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話題の本棚

歴
史
学
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
知
る
／
歴
史
学
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
知
る

　

普
段
何
気
な
く
口
に
さ
れ
る
言
葉
に
こ
そ
、
積
み
重
な
っ
た
歴
史
が
あ
る
。

女
、
男
、
母
、
父
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
語
の
場
合
は

ま
さ
に
そ
う
だ
ろ
う
。
近
年
、
国
や
地
域
を
問
わ
ぬ
活
動
家
達
に
鼓
舞
さ
れ
、

性
を
巡
る
理
解
が
刷
新
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
人
は
、
歴
史
的
に
常
に

新
し
い
性
の
在
り
方
を
産
出
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
強
制
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
逃
れ
去
る
性
―
―
そ
の
史
料
と
研
究
―
―

　

一
様
で
な
い
性
の
歴
史
性
を
知
る
に
は
、
こ
の
一
冊
が
心
強
い
味
方
に
な
っ

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
早
稲
田
大
学
で
の
講
義
に
基
づ
く
本
書
の
内
容
は
、
西
洋

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
を
七
つ
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
分
か
り
や
す
く
解
説
す
る
も
の

で
あ
る
。
近
代
以
前
か
ら
の
様
々
な
家
族
像
を
実
証
的
に
考
察
す
る
「
家
族

史
」
に
始
ま
り
、
身
体
史
や
男
性
史
な
ど
、
多
角
的
な
章
立
て
が
印
象
深
い
。

　

あ
ら
た
め
て
言
え
ば
、
同
書
で
論
じ
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
社
会
的
、

文
化
的
に
構
築
さ
れ
た
「
そ
の
性
ら
し
さ
」
の
こ
と
を
指
す
。
女
性
は
子
供
を

慈
し
む
と
か
、
男
性
は
戦
い
に
長
け
る
と
い
っ
た
男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
当

然
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
家
は
そ
の
現
実
を
、
遺
さ
れ
た

史
料
を
手
が
か
り
に
明
示
す
る
。
例
え
ば
本
書
で
は
、
性
別
を
隠
し
男
と
し
て

世
を
生
き
た
女
性
達
に
つ
い
て
の
公
文
書
や
、
ワ
ン
セ
ッ
ク
ス
・
モ
デ
ル
に
基

づ
く
科
学
的
テ
キ
ス
ト
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
史
料
を
発
見
し
た
こ

れ
ま
で
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
一
様
な
性
の
在
り
方
を
定
め
る
政
治
や
社
会
に

抗
し
、
多
様
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
復
権
が
為
さ
れ
て
き
た
。
著
者
の
弓
削
は
先
行

研
究
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
来
歴
に
言
及

し
て
お
り
、
そ
の
手
際
の
良
さ
に
は
脱
帽
す
る
し
か
な
い
。

　「
は
じ
め
て
」
は
繰
り
返
さ
れ
続
け
る

　

失
礼
を
承
知
で
喩
え
る
な
ら
、
本
書
の
読
み
心
地
は
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
の
よ
う

で
あ
る
。
も
し
仮
に
歴
史
が
、
世
紀
を
経
て
紡
が
れ
る
一
本
の
時
間
軸
だ
と
す

る
と
、
そ
の
一
回
の
歴
史
を
異
な
る
視
点
か
ら
何
度
も
読
み
直
す
構
成
が
、
こ

の
本
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
第
二
次
世
界

大
戦
と
い
っ
た
事
件
は
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
同
様
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
戦
場
で
も
、
そ
こ
で
戦
う
／
戦
わ
な
い

男
女
が
い
る
。
あ
る
い
は
西
洋
と
非
西
洋
と
い
っ
た
背
景
の
差
異
も
あ
る
だ
ろ

う
。
多
面
的
に
歴
史
を
捉
え
る
こ
と
で
、
一
つ
の
世
界
線
に
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
と

膨
ら
み
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
ゲ
ー
ム
と
異
な
る
点
も
多
い
。
史
実
は
「
事
実
」
の
集
積
で
あ
り
、

自
由
な
創
作
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
ル
ー
ト
分
岐
が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
史
料
を
重
視
し
、
一
つ
の
世
界
に
複
数
の
視
点
を

供
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
に
は
こ
ん
な
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。「
史
料

は
太
鼓
の
よ
う
な
も
の
。
誰
か
が
叩
か
れ
な
け
れ
ば
音
は
で
な
い
」。
過
去
の

史
料
に
、
今
の
人
間
が
共
鳴
し
、
未
来
へ
と
歴
史
は
始
動
す
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
の
教
科
書
で
有
名
な
山
川
出
版
社
か
ら
公
刊
さ
れ
て
い
る
点
も
本
書
の

評
価
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
文
中
に
は
世
界
史
選
択
の
受
験
生
に
通
じ
る
真
面
目

な
小
話
も
含
ま
れ
る
。
学
部
一
回
生
に
は
特
に
お
勧
め
し
た
い
。�

（�

と
よ 

）

�

（
三
〇
四
頁　

税
込
二
五
三
〇
円　

11
月
刊
）

は
じ
め
て
の 

西
洋
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史

家
族
史
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・ 

ヒ
ス
ト
リ
ー
ま
で

弓
削
尚
子
著
　
山
川
出
版
社
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話題の本棚

物
語
の
構
造
と
は
？

　

物
語
理
論
―
―
物
語
論
、
文
学
理
論
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
と
も
言
わ
れ
る
―
―

と
い
う
分
野
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？　

文
学
に
限
ら
ず
様
々
な
作
品
が
あ

る
が
、
そ
の
構
造
を
捉
え
よ
う
と
す
る
分
野
で
あ
る
。
物
語
に
関
し
て
大
き
な

要
素
が
二
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
小
説
を
読
む
時
、
我
々
は
物
語
の
内
容
、
つ
ま

り
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
や
登
場
人
物
の
心
情
・
行
動
に
興
味
を
覚
え
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
「
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
点
に
関
す
る
要
素

を
、
本
書
の
著
者
チ
ャ
ッ
ト
マ
ン
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
呼
ぶ
。
他
方
、
た
と

え
ば
第
三
者
的
視
点
か
ら
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
作
品
も
あ
れ
ば
、
登
場
人
物

「
私
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
ど
の
よ
う
な
語
り

方
が
な
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
点
に
関
す
る
要
素
を
彼
は
「
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
二
大
要
素
は
物
語
論
の
分
野
で
は
基
本
的
と
い
え
る
も
の

だ
が
、
本
書
で
は
例
を
挙
げ
な
が
ら
そ
れ
ら
の
分
類
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て

い
る
。
そ
の
一
端
を
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。

　【
ス
ト
ー
リ
ー
】

　

ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
チ
ャ
ッ
ト
マ
ン
は
「
出
来
事
」
と
「
存
在
物
」
に
着

目
し
て
分
析
を
進
め
る
。
一
言
で
い
え
ば
物
語
の
中
に
「
誰
（
何
）
が
登
場
し

て
」「
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
と

は
出
来
事
の
連
続
、
つ
ま
り
そ
こ
に
時
間
的
な
流
れ
が
あ
る
。
語
る
順
序
を
前

後
さ
せ
た
り
時
間
的
な
緩
急
を
つ
け
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
で
こ
の
時
間
の
流
れ
は

印
象
的
に
読
者
に
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る

因
果
関
係
や
必
然
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
必
然
性
を
強
め
る
あ
る
い
は
転
倒
す

る
機
能
と
し
て
先
ほ
ど
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
有
効
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
存
在
物
、
す
な
わ
ち
登
場
人
物
や
物
・
景
色
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
は
ス
ト
ー
リ
ー
空
間
の
描
写
に
等
し
い
。
た
だ
、
す
べ
て
を
描
写
し
尽
く
す

こ
と
は
出
来
な
い
が
故
に
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
何
が
注
目
さ
れ
、

何
が
ぼ
か
さ
れ
る
の
か
、
こ
こ
で
は
映
像
作
品
か
ら
の
引
用
を
交
え
て
説
明
が

な
さ
れ
て
お
り
、
説
得
力
が
あ
る
。

　【
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
】

　

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
論
じ
る
時
、
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
の
は
「
語
り
手
」
の
存

在
だ
。
語
り
手
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
者
に
伝
え
る
仲
立
ち
の
役
割
を
持
つ
。
こ

こ
で
問
題
に
な
る
の
が
語
り
手
の
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
介
入
の
度
合
い
で
あ
る
。

語
り
手
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
た
だ
見
せ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
解
釈
を
施
し
た

上
で
語
っ
て
い
る
の
か
？　

チ
ャ
ッ
ト
マ
ン
は
ま
ず
解
釈
の
施
さ
れ
な
い
「
語

り
の
な
い
物
語
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
独
白
や
自
由
直
接
話
法
、
意
識
の
流

れ
な
ど
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
、
様
々
な
作
品
を
例
に
取
り
つ
つ
分
析
を
試
み
る
。

さ
ら
に
、
解
釈
を
含
ん
だ
語
り
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
妥
当
性
や
信
頼
性

に
関
し
て
、
文
学
理
論
上
で
よ
く
言
わ
れ
る
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」
や
注

釈
の
挿
入
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
な
ど
物
語
理
論
の
基
礎
と
な
っ
た
研
究
へ
の
言
及
も

多
く
こ
の
分
野
の
要
点
が
上
手
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
文
学
だ
け
で
な

く
映
像
に
つ
い
て
も
研
究
の
視
野
を
広
げ
る
一
冊
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（�

ね
こ 

）

�

（
四
〇
〇
頁　

税
込
五
五
〇
〇
円　

12
月
刊
）

ス
ト
ー
リ
ー
と 

デ
ィ
ス
コ
ー
ス

小
説
と
映
画
に
お
け
る
物
語
構
造

シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ッ
ト
マ
ン
著

玉
井
暲
訳
　
水
声
社
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今
、
私
の
部
屋
に
は
お
そ
ら
く
二
千
冊
ほ
ど
の
本

が
置
い
て
あ
る
。
半
分
は
新
刊
で
、
も
う
半
分
は
古

本
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
一
応
ま
だ
な
ん
と

か
本
棚
に
は
収
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
う
流
石
に

場
所
が
な
い
。
も
う
こ
れ
以
上
買
う
こ
と
は
で
き
な

い
（
買
う
け
れ
ど
も
）。
買
っ
た
ら
部
屋
が
本
で
埋

め
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
―
―
。
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な

か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
こ
の
一
年
で
狂
っ
た
よ
う
に
古
本
を
買
っ
た

か
ら
だ
。
で
は
な
ぜ
狂
っ
た
よ
う
に
古
本
を
買
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
山
本
善
行
・
清
水
裕
也

『�
漱
石
全
集
を
買
っ
た
日 

』
と
出
会
っ
た
か
ら
だ
。

　
古
本
の
沼
へ
と
引
き
ず
り
込
む
一
冊

　

