ほ
ど
後
輩
と
特
別
な
関
係
を
も
た
な

い
点
だ
。
親
友
で
も
恋
人
で
も
な
か
っ
た
間
柄
に
は

さ
し
当
た
り
、
幽
霊
と
会
う
理
由
が
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
「
彼
」
は
九
年
越
し
に
現
れ
た
の
か
。
象
徴
的

な
問
い
を
め
ぐ
っ
て
小
説
は
過
剰
な
ま
で
に
緻
密
に

組
み
立
て
ら
れ
る
。
二
〇
億
分
の
一
の
縮
尺
で
街
路

に
置
か
れ
た
惑
星
模
型
や
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
図

像
学
、「
月ゲ

ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン

沈
原
」
と
い
う
歴
史
的
表
記
が
醸
す
イ

メ
ー
ジ
な
ど
、
知
的
な
趣
向
が
次
々
登
場
す
る
さ
な

が
ら
驚ヴ

ン
ダ
ー
カ
ン
マ
ー

異
の
部
屋
は
読
ん
で
い
て
愉
し
か
っ
た
。

　

や
が
て
主
人
公
た
ち
は
、
惑
星
の
幽
霊
と
も
称
す

べ
き
冥
王
星
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
探
し
て
夢
幻
的
な
散
策

に
繰
り
出
す
。〈
物
が
な
く
な
ろ
う
と
も
声
は
残
り

続
け
、
声
が
ひ
し
め
き
合
い
過
ぎ
た
沈
黙
が
辺
り
を

占
め
た
ま
ま
と
な
る
〉。
沈
黙
と
は
、
生
と
死
の
ど

ち
ら
か
ら
と
も
な
く
響
く
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
と

い
う
静
か
な
祈
り
だ
。
日
常
が
忘
れ
さ
せ
る
災
禍
の

記
憶
を
た
ど
り
、
幽
霊
の
意
味
に
誠
実
に
向
き
合
っ

た
意
欲
作
で
あ
る
。�

（�

投
稿
・
Ｓ
Ｋ 

）

�

（
一
六
二
頁　

税
込
一
五
四
〇
円　

7
月
刊
）

と
勉
強
に
努
め
る
少
年
、
け
れ
ど
彼
の
学
力
は
小
学

校
程
度
だ
っ
た
。
彼
だ
け
で
は
な
い
、「
普
通
」
に

な
れ
な
い
人
々
が
そ
こ
で
生
き
て
い
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
著
者
は
「
普
通
」
の
側
か
ら
の
一
時
的
闖
入
者

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
を
通
し
て
著
者
は

自
分
の
そ
れ
ま
で
の
行
動
も
「
普
通
」
の
側
に
立
っ

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
一
方
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
省
み
る
よ
う
に
な
る
。

　

著
者
の
よ
う
な
人
も
き
っ
か
け
が
あ
る
と
「
普

通
」
か
ら
外
れ
る
、
と
い
う
よ
り
も
今
の
「
普
通
」

と
は
案
外
脆
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
冊
だ
。�

（�

ね
こ 

）

�

（
ニ
三
二
頁　

税
込
一
四
三
〇
円　

5
月
刊
）
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外
傷
性
ひ
き
こ
も
り

日
本
的
な
複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
へ
の 

支
援
と
治
療宮

田
量
治
著　

星
和
書
店

　

未
だ
に
わ
か
ら
な
い
。

私
は
な
ぜ
、「
ひ
き
こ

も
り
」
に
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。

　

親
子
関
係
が
、
子
供
に
と
っ
て
生
き
る
世
界
を
支

え
る
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
が
身
を
持
っ
て

知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
平
凡
な
親

子
関
係
の
中
に
も
、
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
な
が
る
よ
う
な

不
適
切
な
関
わ
り
が
発
生
し
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

本
書
は
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
形
成
か
ら
日

本
文
化
の
構
造
ま
で
、
射
程
広
く
問
題
を
絡
め
な
が

ら
、「
ひ
き
こ
も
り
」
と
親
子
関
係
の
因
果
を
探
っ

て
い
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
親
子
関
係
が
、

「
縦
の
関
係
」
か
ら
「
横
の
関
係
」
へ
と
移
行
し
づ

ら
く
、
支
配
関
係
に
な
り
や
す
い
こ
と
。
親
の
統
制

的
な
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
子
供
の
中
に
醸
成
さ
れ
る

強
い
規
範
性
や
一
方
通
行
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
慣
れ
が
、
社
会
へ
出
る
上
で
の
妨
げ
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
な
ど
、「
ひ
き
こ
も
り
」
の
心
性
を
理

