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話題の本棚

哲
学
と
文
学
の
二
刀
流

　

人
間
は
自
由
な
主
体
で
あ
り
え
る
の
か
。
自
由
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
い

か
に
し
て
か
―
―
こ
の
問
題
に
、
哲
学
と
文
学
の
二
刀
流
で
取
り
組
む
の
が
、

当
書
『
人
間
の
自
由
と
物
語
の
哲
学
』
で
あ
る
。

　

著
者
の
山
口
尚
に
馴
染
み
の
あ
る
方
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
山
口
は
全
学

共
通
科
目
「
論
理
学
Ⅰ
・
Ⅱ
」
を
教
え
て
い
る
（
評
者
も
一
回
生
の
頃
に
世
話

に
な
っ
た
）。
あ
る
い
は
「
ジ
ョ
ジ
ョ
論
文
」
で
知
っ
て
い
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。

山
口
の
二
〇
一
二
年
の
論
文
「
宿
命
論
と
人
生
の
意
味
」
は
、
漫
画
『
ジ
ョ
ジ

ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』
を
手
が
か
り
に
人
生
の
意
味
を
考
察
す
る
エ
キ
サ
イ
テ
ィ

ン
グ
な
一
本
だ
。
当
論
文
は
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｉ
の
二
〇
一
九
年
の
Ｄ
Ｌ
件
数
ラ

ン
キ
ン
グ
に
て
堂
々
の
一
位
を
獲
得
し
て
い
る
（
同
年
Ｄ
Ｌ
数
は
五
万
回
超
）。

　

山
口
の
議
論
の
手
つ
き

0

0

0

を
理
解
す
る
た
め
、
当
論
文
の
内
容
を
簡
単
に
見
て

お
こ
う
。〈
生
じ
る
こ
と
は
す
べ
て
必
然
的
に
生
じ
る
〉
と
い
う
宿
命
論
を
前

提
と
す
れ
ば
、
人
生
の
意
味
は
脅
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
予
め
す
べ
て
が
決
定

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
人
生
は
無
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ギ
リ
ギ
リ
の

状
況
下
で
な
お
、
人
生
に
意
味
は
あ
る
と
希
望
を
抱
く
視
点
は
あ
り
え
、
ま
さ

に
こ
の
視
点
に
私
た
ち
を
誘
う
の
が
『
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』
で
あ
る
。

　

極
力
抽
象
化
し
て
言
え
ば
、
あ
る
概
念
が
危
機
に
瀕
す
る
限
界
ま
で
接
近
し

た
後
、
そ
れ
で
も
や
は
り

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
概
念
を
擁
護
す
る
―
―
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な

語
り
方
が
山
口
の
特
徴
的
な
手
つ
き

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
書
で
も
健
在
だ
。

　

第
一
部
で
は
、
自
由
や
主
体
の
概
念
が
哲
学
的
・
原
理
的
に
探
究
さ
れ
る
。

ま
ず
山
口
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
〈
人
間
は
物
質
か
ら
成
る
〉
と
い
う
考
え
に

脅
か
さ
れ
る
事
態
を
見
据
え
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
人
間
が
、
ま
た
は
人
間

を
動
か
す
脳
が
原
子
の
集
ま
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
切
は
無
主
体
的
な
出
来
事

で
あ
っ
て
、
自
由
な
主
体
が
行
為
を
行
う
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
事
態

だ
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
不
自
由
さ
を
主
張
す
る
立
場
に
対
し
て
、
山
口
は
切

り
返
す
。
そ
う
言
う
あ
な
た
は
主
張
す
る
0

0

と
い
う
行
為
を
し
て
い
る
、
す
な
わ

ち
自
ら
を
自
由
な
行
為
主
体
だ
と
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
。

　

第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
示
唆
さ
れ
た
〈
自
由
や
主
体
と
い
っ
た
概
念
は
い

か
に
し
て
可
能
な
の
か
、
主
体
性
の
原
理
と
は
何
か
〉
と
い
う
問
題
が
解
釈
的

―
歴
史
的
に
探
究
さ
れ
る
。
山
口
は
、
坪
内
逍
遥
か
ら
夏
目
漱
石
の
『
門
』
に

至
る
明
治
文
学
史
に
分
け
入
っ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
『
門
』
の
解
釈
を
通
し

て
こ
う
結
論
づ
け
る
。
自
由
な
主
体
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
主
体
で
あ
る
、
と
。

こ
の
主
体
は
、「
な
ん
で
も
あ
り
」
の
自
暴
自
棄
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
ニ
ヤ

ニ
ヤ
と
現
実
を
嗤
う
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
い
か
な
る
原
理
を
避

け
つ
つ
も
、
実
験
的
か
つ
慎
重
に
解
決
を
探
す
の
が
、
自
由
な
主
体
で
あ
る
。

こ
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
当
書
で
提
示
さ
れ
る
意
味
で
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
な
る
。

　

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
主
体
と
い
う
あ
り
方
を
彫
琢
す
る
以
上
の
過
程
で
、
山
口

は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
や
作
品
を
参
照
す
る
。
山
口
自
身
、
こ
う
し
た
議
論
の
進

め
方
を
「
行
っ
た
り
来
た
り
」
や
「
往
還
」
と
形
容
す
る
。
そ
の
た
め
（
論
述

は
明
確
で
あ
る
が
）
当
書
は
長
い
道
の
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

同
時
に
、
踏
破
す
る
価
値
の
あ
る
道
の
り
で
あ
る
。�

（�

投
稿
・
伊
藤
迅
亮 

）

�

（
四
四
八
頁　

税
込
三
〇
八
〇
円　

8
月
刊
）

人
間
の
自
由
と
物
語
の

哲
学

私
た
ち
は
何
者
か山

口
尚
著

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー



3

話題の本棚

「
で
も
他
者
の
問
題
は
今
で
も
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
」

　