本
書
の
副
題
は
「
古

書
店
主
と
お
客
さ
ん
に

よ
る
古
本
入
門
」。
古

本
を
愛
し
て
や
ま
な
い

二
人
が
、
古
本
に
つ
い
て
ゆ
る
く
楽
し
く
お
し
ゃ
べ

り
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
だ
。
私
は
本
書
に

よ
っ
て
、
古
本
の
沼
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
。
そ

し
て
い
ま
や
座
右
の
書
と
な
っ
た
本
書
を
繰
り
返
し

繙
い
て
は
、
古
本
の
知
識
を
蓄
え
、
汲
め
ど
も
尽
き

ぬ
そ
の
奥
深
さ
に
言
い
知
れ
ぬ
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
て

い
る
。
新
刊
も
い
い
が
古
本
も
ま
た
い
い
の
だ
。

　

私
は
本
書
を
通
じ
て
「
古
本
」
と
い
う
生
涯
の
趣

味
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
、
私
は
本
書
を
通
じ
て
「
夏
葉
社
」
と
い
う
出
版

社
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
、
本
書
を
世
に
送

り
出
し
た
出
版
社
だ
。
夏
葉
社
と
い
う
出
版
社
を
知

っ
た
私
は
、
以
来
、
夏
葉
社
を
推
し
て
い
る
。
夏
葉

社
か
ら
新
し
い
本
が
出
た
ら
必
ず
買
う
よ
う
に
す
る

ほ
ど
、
私
は
夏
葉
社
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
出
版
社
買
い
を
す
る
の
は
夏
葉
社
だ
け
だ
。

　
装
丁
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
る
一
冊

　

夏
葉
社
は
、
文
芸
書
の
刊
行
を
中
心
と
し
た
小
さ

な
出
版
社
で
、「
ひ
と
り
出
版
社
」
の
先
駆
け
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
夏
葉
社
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、

島
田
潤
一
郎
さ
ん
。
島
田
さ
ん
は
、
編
集
も
、
営
業

も
、
事
務
も
、
発
送
作
業
も
、
経
理
も
、
全
部
た
っ

た
ひ
と
り
で
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
相
当
大
変
な
作

業
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
島
田
さ
ん
が
す
べ
て

の
工
程
に
関
わ
り
、
目
を
し
っ
か
り
と
通
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
夏
葉
社
か
ら
出
る
本
は
毎
回
こ
だ
わ
り

抜
か
れ
た
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
と
く
に
装
丁
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
夏
葉
社
の
本
は
ど
れ

も
本
当
に
美
し
い
。
た
と
え
ば
『
漱
石
全
集
を
買
っ

た
日
』
の
な
か
で
、
山
本
さ
ん
は
こ
う
語
る
―
―

ぼ
く
に
は
、本
し
か
な
か
っ
た
―
―
夏
葉
社

推
し
出
版
社

〈特集〉　

出
版
社
で
本
を
選
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
？　

こ
の
出
版
社
か
ら
出
た
本
だ
っ

た
ら
間
違
い
な
い
と
、
そ
う
確
信
で
き
る

出
版
社
は
あ
り
ま
す
か
？　

推
し
の
ア
イ

ド
ル
が
い
る
よ
う
に
、
推
し
の
出
版
社
が

あ
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
、
推
し
の
ア
イ

ド
ル
の
魅
力
を
人
に
語
り
た
く
な
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
魅
力
を

人
に
語
り
た
く
な
る
出
版
社
が
あ
っ
て
も

い
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
漠
然
と
思
っ
て
い

た
ら
、
い
つ
の
間
に
か
「
推
し
出
版
社
」

と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
ま
し
た
。
本
の

背
表
紙
の
一
番
下
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は

小
さ
く
控
え
め
な
文
字
で
出
版
社
名
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
目
が
、
そ
こ

に
少
し
で
も
行
く
よ
う
に
な
れ
ば
嬉
し
い

で
す
。�

（�

ぱ
や 

）
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語
り
に
君
主
無
し
―
―
共
和
国

「
上
林
暁
の
『�

星
を
撒
い
た
街 

』
な
ん
か
は
、上
林
暁

は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
こ
の
本
の
美
し
さ
や

魅
力
に
惹
か
れ
て
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
、
と
い

う
人
が
多
か
っ
た
」。
今
、
私
の
手
元
に
も
、
こ
の

本
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
あ
り
得
な
い
く
ら
い
の
美
し

さ
だ
。
夏
葉
社
か
ら
出
た
本
の
な
か
で
も
群
を
抜
い

て
美
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
装
丁
は
地
味
で

落
ち
着
い
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な

派
手
で
目
立
つ
本
よ
り
も
大
き
な
存
在
感
を
放
っ
て

い
る
。
や
は
り
本
は
物
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い

な
い
と
だ
め
だ
と
思
わ
せ
る
、
そ
ん
な
一
冊
だ
。

　

ち
な
み
に
上
林
暁

に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
と
、
彼
は
昭
和
期
に

活
躍
し
た
私
小
説
作

家
で
、「
薔
薇
盗
人
」「
聖
ヨ
ハ
ネ
病
院
に
て
」「
白

い
屋
形
船
」
な
ど
の
代
表
作
が
あ
る
。
上
林
は
不
思

議
な
作
家
で
、
た
と
え
ば
「
空
は
青
か
っ
た
」
と
い

う
何
と
い
う
こ
と
は
な
い
一
文
に
し
て
も
、
そ
れ
が

上
林
の
作
品
の
な
か
に
置
か
れ
る
と
、
途
端
に
涙
を

誘
う
美
し
い
一
文
へ
と
様
変
わ
り
す
る
。
彼
の
素
朴

な
情
景
描
写
が
な
ぜ
あ
そ
こ
ま
で
私
の
心
に
沁
み
入

る
の
か
、
そ
れ
は
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に

か
く
彼
が
魅
力
的
な
作
家
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は

な
い
。『
星
を
撒
い
た
街
』
は
、
上
林
の
短
編
か
ら

選
り
す
ぐ
り
の
も
の
を
八
編
収
録
し
て
い
る
。
余
談

だ
が
、
一
つ
め
の
短
編
「
花
の
精
」
は
、
二
〇
一
九

年
度
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
出
題
さ
れ
た
た
め
、
も
し

か
す
る
と
知
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

＊

　
『�

あ
し
た
か
ら
出
版
社 

』（
晶
文
社
）
と
『�

古
く
て

あ
た
ら
し
い
仕
事 

』（
新
潮
社
）
と
い
う
本
が
あ
る
。

ど
ち
ら
も
島
田
さ
ん
が
書
い
た
本
だ
。
島
田
さ
ん
が

ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
経
て
夏
葉
社
を
立
ち
上
げ
る

に
至
っ
た
の
か
、
島
田
さ
ん
は
本
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
想
い
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
前
者
の
本
の
な
か
で
島
田
さ
ん
は
こ
ん
な

こ
と
を
言
っ
て
い
る
―
―
「
自
分
の
人
生
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
ぼ
く
が
、
ほ
か
の
人
た
ち
よ
り
情
熱

を
注
ぎ
込
み
、
飽
き
ず
に
続
け
て
き
た
の
は
、
本
を

買
い
、
読
む
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
あ
と
は
全
部
、
ダ

メ
だ
っ
た
」。
私
に
は
こ
の
気
持
ち
が
痛
い
ほ
ど
わ

か
る
。
情
け
な
さ
と
誇
り
が
入
り
混
じ
っ
た
、
こ
の

同
じ
想
い
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
夏
葉

社
を
推
す
の
か
も
し
れ
な
い
。�

（�

ぱ
や 

）

と
っ
て
思
い
が
け
ぬ
出
会
い
だ
っ
た
。
本
書
は
、
主

に
母
の
愛
を
一
身
に
う
け
て
育
っ
た
ガ
リ
と
彼
の
母

親
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
時
に
暴
力
的
で
あ
り

時
に
純
真
な
献
身
そ
の
も
の
で
あ
る
二
人
の
交
わ
り

は
、
哀
愁
に
満
ち
た
愛
の
物
語
…
…
で
は
な
い
。
彼

の
文
体
に
よ
っ
て
美
し
く
、
ま
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
彼

の
心
境
が
描
か
れ
る
。

　
「
私
の
書
く
本
が
尊
厳
や
正
義
へ
の
呼
び
か
け
に

満
ち
て
い
る
と
し
た
ら
、
ま
た
、
人
間
で
あ
る
こ
と

の
誇
り
を
こ
れ
ほ
ど
何
度
も
高
々
と
讃
え
て
い
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
二
十
二
歳
に
な
る
ま
で
、

独
身
で
働
き
す
ぎ
の
年
老
い
た
女
性
の
仕
事
の
お
か

げ
で
生
き
て
き
た
か
ら
だ
。
私
は
彼
女
の
こ
と
を
と

て
も
憎
ん
で
い
る
。」

　

ガ
リ
は
、
空
軍
や
外
交
官
と
し
て
の
華
麗
な
経
歴

　

本
好
き
は
、
た
だ
読
む
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、

好
き
な
本
の
出
版
社
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
み
た
り
、

装
丁
を
隈
な
く
眺
め
て
み
た
り
、
編
集
者
の
歴
史
を

学
ん
で
み
た
り
す
る
ら
し
い
。
か
く
言
う
私
に
も
推

し
が
い
る
。
出
版
社
の
名
前
は
「
共
和
国
」。
ひ
と

ま
ず
わ
た
し
が
出
会
っ
て
よ
か
っ
た
と
心
か
ら
思
う

三
冊
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
共
和
国
」

が
共
和
国
た
る
ゆ
え
ん
が
読
者
に
少
し
で
も
伝
わ
れ

ば
と
願
う
。

　
ガ
リ
と
出
会
う

　
「
世
界
で
書
物
を
ロ
マ
ン

化
し
ま
す
」
―
―
そ
ん
な
共

和
国
の
も
つ
レ
ー
ベ
ル
〈
世

界
浪
曼
派
〉
か
ら
一
冊
ご
紹
介
し
よ
う
。
ロ
マ
ン
・

ガ
リ
著
、
岩
津
航
訳
『�

夜
明
け
の
約
束 

』
は
、
私
に
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一
冊
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ゼ
イ
ブ
ル
著
、
菅
野
賢
治
訳