解
す
る
上
で
重
要
な
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
不
適
切
な
養
育
を
受
け
つ
つ
も
、
な
ん
と

か
社
会
に
出
て
い
る
人
々
と
、「
ひ
き
こ
も
り
」
の

人
々
と
の
差
異
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
著

者
は
、
そ
の
答
え
を
人
間
の
記
憶
に
求
め
る
。
我
々

は
、「
死
」
を
回
避
す
る
た
め
の
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
だ

け
で
は
な
く
、「
生
」
の
喜
び
を
感
じ
た
記
憶
に
よ

っ
て
も
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
生
」
と

「
死
」
の
記
憶
の
ど
ち
ら
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
岐
路
に
な
る
の
だ
。

　

あ
の
頃
、
な
ぜ
「
ひ
き
こ
も
り
」
に
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。
目
を
閉
じ
、
漠
然
と
考
え
る
。
瞼
に
浮
か

ぶ
の
は
、
息
を
殺
し
昼
夜
眺
め
た
、
汚
い
画
質
の
ラ

イ
ブ
映
像
。
そ
れ
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
好
き
だ
っ

た
こ
と
を
、
今
確
か
に
思
い
出
し
た
。�

（�

ま
し
ゅ 

）

�

（
三
二
八
頁　

税
込
二
六
四
〇
円　

9
月
刊
）

　

二
〇
世
紀
後
半
、
人

文
学
で
は
「
記
憶
」
を

テ
ー
マ
と
す
る
研
究
書

が
数
多
著
さ
れ
た
。

「
記
憶
の
場
」
や
「
集
合
的
記
憶
」
な
ど
は
当
時
広

く
浸
透
し
た
タ
ー
ム
だ
が
、
今
な
お
よ
く
耳
に
す
る
。

と
言
う
よ
り
は
、
長
い
戦
後
の
終
焉
、
震
災
、
コ
ロ

ナ
と
度
重
な
る
「
異
変
」
に
よ
り
自
ら
の
実
存
も
危

ぶ
ま
れ
る
今
な
れ
ば
こ
そ
、「
記
憶
」
は
一
層
切
実

な
関
心
事
な
の
だ
ろ
う
。「
記
憶
」
と
向
き
合
い
た

い
、
そ
ん
な
あ
な
た
に
薦
め
た
い
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

著
者
は
日
本
の
「
記
憶
」
研
究
に
て
第
一
線
で
活

躍
す
る
研
究
者
だ
。
本
書
で
は
こ
れ
ま
で
国
内
外
で

築
か
れ
て
き
た
研
究
史
を
概
観
し
、
五
つ
の
要
点
を

取
り
上
げ
論
じ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
①
呼
び
覚
ま

さ
れ
る
過
程
で
記
憶
が
補
正
さ
れ
て
し
ま
う
「
再
構

築
性
」、
②
ど
れ
ほ
ど
曖
昧
で
あ
っ
て
も
記
憶
を
真
な

る
証
拠
と
見
做
し
た
が
る
「
真
正
性
」、
③
身
体
が
記

憶
を
呼
び
起
す
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
「
身
体
性
」、
④
個

別
の
記
憶
が
特
定
の
場
所
を
介
し
て
集
団
に
共
有
／

継
承
さ
れ
る
「
集
合
性
」、
⑤
記
憶
の
宿
敵
と
目
さ
れ

て
き
た
「
忘
却
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
点
を
彼
は
、

歴
史
学
、
心
理
学
、
脳
科
学
、
建
築
学
に
ま
で
目
を

配
り
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。
更
に
、
本
書
の
優
れ
た

点
は
、
引
用
さ
れ
る
文
学
／
映
画
の
幅
広
さ
に
も
存

す
る
。
記
憶
と
言
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
は
御
馴
染
み
だ

が
、
そ
れ
に
加
え
小
川
洋
子
、
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
、

テ
ッ
ド
・
チ
ャ
ン
、
新
海
誠
な
ど
最
近
ホ
ッ
ト
な
作

家
を
も
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
単

に
「
記
憶
」
を
学
ぶ
た
め
の
入
門
書
で
あ
る
ば
か
り

か
、
現
代
文
化
の
便
覧
と
し
て
も
有
益
な
の
で
あ
る
。

　

大
変
読
み
応
え
の
あ
る
本
だ
。
一
読
で
そ
の
内
容

を
覚
え
て
し
ま
う
の
は
困
難
な
は
ず
。
否
、
そ
れ
で

こ
そ
「
記
憶
」
の
入
門
「
所
」
だ
ろ
う
。（�

リ
ン
ダ 

）

�

（
二
六
六
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

5
月
刊
）

記
憶
と
人
文
学

忘
却
か
ら
身
体
・
場
所
・
も
の
語
り
、

そ
し
て
再
構
築
へ

三
村
尚
央
著　

小
鳥
遊
書
房
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資
本
主
義
だ
け
が
残
っ
た