ロ
ー
ル
ズ
に
、
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
、「
他
者
」
は
存
在
し
て
い
る
の
か

─
─
蛮
勇
を
承
知
で
、
た
と
え
ば
著
者
の
問
い
を
こ
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

し
て
み
れ
ば
、
原
著
初
版
か
ら
一
七
年
経
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
瑣
末
な
、

む
し
ろ
そ
の
先
駆
性
に
驚
嘆
す
べ
き
事
実
に
相
違
な
い
。
本
書
が
掲
げ
る
「
思

想
史
と
規
範
理
論
の
架
橋
」
は
今
な
お
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

思
想
史
の
立
場
か
ら
「
多
様
な
政
治
的
規
範
理
論
の
依
拠
し
て
い
る
歴
史
的
文

脈
を
解
明
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
本
書
は
、
著
者
が
自
ら
認
め
る
通
り
、
一
風

変
わ
っ
た
概
説
書
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
分
野
で
も
、
キ
ム
リ
ッ
カ
『
現
代
政

治
理
論
』（
日
本
経
済
評
論
社
）
で
は
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
諸
潮
流
を
広
範
に
検

討
す
る
構
成
、
川
崎
・
杉
田
編
『
現
代
政
治
理
論
』（
有
斐
閣
）
で
は
テ
ー
マ

別
の
構
成
を
採
用
し
、
他
方
、
福
田
『
政
治
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
や

藤
原
『
西
洋
政
治
理
論
史
』（
早
稲
田
大
学
出
版
会
）、
宇
野
『
西
洋
政
治
思
想

史
』（
有
斐
閣
）
な
ど
で
は
い
ず
れ
も
時
代
順
を
主
と
し
た
構
成
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
立
脚
し
て
い
る
思
想
史
的
潮
流
を
検
討
し
理
論
を
評

価
す
る
と
い
う
本
書
の
試
み
は
未
だ
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。

◆

　

著
者
は
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
始
め
る
。
個
人
の
合
理
的
選
択
が
国
家
を
設
立
さ
せ

る
と
し
た
そ
の
議
論
に
は
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
：「
契
約
に
よ
っ
て
エ
ゴ
イ
ス
ト

た
ち
の
間
に
共
同
性
を
創
出
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
契
約
を
締
結
す
る

た
め
に
は
既
に
一
定
程
度
の
共
同
性
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
そ
の
源
流
た
る
ホ
ッ
ブ
ズ
に
見
出
さ
れ
た
問
い
、
す
な
わ

ち
「『
他
者
』
と
の
共
同
性
を
い
か
に
基
礎
付
け
る
か
」
が
規
範
理
論
の
根
本

問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
書
は
4
つ
の
潮
流
（
市
民
的
、

共
和
主
義
的
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
）
を
論
じ
る
。
詳

細
を
紹
介
す
る
に
は
紙
幅
も
技
量
も
不
足
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
一
点
だ

け
記
し
て
お
き
た
い
。
本
書
で
「
他
者
」
の
問
題
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
始
め

る
の
は
、
評
者
の
見
た
と
こ
ろ
ア
ー
レ
ン
ト
を
検
討
す
る
第
7
章
で
あ
る
。
以

降
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
規
範
理
論
と
、
ロ
ー
ル
ズ
に

連
な
る
合
理
的
選
択
論
的
な
潮
流
に
相
対
す
る
思
想
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
こ

で
し
ば
し
ば
重
要
と
な
る
の
が
「
言
語
」
で
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。
い
わ
ゆ

る
言
語
論
的
転
回
は
二
度
に
わ
た
り
解
説
さ
れ
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
も
「
言

語
の
暴
力
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
政
治
思
想
の
概
説
書
と
し
て
、
言
語
が

重
点
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
類
書
に
な
い
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

◆

　

著
者
は
あ
と
が
き
で
、「
結
果
と
し
て
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い
」
と
述
懐

す
る
が
、
幅
広
い
分
野
を
渉
猟
し
、
本
文
か
ら
注
の
そ
れ
ぞ
れ
ま
で
（
一
番
長

い
ハ
イ
エ
ク
批
判
の
注
は
4
頁
に
わ
た
る
）
多
く
の
論
点
を
提
示
し
て
い
る
点

に
鑑
み
る
と
、
や
は
り
本
書
が
再
び
世
に
出
る
こ
と
を
言
祝
が
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
当
初
は
再
版
に
難
色
を
示
し
た
著
者
の
琴
線
に
触
れ
た
編
集
の
北
城
氏

の
言
葉
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
書
が
再
読
さ
れ
る
べ
き
理
由
で
も
あ
る
：

「
で
も
他
者
の
問
題
は
今
で
も
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
」。�

（�

侯
爵 

）

�

（
三
四
六
頁　

税
込
一
六
二
八
円　

6
月
刊
）

政
治
思
想
史
と
理
論
の

あ
い
だ

「
他
者
」
を
め
ぐ
る
対
話

小
野
紀
明
著

岩
波
現
代
文
庫
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テ
ー
ブ
ル
に
腰
か
け
た
男
た
ち
。
そ
の
一
人
を
指