『�

カ
フ
ェ
・
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー
ド 

』。
こ
の
カ
フ
ェ
に
は
、

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生

き
延
び
た
生
存
者
た

ち
が
集
う
。
著
者
は
、

彼
ら
の
生
き
て
き
た

軌
跡
に
今
日
も
ま
た
耳
を
傾
け
る
。
彼
ら
は
語
る

―
―
時
に
は
勇
敢
に
、
寂
し
げ
に
、
面
倒
く
さ
そ
う

に
。
彼
ら
は
同
じ
生
存
者
で
あ
り
な
が
ら
、
全
く
別

の
経
験
を
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
あ
る
カ
フ
ェ
に

偶
然
集
う
。
彼
ら
は
何
者
と
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
な

く
生
き
延
び
、
今
も
ま
だ
記
憶
の
断
片
を
繋
ぎ
合
わ

せ
る
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
あ
る
日
、
突
然
自

分
の
命
を
生
き
る
に
値
す
る
か
ジ
ャ
ッ
ジ
さ
れ
る
。

し
ら
み
だ
ら
け
の
生
活
か
ら
脱
し
、
今
で
は
一
日
に

数
回
シ
ャ
ワ
ー
を
す
る
。
い
つ
か
会
え
る
と
思
っ
て

い
た
家
族
と
は
あ
の
日
が
最
後
だ
っ
た
―
―
。
彼
ら

の
一
人
ひ
と
り
が
物
語
を
待
っ
て
い
た
。
言
葉
が
集

ま
り
、
物
語
に
な
り
、
一
冊
の
書
物
と
な
る
。
生
存

者
の
一
人
は
、
こ
う
語
ら
れ
た
気
が
し
た
、
と
本
書

で
述
べ
る
。「
い
ま
だ
生
に
し
が
み
つ
い
て
、
こ
の

狂
っ
た
世
界
に
も
終
わ
り
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
君

は
、
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。」

　

共
和
国
の
本
は
ま
だ
ま
だ
紹
介
し
き
れ
な
い
が
、

形
、
装
丁
、
余
白
は
み
な
バ
ラ
バ
ラ
で
、
中
身
も
濃

縮
さ
れ
た
曲
者
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
共
和
国
の
書

物
に
は
全
て
で
は
な
い
が
「
共
和
国
急
使
」
な
る
も

の
が
つ
い
て
い
る
。
私
は
栞
が
わ
り
と
し
て
使
っ
て

い
る
が
、
こ
の
急
使
が
な
か
な
か
よ
い
。
時
に
は
激

し
く
共
感
し
、
時
に
は
ほ
っ
こ
り
微
笑
す
る
。
推
し

出
版
社
な
る
も
の
と
出
会
っ
て
し
ま
う
と
こ
う
し
た

裏
側
の
話
は
あ
り
が
た
く
読
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
。

　

こ
の
出
版
社
は
、
多
様
な
語
り
が
、
思
い
が
、

人
々
が
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
国
」
で
あ
る
。

言
葉
を
紡
ぐ
の
に
、
そ
し
て
生
み
出
さ
れ
た
一
冊
の

本
に
、
君
主
は
必
要
な
い
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）

名
物
社
長
の
推
す
写
真
家
た
ち
―
―
赤
々
舎

版
し
た
写
真
集
が
木
村
伊
兵
衛
賞
を
受
賞
。
現
在
に

至
る
ま
で
数
々
の
話
題
作
を
送
り
出
し
続
け
て
い
る
。

し
か
し
写
真
を
撮
る
の
は
「
め
っ
ち
ゃ
下
手
」。
ち

な
み
に
、
酒
豪
で
あ
る
。
そ
ん
な
姫
野
は
写
真
家
や

作
家
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、
本
を
作
り
上
げ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
推
し
出
版
社
」
に
「
推
し
編
集
者
」
あ
り
。

赤
々
舎
社
長
・
姫
野
希
美
。
大
分
県
に
生
ま
れ
、
早

稲
田
大
学
で
和
歌
の
研
究
に
没
頭
し
て
博
士
号
ま
で

取
得
し
た
直
後
に
上
海
へ
渡
り
、
現
地
で
不
動
産
仲

介
会
社
を
立
ち
上
げ
て
二
年
ほ
ど
働
い
た
後
、
帰
国
。

二
〇
〇
六
年
に
赤
々
舎
を
立
ち
上
げ
、
翌
年
に
は
出

を
も
つ
が
、
自
伝
に
お
い
て
自
身
の
失
敗
談
を
む
し

ろ
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
綴
る
。
本
書
末
尾
の
訳
者

解
説
の
隅
々
ま
で
読
ん
で
し
ま
う
本
。

　
書
を
持
て
、
町
へ
出
よ
う

　

自
分
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
を
手
に
入
れ
た
今
、
馴
染

み
の
人
と
馴
染
み
の
場
で
の
語
ら
い
、
読
書
、
そ
れ

だ
け
で
満
た
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
昔
、
旅
先
で

感
じ
た
空
気
や
色
彩
豊

か
な
景
色
に
圧
倒
さ
れ

た
記
憶
が
か
す
か
に
あ
る
だ
け
。
も
う
、
家
の
方
が

楽
か
…
…
な
ん
て
。
そ
ん
な
日
常
に
新
た
な
風
を
吹

か
せ
て
く
れ
る
の
は
、
福
間
恵
子
著
『�

ポ
ル
ト
ガ
ル
、

西
の
果
て
ま
で 

』。
ス
ペ
イ
ン
に
魅
了
さ
れ
て
い
た

著
者
が
、
不
思
議
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
惹
か
れ
て
い
く
。

た
だ
、
著
者
は
興
味
を
も
っ
た
ら
と
に
か
く
行
動
に

で
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
の
小
旅
行
後
に
は
す
ぐ
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
を
学
び
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
小
さ
な
村
で
は

み
た
こ
と
の
な
い
魚
を
市
場
で
買
っ
て
料
理
を
こ
な

し
、
ま
た
別
の
村
で
は
祭
り
が
あ
れ
ば
最
終
日
ま
で

村
男
た
ち
の
歌
を
聴
く
。
旅
路
を
一
歩
一
歩
と
も
に

歩
い
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
確
か
さ
を
こ
の
文
章

は
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
。
旅
を
し
た
い
、
純
粋

に
そ
う
思
わ
せ
て
く
れ
る
。
旅
に
出
る
と
き
に
本
書

は
必
携
で
あ
る
。

　
境
界
を
越
え
た
物
語

　
〈
境
界
の
文
学
〉
と
い
う
レ
ー
ベ
ル
の
中
か
ら
の
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　『
浅
田
家
』
と
バ
ー
ボ
ン

　

二
〇
二
〇
年
、
二
宮
和
也

主
演
の
映
画
『
浅
田
家
！
』

は
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、
ヒ

ッ
ト
作
と
な
っ
た
。
そ
の
原

案
と
な
っ
た
作
品
が
、
浅
田

政
志
『�

浅
田
家 

』
だ
。

　

本
作
は
浅
田
が
自
ら
と
自
ら
の
家
族
に
カ
メ
ラ
を

向
け
た
記
念
写
真
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
赤

を
キ
ー
カ
ラ
ー
と
す
る
オ
モ
テ
面
か
ら
観
て
い
く
と
、

消
防
士
や
水
族
館
員
、
極
道
な
ど
に
扮
し
た
家
族
の

写
真
が
続
く
。
ク
ス
ッ
と
笑
え
る
。
本
の
真
ん
中
で

一
度
本
は
終
わ
る
。
次
は
青
を
キ
ー
カ
ラ
ー
と
す
る

ウ
ラ
面
か
ら
観
て
み
よ
う
。
こ
ち
ら
は
日
常
的
な
家

族
写
真
が
多
い
。
伊
勢
の
春
夏
秋
冬
と
、
浅
田
家
の

朝
昼
夕
夜
。
少
し
コ
ワ
モ
テ
の
親
父
。
そ
ん
な
親
父

に
よ
く
似
た
兄
弟
。
品
の
あ
る
雰
囲
気
な
が
ら
夕
食

で
は
家
族
で
た
だ
一
人
、
大
ジ
ョ
ッ
キ
を
傾
け
る
母
。

彼
ら
は
家
族
だ
。
再
び
オ
モ
テ
面
か
ら
本
を
開
く
。

浅
田
家
と
い
う
演
者
は
作
品
内
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、

彼
ら
は
普
段
の
距
離
感
で
様
々
な
家
族
を
演
じ
る
。

家
族
に
血
縁
は
不
可
欠
で
は
な
い
。
言
葉
に
し
よ
う

と
す
る
と
溢
れ
て
し
ま
う
固
有
の
雰
囲
気
を
纏
う
関

係
性
―
―
そ
れ
を
共
有
し
た
存
在
が
家
族
な
の
だ
。

　

出
版
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
八
年
。
当
時
の
浅
田
は

駆
け
出
し
だ
っ
た
。
い
く
つ
も
の
出
版
社
に
作
品
を

持
ち
込
ん
だ
が
、
出
版
に
は
至
ら
な
い
。
創
業
ま
も

な
い
赤
々
舎
の
こ
と
は
友
人
か
ら
勧
め
ら
れ
る
ま
で

知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
浅
田
が
昼
間
に
作
品
を
持

ち
込
ん
だ
際
、
姫
野
は
二
日
酔
い
だ
っ
た
。
浅
田
の

写
真
を
見
て
姫
野
は
「
私
、
い
い
写
真
見
る
と
飲
み

た
く
な
る
の
」
と
呟
き
、
ス
ト
レ
ー
ト
で
バ
ー
ボ
ン

を
呷
り
始
め
た
。

　

こ
の
バ
ー
ボ
ン
の
「
昼
」
か
ら
わ
ず
か
半
年
で

『
浅
田
家
』
は
出
版
さ
れ
た
。
浅
田
は
こ
の
半
年
間

を
自
身
の
人
生
が
劇
的
に
変
わ
っ
た
時
間
だ
と
振
り

返
る
。
創
業
以
来
、
赤
々
舎
は
多
く
の
若
手
写
真
家

の
作
品
を
送
り
出
し
て
き
た
。
出
版
段
階
で
は
無
名

の
写
真
家
も
少
な
く
な
い
。
作
家
と
作
品
、
そ
し
て

「
こ
れ
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
い
ら
れ
な
い
」

と
い
う
ほ
ど
の
自
身
の
直
観
を
信
じ
、
姫
野
は
数
々

の
写
真
集
を
手
が
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　『
い
の
ち
の
う
ち
が
わ
』
に
浸
る

　

石
川
竜
一
も
赤
々
舎
か
ら
写
真
集
を
初
め
て
商
業

出
版
し
た
写
真
家
で
あ
る
。
石
川
は
自
身
が
生
ま
れ

育
っ
た
沖
縄
の
人
間
た
ち
を
巨
大
な
中
判
カ
メ
ラ
を

通
し
て
写
真
に
し
て
き
た
。
真
正
面
か
ら
捉
え
ら
れ

た
被
写
体
の
表
情
に
明
確
な
喜
怒
哀
楽
は
な
く
、
自

然
体
で
あ
る
。
生
命
か
ら
発
散
さ
れ
る
力
を
、
で
き

る
限
り
あ
り
の
ま
ま
写
真
で
伝
え
た
い
。
石
川
の
衝

迫
は
『�

い
の
ち
の
う
ち
が
わ 

』
へ
と
向
か
っ
た
。

　

石
川
の
最
新
作
で
あ
る
本
作
は
三
四
セ
ン
チ
四
方

と
い
う
大
判
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
本
は
綴
じ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
タ
イ
ヤ
の
ゴ
ム
の
よ
う
な
も
の
で
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
読
者
は
そ
の
ゴ
ム
を
外
し
、
一
枚
一