ブ
ラ
ン
コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
著

西
山
美
樹
訳　

み
す
ず
書
房

　

二
大
国
間
の
冷
戦
は
、

ア
メ
リ
カ
の
勝
利
、
す

な
わ
ち
資
本
主
義
陣
営

の
勝
利
と
共
に
終
焉
し

た
。
し
か
し
、
著
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
現
代
で
は

ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
間
で
資
本
主
義
ど
う
し
の
対
立

が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。
前
者
は
、
万
人
に
機
会

の
平
等
を
保
障
す
る
が
、
能
力
に
よ
る
富
の
格
差
は

認
め
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
出
る
杭
は
打
た
れ
る

方
式
で
、
国
家
が
柔
軟
に

0

0

0

法
を
用
い
て
資
本
家
を
抑

圧
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
「
能
力
リ
ベ
ラ
ル
資
本
主

義
」、「
政
治
的
資
本
主
義
」
と
名
付
け
、
両
者
の
特

徴
や
矛
盾
点
、
限
界
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

本
書
で
は
、
米
中
双
方
が
抱
え
る
喫
緊
の
課
題
と

し
て
、
不
平
等
の
拡
大
と
腐
敗
の
進
行
を
挙
げ
る
。

経
済
学
者
で
あ
る
著
者
は
、
実
現
可
能
性
に
ま
で
言

及
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
経
済
政
策
を
提

示
す
る
。
し
か
し
、
人
々
の
欲
を
掻
き
立
て
る
資
本

主
義
の
仕
組
み
は
格
差
を
避
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
進
展
に
よ
っ
て
簡
単
に
国
外
に

資
本
移
動
が
で
き
る
た
め
、
腐
敗
が
今
後
も
常
態
化

す
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。
現
時
点
で
は
新
し
い

増
補
新
装
版 

他
者
へ
の
自
由

公
共
性
の
哲
学
と
し
て
の 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

井
上
達
夫
著　

勁
草
書
房

　

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は

な
ん
だ
ろ
う
か
。
著

者
・
井
上
達
夫
は
リ
ベ

ラ
ル
に
と
っ
て
自
由
以

上
に
正
義
の
重
要
さ
を
と
く
。
そ
れ
は
自
由
と
い
う

概
念
が
、
他
者
の
自
由
を
否
定
し
て
し
ま
う
危
険
性

を
孕
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
自
由
と
権
力
の
問
題
を
痛
烈
に
暴
い
た

の
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。「〈
意
志
の
自
由
〉
と
い

わ
れ
る
も
の
は
、
本
質
に
お
い
て
、
服
従
せ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
に
対
す
る
優
越
の
情
動
な
の
で
あ
る

…
…
『
私
は
自
由
で
あ
る
、〈
彼
〉
は
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
』」
と
。
他
者
の
干
渉
か
ら
自
由
で
あ
り

た
い
、
自
分
自
身
の
思
う
よ
う
に
人
生
を
設
計
し
世

界
を
適
合
さ
せ
た
い
…
…
こ
う
し
た
自
由
が
持
つ
飽

く
な
き
意
志
こ
そ
が
、
専
制
へ
の
淵
源
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
権
力
だ
け
で
な

く
、
自
由
を
批
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
他
者
で
あ
る
。《「
他
者

か
ら
の
自
由
」
か
ら
「
他
者
へ
の
自
由
」
へ
》
と
い

う
提
言
は
、
他
者
の
視
点
か
ら
批
判
を
受
け
、
自
己

を
晒
し
て
い
く
精
神
の
開
放
性
こ
そ
が
自
己
の
成
長

に
と
っ
て
重
要
な
の
だ
と
い
う
視
点
を
与
え
て
く
れ

る
。
人
は
他
人
の
支
配
に
対
し
て
は
過
敏
で
あ
る
が
、

自
己
の
支
配
に
対
し
て
は
鈍
感
で
あ
る
。
偏
狭
で
独

善
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
価
値
観
に
安

住
し
て
い
た
い
と
い
う
欲
望
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
。

自
己
の
牢
獄
か
ら
、
解
放
し
て
く
れ
る
存
在
こ
そ
が

他
者
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
普
遍

主
義
的
に
他
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
。

　