さ
す
キ
リ
ス
ト
。
彼
と
共
に
射
し
込
む
一
条
の
光
。

一
六
世
紀
の
油
絵
《
聖
マ
タ
イ
の
召
命
》
で
あ
る
。

こ
の
画
を
見
た
者
は
直
ち
に
圧
倒
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

明
暗
の
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
生
む
緊
迫
感
に
。

光
と
影
に
よ
っ
て
絵
画
は
何
を
語
る
の
か
。

　
光
と
闇
―
―
対
立
と
調
和
―
―

　
『
闇
の
美
術
史
』（
岩

波
書
店
）
は
古
代
壁
画

か
ら
戦
後
日
本
の
絵
画

に
至
る
ま
で
の
美
術
に

お
け
る
闇
と
光
の
相
克
を
辿
っ
た
一
冊
で
あ
る
。
光

と
闇
が
象
徴
す
る
も
の
、
そ
れ
は
時
代
や
作
者
に
よ

っ
て
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い

て
光
は
信
仰
を
、
闇
は
不
信
仰
を
表
し
た
。
宗
教
画

に
描
か
れ
た
陰
影
は
、
神
た
る
光
と
無
知
蒙
昧
た
る

人
間
の
闇
を
対
立
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
、

光
と
闇
の
対
立
を
ひ
と
際
象
徴
的
に
描
い
た
の
は
ゴ

ヤ
だ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
に
よ
る
民
衆
虐
殺
を
描

い
た
《
一
八
〇
八
年
五
月
三
日
》。
中
央
に
置
か
れ

た
灯
り
が
照
ら
す
の
は
犠
牲
者
と
な
る
市
民
。
と
り

わ
け
白
く
輝
く
男
の
手
に
は
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
聖

痕
が
。
一
方
、
彼
ら
を
銃
殺
す
る
兵
士
た
ち
に
は
陰

が
か
か
る
。
ゴ
ヤ
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
理
性
の
光

に
対
置
さ
れ
る
「
人
間
の
救
い
よ
う
の
な
い
心
の

闇
」
で
あ
ろ
う
。

　

陰
影
が
生
む
の
は
対
立
だ
け
で
は
な
い
。
ベ
ラ
ス

ケ
ス
や
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
が
描
く
室
内
風
俗
画
で
は
影

の
部
分
に
も
淡
く
光
が
届
き
、
そ
の
絶
妙
な
加
減
に

よ
っ
て
「
現
実
が
現
実
の
ま
ま
で
結
晶
」
し
た
よ
う

な
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
彼
ら
の

描
く
素
朴
な
一
コ
マ
に
我
々
が
心
動
か
さ
れ
る
理
由

は
卓
越
し
た
写
実
的
明
暗
表
現
に
あ
る
ら
し
い
。

　
水
源
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ

　

と
こ
ろ
で
、
絵
画
に
お
け
る
光
と
影
を
知
る
上
で

外
せ
な
い
画
家
が
い
る
―
―
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
だ
。

『
も
っ
と
知
り
た
い
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
』（
東
京
美

術
）
は
豊
富
な
カ
ラ
ー

図
版
に
詳
細
な
解
説
が

付
さ
れ
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ

ジ
ョ
入
門
書
で
あ
る
。

彼
の
革
新
性
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
一

つ
に
彼
以
前
の
宗
教
画
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ド

ラ
マ
性
と
迫
真
性
を
明
暗
に
よ
っ
て
表
現
し
た
こ
と

が
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
活
躍
し
た
彼
は
、
画
家
と
な

っ
た
当
初
は
写
実
の
範
囲
で
の
み
陰
影
を
つ
け
て
い

た
。
し
か
し
、
冒
頭
に
挙
げ
た
《
聖
マ
タ
イ
の
召

命
》
以
降
の
作
品
で
は
、
写
実
の
域
を
超
え
た
鋭
い

光
照
ら
す
所
に
影
あ
り

絵
画

〈特集〉〈特集〉　

画
家
は
、
絵
画
に
よ
っ
て
物
語
を
綴

　

画
家
は
、
絵
画
に
よ
っ
て
物
語
を
綴

る
。
あ
る
い
は
命
を
削
り
、
血
潮
を
流

る
。
あ
る
い
は
命
を
削
り
、
血
潮
を
流

し
、
人
生
を
表
わ
す
。

し
、
人
生
を
表
わ
す
。

　

光
も
闇
も
、
色
彩
も
、
命
を
か
け
た

　

光
も
闇
も
、
色
彩
も
、
命
を
か
け
た

諍
い
も
そ
の
中
で
輝
く
生
命
も
、
絵
画

諍
い
も
そ
の
中
で
輝
く
生
命
も
、
絵
画

は
全
て
を
内
包
す
る
。

は
全
て
を
内
包
す
る
。

　

画
家
は
描
き
切
っ
た
。
そ
の
者
が
生

　

画
家
は
描
き
切
っ
た
。
そ
の
者
が
生

き
た
痕
跡
を
、
世
界
を
。

き
た
痕
跡
を
、
世
界
を
。

　

で
は
そ
の
絵
画
を
見
る
者
は
？

　

で
は
そ
の
絵
画
を
見
る
者
は
？

　

深
遠
を
の
ぞ
く
時
、
深
遠
も
ま
た
こ

　

深
遠
を
の
ぞ
く
時
、
深
遠
も
ま
た
こ

ち
ら
を
の
ぞ
い
て
い
る
の
だ
。

ち
ら
を
の
ぞ
い
て
い
る
の
だ
。

　

世
界
の
向
こ
う
側
を
見
に
行
こ
う
。

　

世
界
の
向
こ
う
側
を
見
に
行
こ
う
。

（（
黄
丹
黄
丹
））
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無
数
の
青
に
溶
け
る

明
暗
が
作
品
を
支
配
し
て
い
く
。
教
会
の
窓
か
ら
差

し
込
む
自
然
光
の
角
度
を
計
算
し
て
、
光
の
線
を
描

き
込
ん
だ
《
聖
パ
ウ
ロ
の
改
宗
》
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
構
図
か
ら
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
緻
密
な
陰
影
に
演

出
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
の
陰
影
は
単
な
る
技
法
と
し
て
あ
る
の
で
は
な

い
。
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
は
注
文
記
録
よ
り
も
犯
罪
記

録
に
名
を
残
す
ほ
ど
の
放
蕩
者
で
あ
っ
た
。
終
い
に

は
殺
人
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
て
し
ま
う
。
逃
亡
を

強
い
ら
れ
る
中
で
描
い
た
画
で
は
闇
が
濃
さ
を
増
し
、

筆
触
は
荒
く
な
っ
た
。
人
生
の
紆
余
曲
折
が
凡
人
で

は
到
達
し
え
な
い
極
み
に
彼
を
追
い
や
っ
た
。
成
功

と
い
う
光
、
罪
と
い
う
闇
を
纏
う
人
生
。
決
し
て
解

け
合
う
こ
と
の
な
い
両
者
。
画
の
中
の
光
と
影
が
伝

え
る
の
は
画
家
の
人
生
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
光
と
影
の
魔
法