枚
写
真
を
手
に
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
税
込
一
万
四

千
三
百
円
、
限
定
七
〇
〇
部
の
み
生
産
さ
れ
た
本
作

の
プ
リ
ン
ト
は
精
緻
か
つ
階
調
豊
か
だ
。
壮
麗
な
写

真
に
よ
っ
て
、
北
海
道
や
山
梨
の
美
し
い
自
然
と
、

雉
や
鶖
、
鹿
や
猪
な
ど
の
臓
物
が
一
つ
一
つ
提
示
さ

れ
る
。
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
当
に
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
感
じ
る
。

写
真
に
手
を
触
れ
、
撫
で
、
持
ち
上
げ
て
み
る
。
自

分
の
お
腹
に
写
真
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
人
間
の
腹

部
は
概
ね
三
四
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
と
ふ
と
気
づ
く
。

写
真
に
写
っ
た
実
物
大
に
近
い
内
臓
は
、
確
か
に
身

体
の
内
側
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

石
川
は
姫
野
を
「
仕
事
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
、
全

部
一
緒
に
考
え
る
」
人
と
表
現
す
る
。
毎
日
電
話
で

話
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
そ
う
だ
。
石
川
は
被
写
体

に
対
し
、
姫
野
は
作
家
と
作
品
に
対
し
、
身
も
心
も

ど
っ
ぷ
り
浸
か
り
た
い
の
だ
ろ
う
。
本
作
は
赤
々
舎

の
手
が
け
た
現
段
階
の
石
川
作
品
の
集
大
成
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
姫
野
と
作
家
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

『�

本
を
つ
く
る
　
赤
々
舎
の
12
年 

』（
産
業
編
集
セ
ン

タ
ー
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

　

読
者
を
古
本
マ
ニ
ア
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
本
に

は
魔
力
が
あ
る
。
そ
ん
な
本
を
作
る
出
版
社
の
こ
と

を
知
り
た
い
、
栞
や
編
集
者
ま
で
調
べ
上
げ
る
ほ
ど

に
。「
推
し
出
版
社
」
の
お
か
げ
で
、
一
冊
の
本
を

も
っ
と
も
っ
と
愛
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。�

（�

石
透 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

王
子
失
踪
す

山
上
た
つ
ひ
こ
著

新
潮
社

―
―
王
子
が
失
踪
し
た
。

　

主
人
公
笹
山
の
娘
、

瑠
璃
。
そ
し
て
瑠
璃
の

大
切
な
お
人
形
、
ミ
カ

ち
ゃ
ん
。
失
踪
し
た
の
は
ミ
カ
ち
ゃ
ん
の
ボ
ー
イ
フ

レ
ン
ド
だ
っ
た
。
当
初
、
笹
山
は
瑠
璃
が
た
だ
失
く

し
た
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
瑠
璃
の
「
彼

の
家
族
が
い
な
い
か
ら
出
て
い
っ
た
」
と
い
う
セ
リ

フ
を
聞
い
て
、
新
し
い
人
形
の
催
促
だ
と
思
っ
た
。

買
い
与
え
れ
ば
解
決
す
る
と
思
っ
て
い
た
…
…
。

　

し
か
し
新
し
い
人
形
は
新
た
な
波
紋
を
引
き
起
こ

す
、
ミ
カ
ち
ゃ
ん
と
合
わ
な
い
の
だ
。「
あ
の
人
は

性
格
が
よ
く
な
い
の
」。
ミ
カ
ち
ゃ
ん
と
新
し
い
人

形
の
仲
違
い
を
瑠
璃
は
な
ん
と
か
仲
裁
し
よ
う
と
す

る
。
そ
の
時
、
事
件
が
起
き
る
。
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
が

燃
え
、
中
か
ら
燃
え
尽
き
た
人
形
が
発
見
さ
れ
る
の

だ
。
そ
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
失
踪
、
残
さ
れ
た
遺
書
、

犯
人
は
誰
だ
…
…
？　

い
や
、
人
形
劇
な
は
ず
だ
、

あ
く
ま
で
も
瑠
璃
の
頭
の
中
の
世
界
な
は
ず
。
と
こ

ろ
が
瑠
璃
ま
で
も
が
失
踪
し
た
時
…
…
。

き
み
だ
か
ら
さ
び
し
い

大
前
粟
生
著

文
藝
春
秋

　

本
書
は
、
好
き
ゆ
え

に
相
手
を
尊
重
す
る
こ

と
の
悩
ま
し
さ
に
つ
い

て
描
い
た
恋
愛
小
説
で

あ
る
。
恋
愛
の
多
様
な
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
だ
し
た

現
代
に
お
い
て
、
ど
う
他
者
と
関
係
を
築
い
て
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

主
人
公
の
町
枝
圭
吾
は
、
あ
や
め
さ
ん
と
い
う
好

き
な
人
が
い
る
。
そ
の
彼
女
と
た
だ
一
緒
に
い
る
だ

け
で
幸
せ
だ
っ
た
け
れ
ど
、
あ
る
日
告
白
し
て
み
る

と
彼
女
は
ポ
リ
ア
モ
リ
ー
だ
っ
た
。
彼
女
を
受
け
入

れ
た
い
け
れ
ど
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
辛
い
。
対
す
る

あ
や
め
さ
ん
は
、
蓮
本
さ
ん
も
圭
吾
く
ん
も
好
き
。

圭
吾
く
ん
の
き
も
ち
を
考
え
る
と
申
し
訳
な
く
思
い

つ
つ
、
自
分
に
正
直
で
あ
り
た
い
。
そ
ん
な
二
人
の

恋
路
と
共
に
、
二
人
を
取
り
巻
く
登
場
人
物
た
ち
も

ま
た
恋
を
し
、
悩
み
、
前
を
向
い
て
い
く
。
ひ
と
り

ひ
と
り
の
心
の
動
き
が
視
点
を
変
え
て
描
か
れ
、
私

た
ち
は
登
場
人
物
の
心
の
痛
み
と
弱
み
を
知
る
。

　
「
た
だ
誰
か
の
こ
と
を
好
き
な
だ
け
な
の
に
、
好

き
と
苦
し
い
が
近
く
に
あ
る
の
は
ど
う
し
て
な
ん
だ

ろ
う
。」
―
―
誰
の
多
様
性
も
尊
重
で
き
る
、
し
た

い
と
思
え
る
、
で
も
き
み
だ
か
ら
で
き
な
い
と
い
う
、

そ
の
素
直
な
文
章
た
ち
が
読
者
の
心
に
食
い
込
む
。

相
手
が
自
身
の
一
部
に
な
っ
て
い
く
ほ
ど
、
相
手
を

自
分
の
心
の
穴
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
。
記
述
で

き
な
い
苦
し
み
と
喜
び
の
間
に
あ
る
さ
び
し
さ
と
向

き
合
う
こ
と
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と

―
―
そ
れ
が
あ
な
た
の
相
手
に
対
す
る
と
び
き
り
の

愛
な
の
だ
と
、
本
書
は
伝
え
て
く
れ
る
。

　

著
者
大
前
粟
生
に
と
っ
て
、
本
書
が
初
の
長
編
作

品
で
あ
る
。
短
編
で
描
か
れ
て
き
た
登
場
人
物
の
繊

細
な
心
の
動
き
が
、
時
間
的
長
さ
を
伴
い
、
よ
り
一

層
味
わ
い
深
く
な
っ
て
い
る
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）

�

（
二
〇
〇
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

2
月
刊
）

　

ギ
ャ
ク
漫
画
家
で
一
世
を
風
靡
し
た
山
上
た
つ
ひ

こ
の
新
作
。
笑
い
の
構
造
を
分
析
し
続
け
た
著
者
は

晩
年
、
小
説
の
舞
台
に
立
っ
た
。
そ
し
て
笑
い
の
素

材
を
探
求
し
、
そ
こ
に
人
間
の
悪
意
や
不
安
を
見
出

し
た
。「
笑
い
っ
て
陰
気
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
人

間
っ
て
笑
い
な
が
ら
、
恐
怖
や
怒
り
を
収
め
る
た
め

に
お
題
目
を
唱
え
る
生
き
物
な
ん
だ
と
…
…
今
回
の

す
べ
て
の
短
編
に
は
そ
れ
が
流
れ
て
い
ま
す
」

　

恐
怖
や
不
安
こ
そ
が
笑
い
の
要
素
な
ら
、
笑
い
を

求
め
て
や
ま
な
い
社
会
と
は
な
ん
だ
ろ
う
―
―
そ
ん

な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
本
書
を
読
ん
で
笑
っ
て
し
ま

っ
た
、
あ
ま
り
に
も
怖
す
ぎ
た
か
ら
。�

（�

き
も
の 

）

�

（
二
七
二
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

12
月
刊
）
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繁
花（
上・下
）

金
宇
澄
著

浦
元
里
花
訳

早
川
書
房

　
「“
愛
す
る
苦
し
み
”

て
ど
う
い
う
こ
と
や
ろ

な
ぁ
」
何
気
な
い
会
話
。

何
気
な
い
日
常
。
私
た

ち
の
生
活
と
地
続
き
の
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

上
海
で
育
っ
た
三
人
の
少
年
、
ア
ァ
バ
オ
・
フ
ゥ

シ
ョ
ー
ン
・
シ
ャ
オ
マ
オ
。
彼
ら
は
特
に
目
立
っ
た

少
年
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
非
凡
な
才
能

が
あ
っ
た
わ
け
で
も
、
異
常
な
何
か
が
あ
っ
た
わ
け

で
も
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、「
普
通
の
」
少
年
だ
っ

た
。
そ
ん
な
彼
ら
も
大
人
に
な
り
、
上
海
を
離
れ
る

こ
と
に
。
こ
の
物
語
は
、
フ
ウ
シ
ョ
ー
ン
が
久
々
に

静
安
寺
市
場
を
訪
れ
る
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
。

　

本
書
に
は
悪
役
も
、
ヒ
ー
ロ
ー
も
、
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
も
登
場
し
な
い
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
普
通

の
」
人
々
だ
ら
け
だ
。
そ
し
て
描
か
れ
る
の
も
瑣
末

な
事
柄
ば
か
り
。
誰
が
誰
と
寝
た
だ
と
か
、
誰
が
何

を
買
っ
た
だ
と
か
、
誰
が
ど
こ
に
い
っ
た
だ
と
か
。

―
―
そ
ん
な
些
細
な
日
常
を
描
く
こ
と
で
、
逆
説
的

に
、
時
代
の
激
動
に
飲
ま
れ
る
上
海
を
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
本
書
は
ミ

ス
テ
リ
ー
で
も
な
け
れ
ば
、
Ｓ
Ｆ
で
も
な
い
。「
な

ん
で
も
な
さ
」
の
中
に
、
登
場
人
物
の
生
き
様
を
覗

い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

余
談
だ
が
、
本
書
で
は
登
場
人
物
が
な
ぜ
か
関
西

弁
で
話
す
。
上
海
の
方
言
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
の

か
。
そ
の
意
欲
的
な
翻
訳
が
面
白
い
。

「
何
言
う
て
ん
ね
ん
、
小
毛
。
生
き
て
く
た
め

に
は
何
か
や
ら
な
ア
カ
ン
し
な
ぁ
」

　