九
九
年
に
出
た
本
の
復
刊
だ
が
、
未
だ
に
本
書
の

重
要
性
は
喪
わ
れ
て
い
な
い
。
い
や
、
ホ
ー
ム
レ
ス

が
嘲
笑
さ
れ
移
民
が
不
等
に
扱
わ
れ
る
社
会
に
お
い

て
、
今
こ
そ
本
書
は
読
ま
れ
る
べ
き
だ
。（�

き
も
の 

）

�

（
三
〇
八
頁　

税
込
三
三
〇
〇
円　

4
月
刊
）

シ
ス
テ
ム
の
創
造
は
あ
り
え
な
い
と
い
っ
た
、
悲
観

的
と
も
い
え
る
現
実
主
義
的
立
場
か
ら
、
斬
新
な
世

界
の
見
方
や
今
後
の
資
本
主
義
の
可
能
性
が
示
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
著
者
の
論
理
は
非
常
に
興
味
深
い
。

国
内
や
国
家
間
の
不
平
等
の
問
題
の
所
在
を
正
し
く

理
解
す
る
た
め
に
も
、
一
読
を
勧
め
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
読
了
後
に
結
局
「
資
本
主
義

だ
け
残
っ
た
」
こ
と
に
納
得
す
る
だ
け
で
は
い
け
な

い
だ
ろ
う
。
我
々
が
理
想
と
す
る
社
会
は
修
正
し
た

資
本
主
義
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
違
う
な
ら
ば
、
ど

ん
な
社
会
が
望
ま
し
い
の
か
。
論
争
的
で
も
あ
る
本

書
の
主
張
に
ど
う
向
き
合
う
か
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）

�

（
三
六
〇
頁　

税
込
三
九
六
〇
円　

6
月
刊
）
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ケ
ア
と
は
何
か

看
護
・
福
祉
で
大
事
な
こ
と

村
上
靖
彦
著　

中
公
新
書

小
説
読
解
入
門

『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』教
養
講
義

廣
野
由
美
子
著　

中
公
新
書

９
条
の
戦
後
史

加
藤
典
洋
著

ち
く
ま
新
書

　

恥
ず
か
し
な
が
ら
評
者
は
、
こ
れ
ま
で
読
解
法
な

ど
受
験
勉
強
以
来
知
ろ
う
と
も
し
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
小
説
テ
ク
ス
ト
の
仕
組
み
を
分
析
す
る
方

法
を
知
る
こ
と
は
、
小
説
を
よ
り
深
く
読
む
た
め
に

重
要
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。

　

本
書
は
、
技
法
編
と
読
解
編
の
二
部
構
成
を
と
っ

て
い
る
。
技
法
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
物
語
に
与
え

て
い
る
の
か
、
ま
た
、
宗
教
や
社
会
と
い
っ
た
切
り

口
か
ら
作
者
は
何
を
考
え
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
ミ
ド
ル

マ
ー
チ
』
を
題
材
に
紐
解
い
て
い
く
。
著
者
の
「
教

養
講
義
」
が
示
す
更
な
る
読
み
の
可
能
性
に
、
読
者

は
き
っ
と
わ
く
わ
く
さ
せ
ら
れ
る
。

　

長
編
小
説
が
苦
手
な
諸
君
、
本
書
の
前
に
あ
の
長

編
小
説
を
先
に
読
ま
ね
ば
…
…
と
尻
込
み
し
な
い
で

ほ
し
い
。
本
書
を
手
に
取
り
、
小
説
の
愉
し
み
方
を

知
っ
た
ら
、
自
然
と
読
み
た
く
な
る
に
違
い
な
い
の

だ
か
ら
。
全
四
巻
の
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』（
光
文
社

古
典
新
訳
文
庫
）
は
、
本
書
の
著
者
廣
野
由
美
子
が

翻
訳
し
て
い
る
。
社
会
背
景
や
人
間
模
様
が
緻
密
に

描
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
傑
作
で
あ
る
。
本
書
読

了
後
に
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）
�

（
二
七
三
頁　

税
込
九
九
〇
円　

4
月
刊
）

　

著
者
の
村
上
靖
彦
は
現
象
学
を
専
門
と
し
て
い
る

が
、
医
療
福
祉
現
場
に
お
い
て
二
〇
年
近
く
調
査
研

究
を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
は
「
ケ
ア

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
常
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