　
「
光
と
影
は
人
生
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も

の
で
あ
る
。
人
生
の
美
し
さ
、
自
然
の
美
し
さ
、
神

秘
さ
、
あ
た
た
か
さ
、
優
し
さ
を
、
一
瞬
の
止
ま
っ
た

時
間
の
中
で
、
一
枚
の
影
絵
の
中
で
、
静
か
に
深
く

描
き
出
し
て
ゆ
け
れ
ば
と
思
う
」。
影
絵
作
家
、
藤
代

誠
治
の
言
葉
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
生
ま
れ
の
藤
城
は
、

幻
想
的
な
世
界
観
を
特
徴
と
す
る
作
家
だ
。
ゆ
え
に
、

藤
城
の
創
る
影
に
あ
る
の
は
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
よ

う
な
"
暗
さ
"
で
は
な
い
。
そ
こ
に
宿
る
の
は
、
生

と
い
う
光
を
引
き
立
て
る
影
で
あ
る
。
戦
争
と
い
う

激
動
を
生
き
抜
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
の
作
品
に
は
生

命
の
美
し
さ
を
讃
え
る
も
の
が
多
く
あ
る
。『
藤
城
清

治
　
光
と
影
の
世
界
』（
平
凡
社
）
に
収
録
さ
れ
た
影

絵
壁
画
、《
生
命
讃
歌
》。
海
、
山
、
動
物
、
小
人
、

太
陽
…
…
。
全
て
が
調
和

=
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て

い
る
か
の
よ
う
に
描
き
こ

ま
れ
た
楽
器
た
ち
。
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
を
為
す
絶
妙
な
陰
影
と
鮮
や
か
な
色
彩

が
織
り
な
す
生
命
の
ほ
と
ば
し
り
。
光
と
影
は
対
立

や
調
和
を
越
え
た
壮
大
な
世
界
を
表
す
に
至
っ
た
。

　

時
に
は
目
に
見
え
る
限
り
精
確
に
、
時
に
は
己
の

内
面
を
映
し
、
時
に
は
目
に
見
え
ぬ
美
し
い
世
界
を

夢
想
し
な
が
ら
、
画
家
は
光
と
影
を
描
い
て
き
た
。

だ
が
、
そ
の
光
と
影
を
描
く
の
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
が
あ
る
―
―
色
彩
で
あ
る
。
（
は
ら
ん
）

世
界
』（
パ
イ　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
を
開
け

ば
、
彼
の
紡
ぐ
静
謐

な
物
語
に
、
拡
大
図

を
通
し
深
く
入
り
込

む
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は
窓

辺
に
一
人
佇
む
女
性

を
よ
く
描
い
た
。
当
時
外
の
世
界
に
出
る
こ
と
の
少

な
か
っ
た
女
性
に
と
っ
て
、
窓
は
室
内
と
世
界
を
つ

な
ぐ
接
点
で
あ
り
、
窓
の
外
の
街
、
さ
ら
に
は
海
を

隔
て
た
遠
い
世
界
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
柔
ら
か
な
光
の
中
手
紙
を
読
む

「
青
衣
の
女
」。
そ
の
手
紙
は
彼
女
の
頭
上
の
地
図
が

記
す
海
の
彼
方
か
ら
届
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
女
の
身
は
、
そ
し
て
き
っ
と
心
も
、
優
し
く
純
粋

　

光
と
影
。
絵
画
の
世
界
を
永
続
的
な
ド
ラ
マ
の
中

に
閉
じ
込
め
る
の
に
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
は
絵
画
を
構
成
す
る
別
の
要
素
「
色
彩
」、

中
で
も
「
青
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
空
、
水
、
宇

宙
、
生
命
の
始
原
に
繋
が
る
よ
う
な
こ
の
色
は
、
数

あ
る
色
の
中
で
も
特
に
深
い
物
語
を
感
じ
さ
せ
る
。

特
に
印
象
的
な
「
青
」
を
描
い
た
三
人
の
画
家
に
迫

っ
て
い
こ
う
。

　
物
語
に
吸
い
込
ま
れ
る
青

　

ま
ず
は
、「
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
・
ブ
ル
ー
」
と
、
彼

が
よ
く
用
い
た
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
ブ
ル
ー
に
そ
の
名

が
付
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
。
フ
ェ
ル

メ
ー
ル
は
「
光
の
魔
術
師
」
の
異
名
を
持
ち
、
光
と

影
の
織
り
な
す
世
界
は
永
遠
に
続
く
映
画
の
一
シ
ー

ン
を
切
り
取
っ
た
か
の
よ
う
。『
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の



綴　　　　葉 2022. 11. 10

6

星
に
、
当
時
の
ゴ
ッ
ホ
の
夢
に
溢
れ
た
日
々
を
思
う
。

耳
切
事
件
の
療
養
の
た
め
移
っ
た
サ
ン
・
レ
ミ
。
精

神
病
の
発
作
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
筆
触
と
色
彩
の
自

由
を
手
に
し
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
い
え
る
「
う
ね

り
」
を
生
み
出
し
た
。「
星
月
夜
」、
線
が
ひ
し
め
き

う
ね
る
夜
空
に
、
星
月
が
波
紋
の
よ
う
に
光
を
広
げ

る
。
群
青
や
緑
や
黄
色
混
じ
り
の
混
沌
と
し
た
青
を
、

水
流
渦
巻
く
よ
う
な
空
を
ゴ
ッ
ホ
は
ど
ん
な
思
い
で

描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
感

情
の
渦
に
飲
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
く
青

　