関
西
弁
が
、
な
ぜ
か
温
か
い
。
原
文
を
ど
れ
だ
け

再
現
し
て
い
る
か
は
さ
て
お
き
、
日
本
語
で
読
む
読

者
を
掴
む
の
は
間
違
い
な
い
。�

（�

出
席
点 

）

�

（
五
二
八
頁　

税
込
二
九
七
〇
円　

1
月
刊
）

　

学
説
史
で
も
な
け
れ

ば
主
要
研
究
領
域
の
紹

介
で
も
な
い
。
入
門
書
、

な
い
し
概
説
書
と
し
て

読
み
始
め
た
ら
面
食
ら
う
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
を

通
読
す
れ
ば
、
社
会
学
の
方
法
論
を
抽
象
的
に
（
こ

れ
は
決
し
て
「
曖
昧
に
」
と
同
義
で
は
な
い
）
理
解

で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
関

心
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
「
反
照
戦
略
」
と
定
位
し
、

経
済
学
や
心
理
学
な
ど
隣
接
分
野
の
そ
れ
（「
距
離
化

戦
略
」）
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
特
長
を
示
す

こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
書
は
社
会

学
に
限
ら
な
い
、
広
く
社
会
科
学
の
基
礎
論
・
原
論

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
書
は
社
会
学
徒
の
み
な

ら
ず
、
サ
イ
エ
ン
ス
／
非
サ
イ
エ
ン
ス
的
な
探
求
に

関
心
が
あ
る
読
者
に
あ
ま
ね
く
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

立
論
に
際
し
て
、
著
者
は
「
対
象
と
の
距
離
」
に

着
目
す
る
。
法
則
定
立
的
な
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
を
志

向
す
る
場
合
、
対
象
か
ら
は
距
離
を
と
る
＝
モ
デ
ル

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な「
距
離
化
戦
略
」

に
対
し
て
、
単
純
化
を
退
け
、
多
様
な
要
因
が
交
絡

す
る
事
象
に
接
近
し
、
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
＝
「
対

象
の
側
か
ら
問
い
を
受
け
取
る
」
の
が
「
反
照
戦
略
」

で
あ
る
。
両
者
の
志
向
は
異
な
る
一
方
で
、
必
ず
し

も
排
他
的
で
は
な
い
。「
反
照
戦
略
」
に
は
固
有
の

意
義
が
あ
る
。
本
書
で
の
論
証
は
明
晰
で
、
ま
た
、

「
量
的
な
も
の
の
質
的
決
定
」
の
問
題
な
ど
、
家
族

社
会
学
を
専
門
と
す
る
著
者
だ
か
ら
こ
そ
の
切
り
口

と
洞
察
も
非
常
に
面
白
く
、
啓
か
れ
る
も
の
は
多
い
。

　

で
は
、
た
と
え
ば
、「
距
離
化
戦
略
／
反
照
戦
略
」

は
、「
量
的
／
質
的
」
や
「
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
」
な

ど
、
他
の
類
型
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

そ
う
疑
問
に
思
っ
て
離
れ
な
い
の
な
ら
、
本
書
を
読

む
準
備
は
も
う
整
っ
て
い
る
。�

（�

投
稿
・
侯
爵 

）

�

（
一
六
四
頁　

税
込
一
九
八
〇
円　

11
月
刊
）

社
会
学

―
―�「
非
サ
イ
エ
ン
ス
」的
な�

知
の
居
場
所

筒
井
淳
也
著
　
岩
波
書
店



綴　　　　葉 2022. 4. 11

10

言
語
が
違
え
ば
、�

世
界
も
違
っ
て
見
え
る
わ
け

ガ
イ
・
ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
著

椋
田
直
子
訳
　
早
川
書
房

　

言
語
の
問
題
は
皆
に

と
っ
て
身
近
で
、
い
つ

だ
っ
て
議
論
の
格
好
の

種
に
な
る
。
言
語
が
異

な
る
と
も
の
の
見
え
方
は
変
わ
っ
て
く
る
の
か
？　

あ
る
い
は
国
民
性
が
言
葉
を
作
る
の
か
？　

認
識
が

先
か
言
葉
が
先
か
、
そ
も
そ
も
、
れ
っ
き
と
し
た
違

い
、
あ
る
い
は
同
一
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
う
し
た
疑
問
に
対
す
る
明
瞭
な
答
え
を
、
一
刻

も
早
く
知
ろ
う
と
し
て
い
た
人
は
が
っ
か
り
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
本
書
は
言
語
世
界
の
優
し
い
解
説
書

で
は
な
い
。
こ
れ
は
言
語
学
と
い
う
霧
深
い
海
を
突

き
進
ん
だ
、
学
者
た
ち
の
戦
い
の
記
録
で
あ
る
。

　

前
編
で
語
ら
れ
る
こ
れ
ま
で
の
言
語
学
の
系
譜
を

見
れ
ば
、
著
者
が
本
書
で
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
―
―

思
考
の
基
本
的
諸
相
が
文
化
的
慣
習
に
影
響
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
、
言
語
を
通
じ
て
示
す
こ
と
―
―
が
ど

れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
、
容
易
に
想
像
が
つ

く
。
例
え
ば
一
九
世
紀
に
、古
代
の
書
物
に
は
「
青
」

を
表
す
言
葉
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ

る
が
、
こ
れ
が
色
覚
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
く

文
化
の
発
達
段
階
に
よ
る
も
の
だ
と
証
明
さ
れ
る
ま

当
事
者
は
嘘
を
つ
く小松

原
織
香
著

筑
摩
書
房

　

上
野
千
鶴
子
・
中
西

正
司
『
当
事
者
主
権
』

の
出
版
か
ら
約
二
〇
年
、

当
事
者
と
い
う
言
葉
は

様
々
な
論
文
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
程
度

受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
当
事
者

で
あ
る
と
公
表
し
た
上
で
、
研
究
者
と
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
に
は
強
烈
で
多
層
的
な
困
難
が
あ
る
。
本

書
は
性
被
害
の
当
事
者
と
し
て
の
／
哲
学
研
究
者
と

し
て
の
著
者
の
闘
い
を
丸
ご
と
描
く
。

　
「
一
九
歳
の
と
き
に
レ
イ
プ
さ
れ
た
」。
こ
の
時
、

著
者
は
「
当
事
者
」
と
な
っ
た
。
被
害
体
験
を
自
ら

語
り
つ
つ
、
著
者
は
「
当
事
者
は
嘘
を
つ
い
て
い
る

の
で
は
」
と
い
う
問
い
を
否
定
で
き
な
い
。
研
究
者

と
し
て
の
著
者
は
明
晰
に
そ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
る

の
だ
。
し
か
し
当
事
者
と
し
て
の
著
者
は
、
都
合
の

悪
い
記
憶
は
削
除
し
て
い
た
り
捏
造
し
て
い
た
り
す

る
と
不
安
が
る
。
著
者
の
「『
私
』」
は
、
当
事
者
と

し
て
の
「
私
」
も
、研
究
者
と
し
て
の
「
私
」
も
含
む
。

　

性
暴
力
と
向
き
合
う
「
大
学
生
」、
性
被
害
の
記

憶
に
苦
し
め
ら
れ
る
「
当
事
者
」
と
し
て
／
研
究
者

を
目
指
す
「
大
学
院
生
」、
支
援
者
や
研
究
者
と
闘

う
「
当
事
者
」
と
し
て
／
水
俣
病
の
「
非
当
事
者
」

で
あ
る
「
研
究
者
」
と
し
て
―
―
提
示
さ
れ
る
著
者

の
「
私
」
は
常
に
別
の
「
私
」
と
相
反
し
、
定
型
的

と
も
言
え
る
当
事
者
と
し
て
の
自
ら
の
語
り
を
提
示

し
た
と
思
え
ば
、
そ
れ
を
研
究
者
と
し
て
否
定
し
た

り
も
す
る
。
相
容
れ
な
い
「
私
」
た
ち
と
向
き
合
い

続
け
た
果
て
に
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
「
赦
し
」

を
軸
と
す
る
著
者
の
博
士
論
文
は
完
成
す
る
。

　

当
事
者
性
は
劇
薬
で
あ
る
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と

危
険
性
の
間
で
も
が
き
苦
し
み
な
が
ら
、
研
究
者
は

書
き
続
け
る
し
か
な
い
。
著
者
は
そ
こ
で
闘
い
続
け

る
人
々
へ
鮮
烈
な
エ
ー
ル
を
送
る
。�

（�

石
透 

）

�

（
二
〇
四
頁　

税
込
一
九
八
〇
円　

1
月
刊
）

で
に
は
多
く
時
間
を
要
し
た
。
哲
学
、
人
類
学
、
生

物
学
や
脳
科
学
、
様
々
な
分
野
で
の
発
展
が
あ
る
度

に
、
言
語
学
の
常
識
は
こ
ろ
り
と
覆
さ
れ
る
。
時
代

に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
挑
み
続
け
る
学
者
達
の
様
子

が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

後
編
で
つ
い
に
「
言
語
が
違
え
ば
、
世
界
も
違
っ

て
見
え
る
わ
け
」
が
紐
解
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

内
容
は
実
際
に
読
ん
で
確
か
め
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、

答
え
を
得
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
よ
り
多
く
の
謎
が
生
ま

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
頭
を
悩
ま
せ
て
ほ
し
い
。
新

た
な
闇
が
見
え
る
の
も
、
先
人
た
ち
の
「
努
力
の
踏

み
台
」
の
お
か
げ
な
の
だ
か
ら
。�

（�

茫
漠 

）

�

（
四
五
六
頁　

税
込
一
二
九
八
円　

4
月
刊
）



綴　　　　葉No.406

11

中
世
イ
タ
リ
ア
の�

都
市
と
商
人

清
水
廣
一
郎
著

講
談
社
学
術
文
庫

　

あ
る
南
イ
タ
リ
ア
の

青
年
は
、
名
家
の
娘
と

結
婚
す
る
た
め
に
金
持

ち
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分
よ
り
も
弱
い
人
間
を
次
々

と
襲
い
、
大
金
を
稼
い
だ
。
し
か
し
、
そ
の
後
サ
ラ

セ
ン
人
に
仲
間
も
財
産
も
奪
わ
れ
云
々
…
…
。

　

海
が
舞
台
の
冒
険
譚
か
。
一
四
世
紀
に
書
か
れ
た

こ
の
物
語
を
読
む
と
き
、
そ
こ
に
「
歴
史
」
を
み
る

人
は
ほ
ぼ
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
話
の
よ
う
に
、

中
世
イ
タ
リ
ア
で
の
商
業
活
動
と
海
賊
行
為
の
境
界

は
曖
昧
だ
っ
た
。
中
世
イ
タ
リ
ア
社
会
史
研
究
の
草

分
け
で
あ
る
著
者
が
、
中
世
地
中
海
世
界
を
理
解
す

る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
の
、
な
か
な
か
触
れ
ら
れ

な
い
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
論

考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
西
洋
史
の
基
礎

知
識
が
あ
る
人
に
お
す
す
め
し
た
い
。

　