著
者
は
ケ
ア
を
「
人
間
の
弱
さ
を
前
提
と
し
た
上

で
、
生
を
肯
定
し
、
支
え
る
営
み
」
だ
と
い
う
。
そ

の
定
義
の
も
と
で
は
「
他
者
を
支
え
る
」
全
て
の
人

が
ケ
ア
ラ
ー
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
に
登
場
す

る
ケ
ア
ラ
ー
は
看
護
師
や
介
護
師
な
ど
の
専
門
職
だ

け
で
な
く
、
親
と
子
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
な
ど
も
含

ま
れ
る
。
著
者
は
本
書
で
は
あ
え
て
、
哲
学
者
の
概

念
な
ど
に
は
深
入
り
せ
ず
、
ケ
ア
を
め
ぐ
る
人
々
の

圧
倒
的
な
語
り
を
紹
介
し
続
け
た
。
例
え
ば
固
形
物

を
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
終
末
期
の
人
の
「
プ
リ
ン

を
食
べ
た
い
」
と
い
う
思
い
を
め
ぐ
る
語
り
は
、
本

書
で
ケ
ア
の
本
質
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
小

さ
な
願
い
」
の
大
切
さ
を
、
こ
ち
ら
の
か
ら
だ
と
こ

こ
ろ
を
揺
る
が
す
衝
迫
と
共
に
伝
え
て
く
る
。

　

本
書
で
は
医
療
と
福
祉
を
横
断
し
た
語
り
と
、
そ

れ
ら
を
つ
な
ぐ
シ
ン
プ
ル
な
ケ
ア
の
本
質
が
提
示
さ

れ
る
。「
ケ
ア
と
は
何
か
」
に
対
す
る
あ
な
た
な
り

の
答
え
を
探
り
な
が
ら
読
ん
で
ほ
し
い
。�

（�

石
透 

）

�

（
二
四
〇
頁　

税
込
九
二
四
円　

6
月
刊
）

　

憲
法
九
条
の
戦
後
史
を
丹
念
に
追
う
こ
と
で
、
現

代
に
お
け
る
九
条
の
活
か
し
方
を
提
示
す
る
本
書
は
、

日
本
に
住
む
全
て
の
方
に
お
薦
め
で
あ
る
。

　

本
書
に
お
け
る
加
藤
典
洋
の
姿
勢
は
、『
敗
戦
後

論
』
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
誤
り
得
る
か
も
し
れ
な

い
自
己
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
思
考
を
広
げ
て
い
く

姿
勢
、
そ
し
て
、「
ね
じ
れ
」
か
ら
目
を
背
け
な
い

姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
加
藤
は
、
米
国
へ
の
従

属
に
よ
り
踏
み
に
じ
ら
れ
る
沖
縄
や
福
島
の
人
々

（
ね
じ
れ
）
が
視
界
に
入
ら
な
い
親
米
保
守
に
批
判

的
で
あ
り
、
九
条
の
平
和
主
義
と
い
う
外
来
思
想
か

ら
議
論
を
出
発
す
る
護
憲
派
に
も
批
判
的
で
あ
る
。

　
「
理
念
の
高
遠
さ
と
実
行
の
リ
ア
ル
さ
が
拮
抗
し

て
い
る
こ
と
が
大
事
」（
一
七
八
頁
）
と
考
え
る
加

藤
は
、
九
条
を
統
整
的
理
念
と
し
つ
つ
も
、
他
国
に

従
属
し
な
い
安
全
保
障
の
実
現
を
模
索
し
、
最
終
章

で
護
憲
的
改
憲
案
と
安
全
保
障
政
策
を
提
示
す
る
。

そ
れ
に
は
賛
否
両
論
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要

な
の
は
、
自
ら
の
頭
で
徹
底
的
に
考
え
抜
き
、「
ね

じ
れ
」
か
ら
も
目
を
そ
ら
さ
な
い
加
藤
の
誠
実
な
姿

勢
だ
。
こ
れ
こ
そ
本
書
を
通
し
て
加
藤
が
遺
し
た
最

大
の
贈
り
物
で
あ
ろ
う
。�

（�

投
稿
・
行
人 

）

�

（
五
五
五
頁　

税
込
一
四
三
〇
円　

5
月
刊
）

新書コーナー
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そ
れ
は
ま
こ
と
か
幻
か

　

先
日
、
偽
史
を
テ
ー
マ
に
誌
面
で
本
を
紹
介
し
た
。
創
作
で
あ
り
な
が
ら
あ

た
か
も
歴
史
事
実
を
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
る
史
書
の
存
在
を
知
っ
て
く

だ
さ
っ
た
方
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
書
物
は
歴
史
だ
け
で

は
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
今
回
は
虚
実
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
と
い
う
の
を
紹
介

し
よ
う
と
思
う
。

　
【
紀
行
文
】

　

歴
史
書
に
似
て
紀
行
文
・
旅
行
記
に
は
創
作
談
を
紛
れ
込
ま
せ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
有
名
な
も
の
で
は
『
東
方
見
聞
録
』
の
黄
金
の
国
「
ジ
パ
ン
グ
」