ゴ
ッ
ホ
は
浮
世
絵
を
愛
し
た
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

マ
ッ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
も
同
様
だ
。
彼
は

和
装
の
女
性
を
多
く
描
き
『�

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー 

』（
西

村
書
店
）
の
表
紙
の
女
性
も
団
扇
を
持
っ
て
い
る
。

人
物
画
も
魅
力
的
な

彼
だ
が
、
こ
こ
で
は

風
景
画
を
見
て
い
き

た
い
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ

ー
は
水
辺
を
愛
し
た

画
家
だ
っ
た
。
そ
の
風
景
画
は
多
く
が
青
に
染
め
ら

れ
て
い
る
。
緑
が
強
か
っ
た
り
、
茶
色
が
混
じ
っ
て

い
た
り
、
そ
の
青
も
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
ど
れ
も
が
霞

が
か
っ
た
、
し
か
し
透
明
な
空
気
に
満
ち
て
い
る
印

象
だ
。「
ノ
ク
タ
ー
ン
：
青
と
金
色
」
は
、
黄
昏
時

の
テ
ム
ズ
川
を
描
い
た
作
品
。
湾
曲
し
た
橋
と
背
後

に
上
が
る
花
火
、
遠
く
の
工
場
群
、
そ
し
て
艀
を
漕

ぐ
一
人
の
男
の
シ
ル
エ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
る
。
確
か

に
現
実
に
存
在
す
る
場
所
な
の
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

の
よ
う
な
。
静
か
で
、
金
色
に
き
ら
め
く
花
火
の
音

も
な
い
よ
う
な
。
艀
が
行
き
、
工
場
の
光
が
揺
ら
め

く
中
で
も
、
世
界
は
凪
い
で
い
る
よ
う
な
。
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
る
と
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
遠
く
に
、

自
ら
の
心
音
し
か
き
こ
え
な
い
奥
深
く
澄
み
切
っ
た

場
所
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
。

　

一
重
に
青
と
い
っ
て
も
、
そ
の
色
は
、
そ
こ
に
秘

め
ら
れ
た
思
い
は
無
限
で
あ
る
。
登
場
人
物
そ
し
て

画
家
の
息
吹
は
そ
の
青
を
以
て
永
遠
に
留
ま
り
続
け

る
。
さ
て
、
次
は
ゴ
ッ
ホ
と
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
愛
し

た
日
本
画
を
見
に
行
こ
う
。�

（�

黄
丹 

）

あ
の
戦
争
を
経
由
し
て

何
だ
ろ
う
か
。
私
は
東
山
魁
夷
の
「
白
馬
の
森
」

（『�

東
山
魁
夷
　
青
の
風
景 

』）
が
浮
か
ん
で
く
る
。

青
い
森
、
白
い
馬
。
長
く
風
景
画
を
描
い
て
き
た
東

　

陰
影
と
色
彩
、
絵
画
の
中
で
描
か
れ
る
青
さ
は
時

に
悲
哀
と
鎮
静
を
与
え
、
観
る
者
を
静
か
に
慰
め
る
。

で
は
青
さ
と
聞
い
て
、
浮
か
ん
で
く
る
日
本
画
と
は

な
青
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　
感
情
の
渦
に
引
き
込
ま
れ
る
青

　

永
遠
を
感
じ
る
物
語
を
描
き
続
け
た
フ
ェ
ル
メ
ー

ル
。
彼
に
影
響
を
受
け
た
人
物
と
し
て
フ
ィ
ン
セ
ン

ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
が
い
る
。
例
え
ば
フ
ェ
ル
メ

ー
ル
は
青
と
黄
の
補
色
を
愛
し
た
が
、
こ
れ
は
ゴ
ッ

ホ
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
る
。『�

ゴ
ッ
ホ

作
品
集 

』（
東
京
美

術
）
の
表
紙
を
飾
る

「
夜
の
カ
フ
ェ
テ
ラ

ス
」
は
そ
の
典
型
。
ゴ
ッ
ホ
は
確
固
と
し
た
目
的
を

持
っ
て
制
作
を
し
た
理
知
的
な
画
家
で
あ
る
。
同
時

に
筆
触
や
色
使
い
は
彼
の
全
て
の
感
情
を
露
わ
に
し

て
い
る
よ
う
。
ゴ
ッ
ホ
は
な
ぜ
絵
を
描
い
た
の
か
、

本
書
を
開
き
、
彼
の
歩
い
た
道
筋
を
辿
る
旅
に
出
よ

う
。
オ
ラ
ン
ダ
時
代
は
暗
い
色
調
で
苦
難
を
懸
命
に

生
き
る
人
々
を
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
。
パ
リ
で
の
様
々
な

出
会
い
と
発
見
に
満
ち
た
生
活
の
中
、
彼
の
パ
レ
ッ

ト
に
明
る
く
鮮
や
か
な
色
彩
が
表
わ
れ
始
め
た
。
桃

色
と
水
色
の
跳
ね
る
よ
う
な
短
い
線
を
重
ね
描
い
た

空
に
、
明
る
い
希
望
が
滲
む
。
画
家
た
ち
の
共
同
生

活
の
場
を
つ
く
る
と
い
う
夢
に
乗
り
出
し
た
ア
ル
ル

時
代
。「
夜
の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
」
が
描
か
れ
た
。
妹

ヴ
ィ
ル
に
宛
て
「
こ
れ
は
た
だ
美
し
い
青
と
紫
と
緑

だ
け
に
よ
る
、
黒
な
し
の
夜
の
絵
だ
」
と
記
し
て
い

る
。
明
る
い
青
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
黄
色
く
輝
く
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山
魁
夷
は
、
風
景
の