前
半
三
章
で
は
、
海
上
交
易
の
様
相
を
明
ら
か
に

す
る
べ
く
、
商
品
に
つ
い
て
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

輸
送
手
段
で
あ
る
船
の
形
体
変
化
に
も
綿
密
な
分
析

を
加
え
る
。
続
く
三
章
で
は
、「
市
民
」
と
は
い
か

な
る
人
々
な
の
か
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
疑
問

か
ら
出
発
し
、
都
市
と
農
村
の
不
可
分
で
相
互
依
存

的
な
関
係
、
さ
ら
に
史
料
と
し
て
使
わ
れ
る
証
文
の

書
き
手
、
公
証
人
の
実
態
に
迫
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
検
証
に
向
き
合
う
際
、

「
か
け
が
え
の
な
い
細
部
を
慈
し
ん
で
い
る
よ
う
な
」

著
者
の
態
度
で
あ
る
。
壮
大
な
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
に
は
、
交
易
手
段
そ
の
も
の
や
史
料
そ
れ
自

体
の
制
作
過
程
を
も
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
細
部
を
い
か
に
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
繋
げ
意

味
づ
け
ら
れ
る
か
」。
勉
学
、
研
究
、
そ
の
他
何
に

お
い
て
も
、
物
事
に
向
き
合
う
際
に
倣
い
た
い
態
度

で
あ
る
。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
一
七
六
頁　

税
込
九
二
四
円　

10
月
刊
）

　

動
く
も
の
、
あ
る
い

は
動
き
そ
の
も
の
を
描

く
に
は
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
。
美
術
に
せ
よ

文
学
に
せ
よ
、
お
お
よ
そ
藝
術
に
ま
つ
わ
る
永
遠
の

課
題
で
あ
る
。
制
作
と
は
記
録
で
あ
り
、
記
録
と
は

制
止
で
あ
る
か
ら
、
躍
動
と
は
相
容
れ
な
い
の
だ
。

　

し
か
る
に
デ
ッ
サ
ン
は
、
意
味
に
満
ち
た
構
図
で

細
部
ま
で
緻
密
に
描
き
こ
ま
れ
た
絵
画
よ
り
も
、
と

る
に
足
ら
な
い
情
景
を
軽
や
か
な
筆
致
で
素
描
し
て

こ
そ
現
実
の
一
瞬
を
抽
出
し
う
る
と
い
う
、
逆
説
的

な
写
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
デ
ッ
サ
ン
は
下
絵
で
は

な
い
。
鉛
筆
の
粗
い
線
は
、
動
き
を
捉
え
よ
う
と
す

る
意
志
の
軌
跡
な
の
だ
。

　

本
書
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
敬
愛
す
る
ド
ガ
の
デ
ッ
サ

ン
を
手
が
か
り
に
綴
っ
た
随
想
の
集
成
で
あ
る
。
こ

の
訳
書
で
も
ド
ガ
に
よ
る
デ
ッ
サ
ン
の
か
た
わ
ら
に

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
長
ら
く
稀
覯
本
と
な
っ
て
い
た
ド
ガ
の
デ
ッ
サ
ン

群
を
手
軽
に
通
覧
で
き
、
さ
ら
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文

章
と
容
易
に
対
照
で
き
る
、
贅
沢
な
文
庫
版
だ
。

　

と
い
っ
て
、
理
路
整
然
と
し
た
美
術
批
評
を
期
待

し
て
本
書
を
め
く
る
と
、
肩
す
か
し
を
喰
ら
う
だ
ろ

う
。
興
味
深
い
の
は
む
し
ろ
、
ふ
た
り
の
共
通
の
友

人
た
ち
も
含
め
た
断
片
的
な
証
言
の
数
々
に
よ
っ
て

描
き
出
さ
れ
る
ド
ガ
像
、
い
わ
ば
ド
ガ
に
つ
い
て
の

素
描
だ
。
他
な
ら
ぬ
本
書
の
文
体
こ
そ
デ
ッ
サ
ン
的

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
も
ど
か
し
く
も
心
地
よ
い
全
体

性
を
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
て
ゆ
る
や
か
に
書
き
連
ね
ら
れ
た
ド
ガ
と

の
交
友
の
う
ち
に
、
ふ
と
箴
言
め
い
た
藝
術
論
が
現

わ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
だ
、

ま
る
で
水
中
を
変
幻
自
在
の
輪
郭
だ
け
が
漂
う
ク
ラ

ゲ
の
よ
う
に
。�

（�

投
稿
・
鶏
頭 

）

�

（
三
一
八
頁　

税
込
一
四
八
五
円　

11
月
刊
）

ド
ガ
　
ダ
ン
ス
　
デ
ッ
サ
ン

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
著

塚
本
昌
則
訳

岩
波
文
庫
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極
限
の
思
想�

ハ
イ
デ
ガ
ー

世
界
内
存
在
を
生
き
る高

井
ゆ
と
里
著

講
談
社
選
書
メ
チ
エ

　
『
存
在
と
時
間
』
は

難
解
な
本
と
し
て
知
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
難

解
さ
ゆ
え
に
、
入
門
書

も
数
多
く
出
回
っ
て
い
る
。
本
書
も
そ
の
う
ち
の
一

つ
だ
。
で
は
、
入
門
書
が
氾
濫
し
て
い
る
そ
う
し
た

状
態
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
本
書
を
読
む
意
味
は
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
端
的

に
こ
う
答
え
た
い
―
―
「
あ
る
」
と
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
本
書
が
、『
存
在
と
時

間
』
の
新
し
い
読
み
方
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
読
み
方
と
は
つ
ま
り
、「『
存
在
と
時
間
』

を
一
貫
し
て
「
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
「
私
」
の
生
を

生
き
て
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」
と
い
う
問

い
に
導
か
れ
た
著
作
と
し
て
解
釈
す
る
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。「
存
在
」
で
も
「
時
間
」
で
も
な
く
、

私
た
ち
の
「
生
」
に
つ
い
て
の
分
析
と
し
て
、
こ
の

哲
学
書
を
読
み
解
く
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
存
在

論
の
書
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
見
方
を

掘
り
崩
す
こ
と
。
こ
こ
に
本
書
の
狙
い
が
あ
る
。
こ

れ
は
か
な
り
斬
新
な
狙
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
斬
新
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
書
は
面
白
い
。

永
遠
の
平
和
の
た
め
に

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
著

丘
沢
静
也
訳

講
談
社
学
術
文
庫

　

こ
の
書
評
執
筆
時
点

で
、
未
だ
混
迷
を
極
め

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
。

一
度
は
哲
学
を
志
し
た

者
と
し
て
自
分
に
今
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
本
を
手

に
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。

先
般
新
訳
が
刊
行
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
古
典
的
名
著
、

『
永
遠
の
平
和
の
た
め
に
』
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

今
か
ら
遡
る
こ
と
二
二
〇
年
余
り
、
当
時
七
一
歳

の
こ
の
大
哲
学
者
は
、「
バ
ー
ゼ
ル
平
和
条
約
」
に

対
す
る
不
満
か
ら
、
政
治
家
へ
向
け
た
渾
身
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
小
冊
子
に
綴
っ
た
。
本
書
は
こ
の
「
永
遠

の
平
和
」
実
現
の
た
め
の
、
計
九
つ
の
具
体
的
な
提

案
と
そ
の
補
足
か
ら
な
る
。
彼
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
読
み
解
く
と
き
、
そ
こ
に
隔
世
の
感
は
な
い
。
い

や
む
し
ろ
（
皮
肉
な
こ
と
に
、
と
言
う
べ
き
か
）
そ

れ
は
、
今
こ
そ
読
み
直
さ
れ
る
べ
き
警
世
の
言
葉
に

溢
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
「
ど
の
よ
う
な
国
も
、
他

国
の
体
制
や
統
治
に
暴
力
で
干
渉
す
る
べ
き
で
は
な

い
」
と
い
う
言
葉
ひ
と
つ
と
っ
て
も
ど
う
だ
ろ
う
）。

　

あ
ま
り
に
自
明
と
思
わ
れ
た
世
界
の
秩
序
も
、
今

や
当
の
「
暴
力
」
が
大
き
く
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
う
無
力
感
に
、
語
る

こ
と
を
や
め
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
い
か
に
し

て
、
こ
の
「
敵
対
行
為
」
を
退
け
ら
れ
る
か
。
彼
の

提
出
し
た
課
題
は
、
二
一
世
紀
の
今
を
も
っ
て
な
お
、

こ
の
世
界
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
カ
ン
ト
が
存
命
だ
っ
た
な
ら
、
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
現
在
進
行
中
の
「
暴
力
」
に
、
一
体
何
を

思
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
が
本
書
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
「
永

遠
の
平
和
」
実
現
は
道
半
ば
、
為
政
者
た
ち
の
蛮
行

に
、
ま
た
し
て
も
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
私
に
は
歴
史
を

繰
り
返
す
人
類
の
、
進
歩
の
な
さ
を
嗤
う
彼
の
姿
が

目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
な
ら
な
い
。�

（�

投
稿
・
東
風 

）

�

（
一
二
八
頁　

税
込
七
四
八
円　

1
月
刊
）

　

本
書
の
白
眉
は
「
実
存
の
問
い
」
と
「
実
存
ギ
ャ

ッ
プ
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
あ
る
。
世
間
で
意
味
あ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
生
き
方
は
、
果
た
し
て
私
に
と

っ
て
も
意
味
あ
る
も
の
な
の
か
。「
こ
れ
が
自
分
の
人

生
で
あ
っ
た
、
と
確
か
に
言
え
る
よ
う
な
人
生
と
は

何
か
」。
世
間
の
人
び
と
と
私
の
あ
い
だ
に
横
た
わ

る
実
存
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
に
気
づ
き
、
私
が
こ
う
し

た
実
存
の
問
い
に
染
め
抜
か
れ
る
と
き
、
本
来
的
な

在
り
か
た
へ
と
至
る
道
は
拓
か
れ
る
―
―
。
著
者
は

こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
生
と
結
び
つ
け
な
が
ら
解
釈
し
て
い
く
。
こ
の

解
釈
は
評
者
に
は
と
て
も
魅
力
的
に
映
る
。�

（�

ぱ
や 

）

�

（
二
五
〇
頁　

税
込
二
三
一
〇
円　

2
月
刊
）
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「
ぴ
え
ん
」と
い
う
病

佐
々
木
チ
ワ
ワ
著

扶
桑
社
新
書

古
代
中
国
の
24
時
間

秦
漢
時
代
の
衣
食
住
か
ら
性
愛
ま
で

柿
沼
陽
平
著
　
中
公
新
書

い
つ
も
の
言
葉
を
哲
学
す
る

古
田
徹
也
著

朝
日
新
書

　