は
、
事
実
と
は
異
な
る
記
述
で
日
本
が
描
き
出
さ

れ
て
い
た
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
で
日
本
は
実
在
す
る

土
地
に
関
し
て
の
風
聞
と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
だ

が
、
実
在
の
土
地
に
つ
い
て
全
く
の
創
作
と
し
て

書
か
れ
た
地
誌
を
挙
げ
よ
う
、『�

フ
ォ
ル
モ
サ　

台
湾
と
日
本
の
地
理
歴
史 

』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
は
フ
ォ
ル
モ
サ
人
の
ジ

ョ
ー
ジ
・
サ
ル
マ
ナ
ザ
ー
ル
が
自
ら
の
故
郷
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
い
う
体
裁

の
書
物
で
あ
る
。
当
時
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
台
湾
、
そ
し
て
日
本
に

つ
い
て
の
貴
重
な
証
言
と
し
て
驚
き
を
も
っ
て
広
く
読
ま
れ
た
地
誌
で
あ
る
。

た
だ
し
、
全
く
の
嘘
。
著
者
の
フ
ォ
ル
モ
サ
人
と
い
う
の
も
只
の
自
称
で
あ
る
。

内
容
の
奇
想
天
外
さ
は
読
ん
で
の
お
楽
し
み
。
こ
の
書
物
に
着
想
を
得
て
、
後

に
有
名
な
架
空
旅
行
記
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
が
書
か
れ
た
と
の
こ
と
な
の
で
、

嘘
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
物
や

著
者
の
出
自
に
関
し
て
詳
し
く
知
り
た
い
人
に
は
『�

バ
ン
ヴ
ァ
ー
ド
の
阿
房
宮　

世
界
を
変
え
な
か
っ
た
十
三
人 

』（
白
水
社
）
を
お
す
す
め
す
る
。
こ
の
本
の
中

に
は
他
に
も
偽
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
驚
き
の
逸
話
が
載
っ
て
い
る
。

　
【
文
学
】

　

偽
史
の
時
に
述
べ
た
よ
う
に
、
偽
史
の
書
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
と
さ
れ

る
史
料
が
捏
造
で
あ
る
。
こ
れ
の
文
学
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と
さ
れ
る
も
の
が
実
は
全
く
の
創
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
場
合
が

あ
る
。
有
名
な
も
の
と
し
て
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
』
を
挙
げ
よ
う
。
こ
の
書
物
は

昔
時
の
修
道
院
の
尼
僧
か
ら
恋
人
に
送
ら
れ
た
手
紙
の
発
見
と
し
て
大
い
に
評

判
を
呼
ん
だ
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
発
見
者
と
さ
れ
る
人
物
に
よ
る
創

作
だ
っ
た
こ
と
が
今
日
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
書
物
が

先
駆
け
と
な
っ
て
書
簡
体
小
説
と
い
う
形
式
が
文
学
創
作
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
生
ま
れ
た
の
は
興
味
深
い
。
他
に
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
伝
説
を
謡
っ
た
も

の
と
さ
れ
る
『
オ
シ
ア
ン
』
に
は
発
見
者
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
創
作
部
分
が
か

な
り
混
ざ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
ま
こ
と
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
が
文
学
の
生
ま
れ
る
契
機
と

な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
物
語
世
界
の
ま
こ
と
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
変
え
て
し
ま
う
、

と
い
う
形
式
が
現
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

小
説
で
あ
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
『�

冬
の
夜
ひ
と
り

の
旅
人
が 

』（
白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
）
を
紹
介
し
て
終
ろ
う
。
小
説
を
読
み
出
し
た

読
者
は
そ
れ
が
乱
丁
本
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
中
断
し
た
小
説
の
先
は

…
…
全
然
別
の
作
品
?!
。「
あ
な
た
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
本
書
の
読
者
は
、
作

者
が
書
く
ま
ま
に
小
説
の
続
き
を
求
め
て
物
語
世
界
の
な
か
で
冒
険
す
る
。
そ
し

て
そ
こ
で
遭
遇
す
る
細
切
れ
の
作
品
は
、
そ
れ
ら
を
作
り
出
す
剽
窃
作
家
の
偽
作

者
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
さ
て
、
浮
遊
す
る
小
説
の
オ
チ
は
一
体
…
…
。

　

堅
固
な
現
実
世
界
か
ら
幻
の
断
片
が
連
な
る
虚
構
世
界
へ
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

の
作
品
を
読
み
終
わ
っ
た
ら
現
実
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い
。�

（�

ね
こ 

）
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「
建
築
」の
和
解
を
目
指
し
て

　
「『
建
築
家
』
が
つ
く
る
建
物
っ
て
、
奇
抜
だ
け
ど
何
が
良
い
の
か
い
ま
い
ち

分
か
ら
な
い
。」「
も
っ
と
『
普
通
』
の
建
物
で
い
い
の
に
。」
あ
る
友
人
に
こ

ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
設
計
者
が
「
ど
う
せ
『
一
般
』
の
人
に
は