中
に
溶
け
込
む
白
い

馬
を
描
い
た
。
緑
葉

の
森
が
映
し
出
さ
れ

る
湖
面
の
中
で
、
駆

け
抜
け
る
白
馬
は
、
人
間
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
静

け
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

そ
ん
な
絵
を
描
い
た
東
山
魁
夷
は
、
順
風
満
帆
な

人
生
を
歩
ん
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
若
く
し

て
評
価
さ
れ
た
が
、
太
平
洋
戦
争
の
中
で
画
業
も
実

家
も
傾
い
て
い
っ
た
。
戦
時
中
に
父
と
母
を
喪
い
、

戦
後
す
ぐ
に
弟
を
喪
っ
た
。
戦
後
国
民
的
画
家
と
称

さ
れ
る
程
有
名
に
な
っ
て
い
く
東
山
魁
夷
の
絵
の
中

に
、
い
つ
も
寂
し
さ
と
静
け
さ
を
感
じ
る
の
は
私
だ

け
だ
ろ
う
か
。「
月
宵
」、
本
書
の
一
番
最
初
の
作
品

は
、
疎
開
先
で
描
い
た
風
景
だ
。「
長
い
間
私
は
自

分
の
最
も
身
近
な
処
に
あ
る
題
材
に
気
付
か
な
か
っ

た
の
で
す
」。
そ
の
画
の
中
に
、
多
く
の
喪
失
と
、

そ
し
て
喪
失
を
通
し
て
し
か
見
え
て
こ
な
い
風
景
が

描
か
れ
て
い
る
。

　
時
代
に
飲
ま
れ
て

　

戦
争
は
人
の
人
生
を
歪
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
作

品
そ
の
も
の
の
運
命
も
変
え
て
し
ま
う
。
戦
争
と
絵

画
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら

『�

無
辜
の
絵
画 

』（
広
島
現

代
美
術
館
編
）
を
開
く
と

い
い
。
亡
く
な
っ
た
命
と

失
わ
れ
た
絵
画
に
思
い
を
馳
せ
て
、
戦
争
の
残
酷
さ

と
あ
の
時
代
の
空
気
を
感
じ
ら
れ
る
は
ず
だ
。

　
「
加
之
敵
ハ
新
ニ
殘
虐
ナ
ル
爆
彈
ヲ
使
用
シ
テ
頻

ニ
無
辜
0

0

ヲ
殺
傷
シ
慘
害
ノ
及
フ
所
眞
ニ
測
ル
ヘ
カ
ラ

サ
ル
ニ
至
ル
」。
玉
音
放
送
に
お
い
て
原
爆
に
触
れ

た
部
分
で
あ
る
。
無
辜
の
殺
生
、
無
辜
と
は
た
ま
た

ま
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
罪
の
な
か
っ
た
者
た
ち
を
さ

す
。
本
書
で
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
靉
光
は
、
広

島
出
身
の
画
家
で
あ
る
。
悪
化
す
る
戦
況
の
中
で
も

絵
を
描
き
続
け
、
召
集
さ
れ
満
州
で
亡
く
な
っ
た
。

　

そ
の
絵
は
重
く
、
暗
く
、
不
気
味
で
あ
る
。
収
録

さ
れ
て
い
る
「
眼
の
あ
る
風
景
」
み
て
い
る
と
、
鑑

賞
者
を
不
安
に
さ
せ
る
よ
う
な
緊
張
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
代
表
す
る
こ
の

作
品
は
靉
光
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
。

　

決
し
て
抵
抗
の
画
家
で
は
な
か
っ
た
。
出
征
が
決

ま
っ
た
時
「
俺
は
家
族
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
く
る

よ
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
統
制
が
強

ま
る
社
会
に
お
い
て
も
多
様
な
解
釈
を
含
む
絵
を
描

き
続
け
た
靉
光
。
そ
の
作
品
の
中
に
あ
の
時
代
の
、

誰
も
が
引
き
受
け
た
重
圧
が
宿
っ
て
い
る
。

　
戦
争
も
世
間
か
ら
も
離
れ
て

　

最
後
に
紹
介
し
た
い
の
は
髙
島
野
十
郎
で
あ
る
。

（『�

髙
島
野
十
郎
　
光
と
闇
、

魂
の
軌
跡 

』）。
魁
夷
や
靉

光
と
同
じ
よ
う
に
彼
も
戦

前
に
生
ま
れ
戦
争
を
経
験

し
た
。
東
京
大
空
襲
の
中
で
家
を
喪
い
、
生
前
は
画

壇
と
付
き
合
う
こ
と
が
な
く
ほ
と
ん
ど
無
名
の
作
家

で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
そ
の
評
価
が
高
ま
っ
て
き

た
。

　

稀
有
な
画
家
だ
っ
た
。
東
京
帝
国
大
学
を
首
席
で

卒
業
し
た
の
に
銀
時
計
を
受
け
取
ら
ず
に
画
家
に
な

っ
た
。
人
と
関
わ
ら
ず
晩
年
は
水
道
も
電
気
も
な
い

小
屋
で
暮
ら
し
て
い
た
。
何
も
な
い
場
所
な
の
に
、

彼
に
と
っ
て
は
天
国
だ
っ
た
。

　

闇
を
書
く
の
が
好
き
な
画
家
だ
っ
た
。
よ
く
月
を

描
き
、
蝋
燭
を
描
い
た
。「
月
で
は
な
く
、
闇
を
描

き
た
か
っ
た
。
闇
を
描
く
た
め
に
月
を
描
い
た
。
月

は
闇
を
覗
く
た
め
の
穴
で
す
。」
無
垢
に
純
粋
に
、

世
界
を
描
写
し
て
い
た
。

　

月
う
か
ぶ
空
の
ま
こ
と
の
む
な
し
く
も

　

わ
が
身
の
程
の
思
ひ
知
ら
る
る

　