小
説
で
も
漫
画
で
も
い
い
の
だ
が
、
舞
台
と
な
る

国
や
時
代
が
今
の
日
本
と
異
な
る
時
、
そ
こ
に
生
き

る
人
々
の
暮
ら
し
を
ど
う
想
像
し
た
ら
い
い
か
と
悩

む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
評
者
の
場
合
、

『
源
氏
物
語
』
の
貴
族
の
生
活
と
い
う
も
の
が
い
ま

い
ち
わ
か
ら
ず
、
学
校
の
古
典
資
料
集
な
ど
を
見
て

も
モ
ヤ
っ
と
し
た
も
の
だ
。
祭
り
の
観
覧
に
牛
車
を

止
め
る
場
所
争
い
を
し
た
と
言
わ
れ
て
も
、
当
時
の

大
通
り
っ
て
そ
ん
な
に
狭
か
っ
た
の
？　

み
た
い
な

感
じ
で
。

　

さ
て
、
本
書
の
対
象
は
古
代
中
国
だ
が
、
当
時
の

人
々
の
日
常
が
史
料
を
も
と
に
し
て
細
か
く
再
現
さ

れ
て
い
る
。
鶏
の
鳴
く
頃
に
起
き
、
仕
事
は
早
朝
か

ら
行
う
。
夕
方
に
は
宴
会
を
始
め
、
帰
宅
後
早
く
眠

り
に
つ
く
。
電
気
が
な
い
の
で
明
る
い
う
ち
に
仕
事
、

夜
は
休
み
の
時
間
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
へ
ん
は
現
代

と
は
か
な
り
異
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
似
て
い
る
部
分

も
あ
る
。
外
出
前
に
入
念
に
メ
イ
ク
を
す
る
女
性
た

ち
。
ブ
レ
ス
ケ
ア
の
習
慣
。
顔
採
用
を
す
る
役
所
に

は
驚
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

古
代
中
国
に
タ
イ
ム
ワ
ー
プ
し
た
か
の
よ
う
な
語

り
口
も
面
白
く
引
き
込
ま
れ
る
一
冊
だ
。�
（�
ね
こ 

）
�

（
三
二
四
頁　

税
込
一
〇
五
六
円　

11
月
刊
）

　

表
題
に
あ
る
通
り
、
本
書
に
は
己
を
傷
つ
け
苦
し

む
こ
と
で
救
い
を
求
め
る
一
見
病
的
な
若
者
の
〈
ぴ

え
ん
〉
な
日
常
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の

様
態
は
決
し
て
不
良
な
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

新
宿
歌
舞
伎
町
で
六
年
も
の
歳
月
を
過
ご
し
た
著

者
。
彼
女
は
当
地
の
若
者
達
が
ま
と
う
文
化
を
、
緻

密
な
記
述
に
よ
っ
て
読
者
に
示
す
。
量
産
系
や
地
雷

系
と
い
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
相
違
点
や
、
年
齢
制

限
に
関
わ
る
ホ
ス
ト
ク
ラ
ブ
と
バ
ー
の
使
い
分
け
な

ど
、
各
章
の
内
容
は
、
実
地
で
の
傾
聴
と
観
察
な
し

で
は
分
か
り
得
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

分
析
と
並
行
し
て
、
少
年
少
女
の
生
き
死
に
、
性

や
金
を
巡
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

そ
れ
ら
に
好
奇
の
目
を
向
け
さ
せ
る
気
は
な
い
。
歌

舞
伎
町
の
若
人
は
、
既
に
外
見
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
至
る

ま
で
自
他
の
視
線
に
晒
さ
れ
切
っ
て
お
り
、
著
者
で

あ
る
佐
々
木
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
推
さ
れ
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
極
端
に
渇
望
し
て
い
る
。
読
者
は

こ
こ
に
示
さ
れ
た
一
種
の
青
春
群
像
を
ま
ず
受
け
と

め
、
同
じ
社
会
の
一
員
と
し
て
関
心
を
持
た
ね
ば
な

る
ま
い
。
都
会
に
吹
く
夜
風
の
如
く
、
優
し
く
醒
め

た
筆
致
か
ら
、
そ
ん
な
思
念
を
感
じ
た
。�

（�

と
よ 

）

�

（
一
九
二
頁　

税
込
九
〇
二
円　

12
月
刊
）

　

ス
ピ
ー
ド
感
、
ま
ん
延
、
社
会
人
…
…
。
日
常
に

溢
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
。
な
ぜ
［
～
感
］
と
ぼ
や
か

す
の
か
？　
［
蔓
延
］
で
は
な
く
［
ま
ん
延
］
と
表
記

す
べ
き
か
？　
［
社
会
に
出
る
］
っ
て
ど
こ
の
社
会
？

　

現
代
社
会
で
は
、相
手
の
言
葉
へ
「
当
意
即
妙
に
」

応
答
で
き
る
こ
と
が
称
え
ら
れ
る
。
そ
の
せ
い
で
、

自
分
が
使
う
言
葉
を
吟
味
し
、
責
任
を
も
っ
て
用
い

る
姿
勢
は
蔑
ろ
に
さ
れ
が
ち
だ
。
軽
薄
な
紋
切
型
の

謝
罪
会
見
が
そ
の
な
れ
の
果
て
だ
と
著
者
は
言
う
。

　

言
葉
と
は
、
常
に
変
容
す
る
「
生
け
る
文
化
遺

産
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
言
葉
に
は
、
そ
の
地
の

文
化
や
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
使
用
者
本
人
の
過
去
や

思
想
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
言
わ
れ
る
。

あ
る
体
験
に
よ
っ
て
、［
豆
富
］
で
は
な
く
［
豆
腐
］

と
い
う
表
記
に
著
者
が
愛
着
を
も
ち
始
め
た
よ
う
に
。

だ
か
ら
、
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
文
化
も

歴
史
も
、
そ
し
て
自
分
自
身
も
大
切
に
す
る
こ
と
だ
。

　

た
だ
問
題
を
提
起
す
る
だ
け
が
本
書
の
目
的
で
は

な
い
。
批
評
と
は
何
か
、
ど
ん
な
手
順
を
踏
め
ば
い

い
の
か
、
一
歩
一
歩
教
え
て
く
れ
る
。
批
評
と
非
難

は
違
う
の
だ
か
ら
。
さ
あ
、
言
葉
を
材
料
に
、
批
評

す
る
力
を
身
に
着
け
よ
う
。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
二
八
九
頁　

税
込
九
三
五
円　

3
月
刊
）

新書コーナー
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私の本棚

都
市
と
食
事
か
ら
、緩
い
つ
な
が
り
の
可
能
性
を
考
え
る

　

最
近
孤
独
を
感
じ
た
の
は
ど
ん
な
と
き
だ
ろ
う
か
。
一
人
、
し
い
ん
と
し
た

部
屋
で
ご
飯
を
食
べ
た
と
き
？　

街
に
た
く
さ
ん
人
が
い
る
の
に
、
自
分
の
友

達
は
誰
も
い
な
い
と
思
っ
た
と
き
？　

新
し
い
生
活
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
人

は
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
だ
と
感
じ
る
こ
と
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
と
き
あ
な
た
は
本
当
に
「
ひ
と
り
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
人
で
過
ご
す

こ
と
は
「
孤
独
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
紹
介
す
る
二
冊
の
本
を
読
む
と
、
こ

れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
、
つ
な
が
り
の
あ
り
方
に
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。

　
都
市
―
―
目
に
見
え
な
い
連
帯

　
『�

ひ
と
り
空
間
の
都
市
論 

』（
ち
く
ま
新
書
）
で
南
後
由
和
は
、
都
市
に
は
至

る
所
に
、
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
た
「
ひ
と
り
空
間
」
が
存
在
し
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
個
室
と
は
限
ら
ず
、
例
え
ば
店
員
と
ほ
と
ん
ど

話
さ
ず
に
注
文
が
で
き
る
よ
う
な
飲
食
店
の
な
ど
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
都

市
は
人
口
密
度
が
高
い
が
、
お
金
さ
え
払
え
ば
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
都
市
風
景
は
、
家
庭
や
地
域
よ
り
も
国
家
や
会
社
へ

の
従
属
を
優
先
す
る
人
々
の
態
度
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
側
面
が
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、「
ひ
と
り
空
間
」
の
利
用
者
は
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
だ
。
そ
こ
で
人
々
は
「
静
か
に
振
る
舞
う
、
視
線
を

合
わ
せ
な
い
な
ど
の
規
範
を
共
有
し
、『
直
接
的
な
社
交
性
な
き
小
集
団
』
を

形
作
る
こ
と
で
ゆ
る
や
か
な
連
帯
意
識
を
醸
成
し
て
い
る
」。
一
人
黙
々
と
食

事
を
す
る
ラ
ー
メ
ン
屋
も
、
ほ
と
ん
ど
店
員
と
会
話
を
せ
ず
に
利
用
で
き
る
一

人
カ
ラ
オ
ケ
店
も
、
薄
い
カ
ー
テ
ン
で
仕
切
ら
れ
た
カ
プ
セ
ル
ホ
テ
ル
も
、
そ

の
場
所
に
あ
る
暗
黙
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
で
、
同
じ
空
間
を
共
有
し
て
い
る
。

　

空
間
に
は
、
そ
の
場
所
特
有
の
、
目
に
見
え
な
い
人
と
の
距
離
感
が
存
在
し

て
い
る
。
人
と
の
つ
な
が
り
と
は
、
必
ず
し
も
知
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
よ

う
な
こ
と
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
空
間
を
移
動
す
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人
と
の

境
界
を
自
在
に
狭
め
た
り
広
げ
た
り
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。

　
食
事
―
―
自
由
で
刹
那
的
な
連
帯

　
『�

縁
食
論
　
孤
食
と
共
食
の
あ
い
だ 

』（
ミ
シ
マ
社
）
で
藤
原
辰
史
が
提
案
す

る
「
縁
食
」
と
は
、
誰
か
の
気
配
を
感
じ
た
り
、
ま
た
時
に
は
周
囲
の
空
間
と

対
話
し
た
り
し
な
が
ら
、
食
事
を
通
し
て
他
者
と
刹
那
的
に
つ
な
が
る
連
帯
の

在
り
方
だ
。
そ
の
名
前
は
、
著
者
が
小
さ
い
頃
親
し
ん
だ
「
縁
側
」
―
―
外
部

と
の
境
界
の
強
さ
が
、
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
変
化
す
る
場
所
―
―
に
由
来
す
る
。

　

日
本
政
府
が
注
目
し
て
い
る
「
共
食
」
に
著
者
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
本
来
、

労
働
環
境
や
福
利
厚
生
の
改
善
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
幸
福
」
を
、
家

族
愛
に
よ
っ
て
解
決
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
う
、
食
事
風
景

に
は
人
と
の
繋
が
り
方
が
敏
感
に
映
し
出
さ
れ
る
。
近
代
日
本
に
広
ま
っ
た
ち

ゃ
ぶ
台
は
、
前
近
代
の
家
族
単
位
に
こ
だ
わ
ら
な
い
お
膳
の
食
事
と
は
対
照
的

な
、
内
に
閉
じ
て
い
て
つ
な
が
り
が
強
固
な
家
族
像
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