伝
わ
ら
な
い
か
ら
」
と
ぼ
や
く
の
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

建
築
は
誰
も
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
に
、
作
り
手
と
使
い
手
の
間
で
分

断
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
悲
し
い
現
状
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
建
築
家
が
書

い
た
二
冊
の
本
を
紹
介
す
る
。
建
築
家
だ
け
で
な
く
、
そ
の
建
築
に
関
わ
る
全

て
の
人
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、
空
間
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

使
い
手
が
作
り
手
の
意
図
を
超
え
る
こ
と

　

ま
ず
、
現
在
京
セ
ラ
美
術
館
の
館
長
を
務
め
る
、
青
木
淳
の
『�

原
っ
ぱ
と
遊

園
地 

』（
王
国
社
）
を
紹
介
す
る
。
彼
は
本
書
で
、
あ
る
美
術
館
で
行
わ
れ
た

個
展
を
批
判
し
、
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
を
評
価
し
て
い

る
。
美
術
館
は
、
展
覧
会
の
た
め
の
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
す
ぎ
て
い
た

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
。

ど
こ
に
作
品
を
展
示
し
、
訪
問
者
が
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
の
か
が
あ
ら
か
じ

め
決
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
小
学
校
は
、
展
覧
会
と
は
関
係
の
な
い
ル
ー
ル
で

設
計
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
家
達
は
作
品
を
魅
せ
る
た
め
の
能
動
的

な
工
夫
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

次
に
青
木
は
、
自
身
が
手
が
け
た
「
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
表
参
道
」「
潟
博
物

館
」
な
ど
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
設
計
過
程
を
振
り
返
る
。
著
者
は
常
に
、
あ

ら
か
じ
め
人
の
行
動
が
想
定
さ
れ
た
建
築
（
＝
遊
園
地
）
で
は
な
く
、
昔
の
ア

ニ
メ
で
描
か
れ
る
「
原
っ
ぱ
」
の
よ
う
な
、
人
々
の
自
由
な
使
い
方
に
よ
っ
て

空
間
が
作
ら
れ
て
い
く
建
築
を
目
指
し
て
い
る
。

　
「
原
っ
ぱ
」
と
は
設
計
の
意
図
が
失
わ
れ
た
空
間
な
の
に
、
そ
れ
を
「
設
計

す
る
」
と
言
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。
設
計
者
は
完
成
し
た
建
築
に
手
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
竣
工
し
た
後
の
建
築
は
、
使
い
手
に
丸
ご
と
託

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
自
分
自
身
と
「
建
築
家
」
と
の
間
に
繋
が
り

が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
建
築
に
訪
れ
そ
の
感
覚
を
よ
り
具
体
的

に
実
感
で
き
た
と
き
に
、「
原
っ
ぱ
」
へ
の
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
。

　
「
建
築
」
と
は
自
分
が
生
き
る
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

　
『�

建
築
の
難
問 

』（
み
す
ず
書
房
）
は
、
建
築
・
土
木
・
都
市
の
分
野
を
横
断

し
活
躍
し
て
い
る
内
藤
廣
に
よ
る
問
答
集
で
あ
る
。
内
藤
さ
ん
ら
し
い
嘘
の
な

い
言
葉
で
、「
建
築
」
の
問
題
点
や
可
能
性
が
語
ら
れ
る
。

　

著
者
は
「
建
築
」
がbuilding

の
み
を
指
す
言
葉
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
都
市
計
画
や
土
木
な
ど
も
含
め
て
建
築
な
の
に
、
建
物

だ
け
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
本
来
の
「
建
築
」
と

は
「
人
間
が
生
き
て
い
く
世
界
を
ど
う
構
築
す
る
か
」
と
い
う
意
思
を
表
す
、

全
て
の
人
に
関
わ
る
広
い
概
念
で
あ
る
、
と
著
者
は
言
う
。

　

江
戸
時
代
の
日
本
に
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
た
。
お
茶
を
飲
み

に
来
た
大
工
さ
ん
と
の
世
間
話
で
、
一
般
庶
民
も
建
築
の
全
体
像
を
知
っ
て
い

た
。
最
近
近
所
に
で
き
た
建
物
に
文
句
を
言
っ
た
り
し
て
、「
建
築
」
が
自
分

の
生
活
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
皆
が
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
以

降
に
な
る
と
、
ス
ピ
ー
ド
重
視
の
建
設
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
高
度
経

済
成
長
や
震
災
な
ど
、
世
の
中
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
中
で
、
上
位
下
達