絵
の
中
に
魂
が
宿
る
。
物
や
人
や
風
景
を
描
く
こ

と
は
、
そ
の
向
こ
う
側
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
髙
島

野
十
郎
の
作
品
を
見
て
い
る
と
、
時
代
や
世
間
か
ら

離
れ
た
か
ら
こ
そ
見
え
る
光
景
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

画
集
を
も
つ
と
じ
っ
く
り
絵
と
向
き
合
う
こ
と
が

出
来
る
。
本
で
物
足
り
な
い
な
ら
是
非
足
を
運
ん
で

美
術
館
に
行
っ
て
み
よ
う
。
絵
画
が
描
く
世
界
は
、

あ
な
た
の
人
生
に
光
を
灯
し
彩
を
与
え
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。�

（�

き
も
の 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

北
欧
こ
じ
ら
せ
日
記

移
住
決
定
編

週
末
北
欧
部
ｃ
ｈ
ｉ
ｋ
ａ
著

世
界
文
化
社

　

著
者
の
チ
カ
さ
ん
は
、

二
〇
歳
の
時
に
初
め
て

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
訪
れ
、

街
中
に
豊
か
な
自
然
が

あ
る
土
地
柄
と
暖
か
く
ち
ょ
う
ど
良
い
距
離
感
で
生

き
る
人
々
に
一
目
惚
れ
。
会
社
員
を
し
つ
つ
一
二
年

間
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
通
い
一
途
に
愛
を
育
み
、
今
年

の
春
、
つ
い
に
寿
司
職
人
と
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に

移
住
。「
好
き
」
に
導
か
れ
夢
を
叶
え
ら
れ
た
の
だ
。

　

本
著
で
は
そ
ん
な
チ
カ
さ
ん
の
日
々
が
ゆ
る
く
可

愛
ら
し
い
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
と
共
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

一
章
は
チ
カ
さ
ん
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ペ
ン
パ
ル
の

お
話
。
お
互
い
の
国
の
お
菓
子
を
送
り
あ
っ
て
み
よ

う
！　

の
回
な
ど
微
笑
ま
し
い
や
り
取
り
に
ほ
っ
こ

り
。
二
章
で
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
の
ご
友
人
と
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
。
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス

村
で
念
願
の
サ
ン
タ
さ
ん
に
会
う
チ
カ
さ
ん
と
、
車

の
中
で
睡
眠
を
取
る
ご
友
人
。「
一
緒
に
し
な
き
ゃ
」

で
は
な
く
、
旅
の
中
で
も
「
そ
れ
ぞ
れ
で
楽
し
も

う
」
と
い
う
心
地
よ
い
距
離
感
、
自
分
ら
し
く
生
き

羊
皮
紙
の
世
界

薄
皮
が
秘
め
る
分
厚
い
歴
史
と
物
語

八
木
健
治
著

岩
波
書
店

　

二
〇
一
六
年
、
イ
ギ

リ
ス
で
と
あ
る
決
定
が

下
さ
れ
た
―
―
〈
法
律

は
紙
に
印
刷
し
て
保
管

す
る
こ
と
〉
え
、
当
た
り
前
じ
ゃ
あ
な
い
の
？　

否
、

そ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
で
使
わ
れ
て
い
た
の
は
「
羊
皮

紙
」
だ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
何
世
紀
も
の
間
英
国
議
会

は
羊
皮
紙
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
い
や
待
て
、
そ
も

そ
も
羊
皮
紙
っ
て
何
だ
？　

羊
皮
紙
に
関
す
る
素
朴

な
疑
問
か
ら
、
非
西
洋
圏
の
羊
皮
紙
文
化
に
至
る
ま

で
羊
皮
紙
の
こ
と
な
ら
何
で
も
ご
ざ
れ
な
一
冊
。

　

著
者
の
八
木
は
自
宅
の
風
呂
場
で
羊
皮
紙
を
手
作

り
す
る
ほ
ど
の
熱
意
あ
る
羊
皮
紙
研
究
者
。
そ
ん
な

彼
が
、
稀
少
な
羊
皮
紙
職
人
に
密
着
し
な
が
ら
製
造

工
程
を
丁
寧
に
解
説
し
て
く
れ
る
。
羊
皮
紙
づ
く
り

は
食
用
部
以
外
を
有
効
活
用
し
よ
う
と
し
た
結
果
で

あ
る
。
昔
な
が
ら
の
製
法
で
は
、
化
学
薬
品
な
ど
は

使
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
材
料
が
自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
る
。
羊
皮
紙
づ
く
り
か
ら
見
え
る
の
は
、
先

人
た
ち
が
練
り
上
げ
て
き
た
知
恵
と
工
夫
で
あ
り
、

自
然
と
の
共
存
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
造
ら
れ
た
羊
皮
紙
が
、
人
類
の

歴
史
を
支
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

紙
で
は
到
底
残
り
え
な
い
、
遠
い
時
代
の
記
録
に

我
々
が
触
れ
ら
れ
る
の
は
羊
皮
紙
の
お
か
げ
な
の
だ

か
ら
。
羊
皮
紙
を
使
っ
て
書
か
れ
る
写
本
に
は
実
に

様
々
な
工
夫
が
施
さ
れ
る
。
そ
こ
に
施
さ
れ
た
装
飾
、

羊
皮
紙
の
表
面
加
工
の
違
い
、
さ
ら
に
羊
皮
紙
に
関

す
る
宗
教
的
規
則
な
ど
、
羊
皮
紙
を
通
し
て
し
か
知

り
え
な
い
文
化
が
た
っ
た
一
枚
の
紙
に
込
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
。

　

さ
あ
、
羊
皮
紙
に
興
味
を
持
っ
た
あ
な
た
、
こ
の

本
片
手
に
羊
皮
紙
造
り
に
挑
戦
し
よ
う
。
牛
皮
製
の

犬
ガ
ム
で
で
き
て
し
ま
う
か
ら
。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
一
二
二
頁　

税
込
三
一
九
〇
円　

8
月
刊
）

る
あ
り
方
に
、
い
い
な
ぁ
と
思
う
。

　