し
か
し
本
来
、
と
も
に
住
む
こ
と
や
人
と
つ
な
が
る
こ
と
は
、
も
っ
と
自
由

で
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
生
活
の
ほ
と
ん
ど
は
家
の
閉
じ
た
場

所
で
行
わ
れ
る
中
、
食
は
外
に
公
開
さ
れ
、
家
族
を
越
え
た
人
と
の
「
縁
」
を

育
ん
で
き
た
。
身
分
も
年
齢
も
異
な
る
人
々
が
気
兼
ね
な
く
集
え
る
、
居
心
地

の
良
い
場
所
を
作
る
力
が
食
事
に
は
あ
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

　

ひ
と
り
で
い
る
こ
と
も
、
人
と
つ
な
が
る
こ
と
も
、
想
像
以
上
に
何
気
な
く

自
由
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
孤
独
も
連
帯
も
そ
こ
ら
中
に
転
が
っ
て
い

て
、
そ
れ
を
行
き
来
し
な
が
ら
生
活
す
る
な
か
で
、
居
心
地
の
良
い
、
緩
や
か

な
人
と
の
関
係
性
は
、
だ
ん
だ
ん
と
形
成
さ
れ
て
い
く
。�

（�

茫
漠 

）
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私の本棚

暴
力
は
何
を
築
い
て
き
た
の
か

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
る
。
原
子
力
発
電
所
へ

の
攻
撃
、
核
の
脅
威
、
世
界
大
戦
へ
の
警
戒
。
平
和
な
日
常
は
息
を
ひ
そ
め
、

暴
力
が
む
き
出
し
の
脅
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
今
回
は
そ
ん
な
情
勢
の
中
、
国

家
の
暴
力
を
捉
え
る
う
え
で
三
つ
の
本
を
紹
介
し
よ
う
。

　
権
力
と
暴
力
、
そ
し
て
自
由

　

か
つ
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
を
暴
力
装
置
と
呼
ん
だ
。
警
察
や

軍
隊
は
暴
力
を
持
ち
そ
れ
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
本
質
を
暴
力
に
見

る
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
『�

暴
力
に
つ
い
て 

』（
み
す
ず
書
房
）

に
お
い
て
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
集
団
で
行
為
す
る
場
に
働
く
権
力
に
洞
察
を

深
め
て
い
く
。
そ
し
て
権
力
と
暴
力
が
類
似
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
、
暴
力
の
対
概
念
と
し
て
の
権
力
を
明
示
す
る
。

　
「
権
力
の
い
か
な
る
減
退
も
暴
力
へ
の
公
然
の
誘
い
で
あ
る
」。
銃
口
は
命
令

を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
権
力
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
僭
主
が
暴
力
を
通
じ
て
統
治
を
お
こ
な
う
時
、
権
力
の
減
退
を
示

す
こ
と
と
な
る
。
で
は
暴
力
は
権
力
を
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
紹
介
し
た
い
の
が
小
倉
充
夫
著
『�

自
由
の
た
め
の
暴
力 
』（
東
京
出

版
）
だ
。
ア
フ
リ
カ
研
究
を
す
る
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
革
命
・
植
民
地
支

配
か
ら
の
独
立
・
民
主
主
義
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
暴
力
が
役
割
を
果
た
し
て

き
た
か
を
分
析
し
て
い
く
。

　
「
急
激
な
変
革
は
必
ず
抵
抗
を
招
く
。
暴
力

的
改
革
は
政
治
的
不
安
定
を
起
こ
す
た
め
改
革

は
常
に
漸
進
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
政

治
の
場
で
は
こ
ん
な
セ
リ
フ
が
繰
り
返
さ
れ
フ

ラ
ン
ス
革
命
が
そ
の
槍
玉
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
確
か
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
の
暴
走
を
招
い
た
が
人
権
宣
言
や
民
主
制
の
土
台
を
築
い
た
。
ハ
イ
チ
の
独

立
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
闘
争
、
エ
チ
オ
ピ
ア
革
命
。
確
か
に
反
発
を
招
き
そ
の
後

の
混
乱
も
あ
っ
た
。
し
か
し
暴
力
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
や
、
そ
の
成
果

を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
抑
圧
さ
れ
る
側
の
暴
力
、

そ
し
て
勝
ち
取
っ
て
き
た
自
由
の
歴
史
的
事
例
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述

は
暴
力
を
一
概
に
否
定
し
、
独
立
に
血
を
流
さ
な
か
っ
た
日
本
社
会
に
と
っ
て

自
身
を
見
つ
め
る
一
冊
と
な
る
は
ず
だ
。

　
暴
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

　

権
力
の
対
立
概
念
と
し
て
の
暴
力
、
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
発
揮
さ
れ
る

暴
力
。
安
定
し
た
秩
序
に
お
い
て
も
、
暴
力
は
常
に
消
え
去
ら
な
い
。
で
は
暴

力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

最
後
に
紹
介
し
た
い
の
は
ダ
グ
ラ
ス
・
ノ
ー
ス
他
著
『�

暴
力
と
社
会
秩
序 

』

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
だ
。
本
書
で
は
暴
力
を
通
じ
て
国
家
を
二
つ
に
分
け
る
。
自

然
国
家
と
ア
ク
セ
ス
開
放
型
国
家
。
生
ま
れ
や
地
域
に
縛
ら
れ
一
部
の
エ
リ
ー

ト
が
支
配
層
に
な
る
自
然
国
家
で
は
、
暴
力
は
潜
在
化
さ
れ
る
。
平
和
状
態
の

方
が
戦
争
状
態
よ
り
も
利
益
が
あ
る
な
ら
暴
力
は
出
現
し
な
い
。
一
方
で
、

人
々
が
生
ま
れ
や
地
域
か
ら
解
放
さ
れ
社
会
を
選
べ
る
ア
ク
セ
ス
開
放
型
国
家

で
は
、
暴
力
は
制
度
化
さ
れ
る
。
誰
の
利
益
に
か
か
わ
ら
ず
暴
力
は
制
限
さ
れ

て
い
く
。
ノ
ー
ス
は
現
代
を
分
析
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
自
然
国
家
の
暴
力
シ

ス
テ
ム
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
ア
ク

セ
ス
開
放
型
国
家
に
移
行
す
る
か
、
そ
の
条
件
を
記
述
し
て
い
く
。

　

日
常
の
裏
に
暴
力
は
潜
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
世
情
の
中
で
改
め
て
暴
力
と

は
何
か
考
え
て
み
て
は
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
に
是
非
。�

（�

き
も
の 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
書
評
は
も
ち
ろ
ん
、
巻
末
の
ク
イ
ズ
も
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。
雑
学
を
一
つ
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ

て
面
白
い
で
す
！�

（�

法
科
大
学
院
・
大
三
元 

）

―
―
最
終
ペ
ー
ジ
ま
で
楽
し
ん
で
下
さ
り
嬉
し
い
限

り
で
す
。
各
号
の
ク
イ
ズ
担
当
者
が
狙
う
の
は
「
ネ

ッ
ト
で
調
べ
れ
ば
ギ
リ
ギ
リ
分
か
る
事
柄
」
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
ち
ょ
っ
と
し
た
新
し
い
知
識
を
届
け
ら

れ
れ
ば
…
…
！　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
齋
藤
飛
鳥
し
か
勝
た
ん

�

（�

工
学
研
究
科
・
窮
鼠
猫
を
嚙
む 

）

―
―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
二
月
号

で
は
特
集
「
こ
う
い
う
本
も
あ
り
だ
よ
ね
」
に
て
、

浜
辺
美
波
の
写
真
集
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
男
女
問

わ
ず
ア
イ
ド
ル
本
を
書
評
す
る
の
も
面
白
そ
う
で
す
。

○
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
寒
波
を
警
戒
し
て
お
正
月
は
帰

省
し
な
か
っ
た
の
で
読
書
三
昧
の
冬
休
み
で
し
た
。

自
分
の
好
き
な
本
を
読
む
の
は
楽
し
い
の
で
す
が
、

ま
と
ま
っ
た
休
み
に
は
普
段
読
ま
な
い
ジ
ャ
ン
ル
に

挑
戦
で
き
る
の
で
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
多

様
な
ご
紹
介
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

�

（�

防
災
研
・
シ
ャ
コ
サ
ボ
テ
ン 

）

―
―
不
自
由
な
情
勢
を
活
か
す
方
か
ら
の
お
便
り
で

す
。
ご
愛
顧
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
春
に
な
っ

て
か
ら
の
『�

綴
葉 

』
に
も
乞
う
ご
期
待
！�

（�

と
よ 

）

　ずっと、言葉を探して生きてきた。この一
瞬の感情を切り取る言葉、自分を支える言葉、
大切な人へ思いを伝える言葉――。ずっと、
言葉を探して生きてきた。そんな人生だった。
　大学院に入ってから、数えきれない出会い
があった。人、物、場所。そして本。そんな
中でも、私は一人ひとりとの出会いに感謝し
たい。新しいスタートの朝、議論を戦わせた
昼、酒を交えた夜。思えばいつも私には言葉
があった。今こそ言おう。ありがとう。
　明け方のまだ寒い時間、鴨川を走る。白い
息を吐く。朝日が差す。今日が産声を上げる。
――さあ、新しい物語を始めよう。（�出席点 ）
　私は 3年間、自他の体験世界を自他が共に
了解できるような表現を目指し、ある人間た
ちを映像や言葉で描き続けた。体験そのもの
をありのまま表象することはできない。そん
な当たり前のことを呟き続けながら、作品は
完成した。作品は作家の世界のほんの一部を
切り出し、差し出してくれるだけだと痛感す
る。『�綴葉 』編集委員は作品を読み、書評を
書く。長くても 1200 字程度の書評の中には、
本の紹介だけでなく、批評まで含まれている。
「なんと軽率で暴力的な営みか！」。自分の 3
年間分の書評を私が責める。責める私、責め
られる自分、どうかそのままで。� （�石透 ）

編集後記 当てよう！図書カード
　新入生の皆さん知っていますか。「京都市
キャンパス文化パートナーズ制度」を使うと、
京都の文化施設で優待を受けられるんです。
ではここで問題、この制度を使って 100 円で
入場できる施設は次のうちどれでしょうか？
　1．京都府立植物園
　2．大西清右衛門美術館
　3．岩倉具視幽棲旧宅
　4．お辨當箱博物館
� （�きもの ）
《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。
下記QRコードのリンク先（https://forms.gle/�
evEccphotDZiZURY7）から応募することも�
可能です。正解者の中から 5名の
方に図書カードを進呈いたします。
応募締め切りは 5月 15 日です。

《12 月号の解答》 12 月号の問題の正解は、�
3．のバークリーでした。同号の企画で取り
上げられた大森荘蔵と同じく、理系文系の区
分に囚われない破格の哲学者だったようです。
　図書カードの当選者は、しおんさん、みつ
さん、ねこねこ 555 さん、はかいさん、との
さんさんの 5名です。皆さんご当選おめでと
うございます！� （�とよ ）