の
「
建
築
」
が
主
流
に
な
り
、
他
の
分
野
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
を
和
解
に
導
く
の
も
ま
た
、「
建
築
」
で
あ
る
と
著
者
は

考
え
る
。
建
設
さ
れ
る
ま
で
も
そ
の
後
も
、
建
築
に
は
膨
大
な
数
の
人
々
が
関

っ
て
い
る
。
出
来
上
が
っ
た
建
築
を
み
ん
な
で
喜
び
合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
時
「
建
築
」
の
本
質
的
な
価
値
が
生
ま
れ
る
の
だ
。�

（�

茫
漠 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
対
面
授
業
が
再
開
し
、
久
し
ぶ
り
に
学
校
に
来
た

の
で
手
に
取
り
ま
し
た
。
漫
画
特
集
が
面
白
か
っ
た

で
す
！�

（�

法
・
ふ
く
ろ
う 

）

―
―
大
学
に
来
る
機
会
も
う
ん
と
減
り
、
す
っ
か
り

日
常
生
活
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
ち
な
み

に
綴
葉
は
、
生
協
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
読
む
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
漫
画
特
集
は
と
て
も
好
評
で
し
た
。
一
口
に

漫
画
と
言
っ
て
も
様
々
で
、
自
分
が
全
く
読
ん
だ
こ

と
の
な
い
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
も
あ
り
、
面
白
い
で
す

よ
ね
。

○
い
つ
も
楽
し
く
読
ん
で
い
ま
す
！　

4
0
0
号
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！�

（�

教
育
・
す
ず
め 

）

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！　

先
輩
方
の
お
か

げ
で
4
0
0
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ

の
バ
ト
ン
を
繋
い
で
い
け
る
よ
う
、
頑
張
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

○
一
度
、
編
集
委
員
の
方
の
専
門
を
伺
っ
て
み
た
い

で
す
。�

（�

理
・
ぱ
す
か
る 

）

―
―
確
か
に
、
書
い
て
い
る
人
の
専
門
を
知
る
と
、

よ
り
書
評
を
楽
し
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
現
在

の
委
員
に
は
、
文
学
部
や
工
学
部
な
ど
様
々
な
分
野

の
院
生
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。�

（�

茫
漠 

）

　人生は死の連続だ。学校を卒業する。サー
クルを引退する。恋人と別れる。コミュニテ
ィの終わりは、もはや死に等しい。大学生の

「わたし」は、余命半年だ。残された時間を、
私はどう生きるのだろう。
　小学校の友人が、突然京都を訪ねてきた。
出張。パソコン 1 つで仕事をする友人の姿は、
どこか眩しく見えた。聞けば、小学校の同級
生が結婚したそうだ。遥か遠くの故郷の話に
現実味を覚えられず、「へえ……」と気のな
い返事をした。彼らにとっては、私はもう生
きていないも同然。逆もまた然り――全く別
の世界を、それぞれ生きている。その人生は、
もう交わることはない。
　「たまには帰ってこいよ」友人は京都駅の
ホームで、振り返らずに言った。過去の自分
を弔うべく、静かに黙祷した。� （�出席点 ）

【書籍の価格表示変更のお知らせ】
　10 月から『�綴葉 』では、書籍の価格を、
従来の本体（税抜）価格にかわって税込価格
で表示することとなりました。何卒ご了承の
ほどお願い申し上げます。なお、京大生協組
合員は、生協書籍部にて 10％引きで書籍を
購入することができます。ぜひご利用くださ
い。

当てよう！図書カード編集後記
　今月号の特集は「翻訳」でした。ちなみに
自身も優れた翻訳家であった坪内逍遥は「明
治文壇幸ひにして已に三如来を得たり」とし
て、明治文壇における三人の優れた翻訳家を
挙げています。それは独文においては森鴎外、
露文においては二葉亭四迷なのですが、では
英文における如来は次のうち誰でしょうか。
　1．夏目漱石� 2．吉田健一
　3．黒岩涙香� 4．森田思軒
� （�ぱや ）

《応募方法》答えを書いた読者カードを、�
生協のひとことポストに投函してください。
ウ ェ ブ サ イ ト（https://forms.gle/evEccphot�
DZiZURY7）からの応募も可能です。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。応募の締め切り日は11月15日です。

６月号の解答
　6 月号の問題「最も温度の低い水風呂を持
つ銭湯は？」の正解は、2．山城温泉でした。
その水温は約 9 度と、一年中キンキンに冷や
されています。ぜひ一度トライしてみては？
　図書カードの当選者は、メロンのあくびさ
ん、地底人さん、ふくろうさん、はじめさん、
よっさんさんです。おめでとうございます。
� （�茫漠 ）