そ
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
お
寿
司
職
人
に
な
る
た

め
の
準
備
の
お
話
。
会
社
員
と
し
て
働
く
中
、
寿
司

学
校
に
通
い
、
寿
司
屋
で
働
き
、
英
語
の
授
業
を
受

け
る
。
全
力
で
夢
に
邁
進
す
る
チ
カ
さ
ん
と
、
学
校

の
仲
間
、
先
生
、
寿
司
屋
の
大
将
、
会
社
の
同
僚
、

そ
し
て
ご
友
人
た
ち
の
心
の
繋
が
り
に
、
ど
の
国
で

も
人
っ
て
暖
か
い
ん
だ
な
ぁ
と
感
じ
る
。

　
「
失
敗
し
て
も
い
い
。
夢
の
た
め
に
生
き
る
時
間

を
私
も
持
ち
た
い
。」
夢
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
人
、

他
人
と
の
関
係
に
ち
ょ
っ
と
疲
れ
て
し
ま
っ
た
人
に

ぜ
ひ
お
す
す
め
し
た
い
一
冊
で
あ
る
。�

（�

黄
丹 

）

�

（
二
一
五
頁　

税
込
一
五
四
〇
円　

8
月
刊
）
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読
者
に
憐
れ
み
を
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト

が
教
え
る「
書
く
こ
と
に
つ
い
て
」

カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
、ス
ザ
ン
ヌ
・
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
著

金
原
瑞
人
・
石
田
文
子
訳　

フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社

　
「
長
編
小
説
は
死
ん

だ
。
い
ま
ど
き
小
説
な

ど
誰
も
読
ま
な
い
。
ア

メ
リ
カ
は
み
ず
か
ら
の

想
像
力
を
失
っ
た
。」

　

カ
ー
ト
・
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
が
亡
く
な
っ
た
の
は
二

〇
〇
七
年
の
こ
と
。
亡
く
な
っ
て
一
〇
年
以
上
の
歳

月
が
経
つ
の
に
、
未
だ
多
く
の
フ
ァ
ン
の
心
に
根
付

き
、
そ
の
名
前
を
聞
く
こ
と
は
多
い
。
本
書
は
そ
ん

な
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
の
文
芸
創
作
講
座
を
、
教
え
子
の

ス
ザ
ン
ヌ
・
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
が
書
籍
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
、
ド
イ
ツ
軍
捕
虜

と
な
り
英
米
の
ド
レ
ス
デ
ン
爆
撃
を
間
近
に
体
験
し

た
こ
と
。
そ
の
経
験
が
小
説
に
繋
が
る
ま
で
長
い
長

い
年
月
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
。
小
説
で
は
見
え
て
こ

な
か
っ
た
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
の
創
作
秘
話
が
語
ら
れ
る
。

　

読
ん
で
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル

の
優
し
い
視
線
で
あ
る
。
教
え
子
で
あ
り
生
涯
の
友

人
で
あ
っ
た
彼
女
は
、
き
っ
と
懐
か
し
さ
と
温
か
み

を
も
っ
て
こ
の
本
を
制
作
し
た
の
だ
ろ
う
。
編
集
の

中
に
彼
女
が
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
に
と
っ
て
気
の
置
け
な

い
友
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

そ
し
て
冒
頭
の
セ
リ
フ
。
あ
る
日
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト

が
授
業
で
語
っ
た
言
葉
だ
。
学
生
は
困
惑
し
、
小
説

を
書
く
こ
と
は
無
駄
な
の
か
と
質
問
し
た
。
ヴ
ォ
ネ

ガ
ッ
ト
は
背
筋
を
伸
ば
し
煙
草
を
消
し
な
が
ら
答
え

た
。「
小
説
家
と
し
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
…
…
世
界
を
見
る
必
要
が
あ
る
の

と
同
じ
理
由
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
」。
ヴ
ォ
ネ
ガ

ッ
ト
に
と
っ
て
、
芸
術
に
関
わ
る
こ
と
は
「
魂
が
成

長
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
。
例
え
読
者
が
い
な
く
て
も
、

創
作
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
ら
の
魂
の
為
に
。

　

芸
術
で
は
食
え
な
い
、
そ
れ
で
も
書
こ
う
。
そ
の

先
に
な
り
た
い
私
が
い
る
の
だ
か
ら
。�

（�

き
も
の 

）

�

（
六
一
六
頁　

税
込
三
五
二
〇
円　

6
月
刊
）

　
『
地
下
鉄
の
ザ
ジ
』

と
い
う
作
品
を
知
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
？　

女

の
子
ザ
ジ
が
地
下
鉄
ス

ト
ラ
イ
キ
中
の
パ
リ
の
街
を
あ
っ
ち
こ
っ
ち
。
そ
れ

に
み
ん
な
が
巻
き
込
ま
れ
て
右
往
左
往
す
る
話
だ
。

な
か
な
か
シ
ュ
ー
ル
な
映
画
に
も
な
っ
て
い
る
。
原

作
者
レ
ー
モ
ン
・
ク
ノ
ー
は
実
験
的
作
家
集
団
ウ
リ

ポ
の
メ
ン
バ
ー
で
、
他
に
も
同
じ
内
容
の
文
章
を
九

十
九
通
り
に
書
き
分
け
る
『
文
体
練
習
』
と
い
う
作

品
の
作
者
で
も
あ
る
。
そ
の
ク
ノ
ー
に
つ
い
て
の
評

伝
が
本
書
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
副
タ
イ
ト
ル
の
与
太
郎
と
は
何
な
の
か
。

落
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
の
ほ
ほ
ん
と
そ
の
日
そ

の
日
を
暮
ら
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
仕
入
れ
値
で
も

の
を
売
っ
て
し
ま
っ
て
利
益
を
出
す
の
を
忘
れ
る
な

ど
一
般
社
会
か
ら
す
れ
ば
「
愚
か
者
」
と
笑
わ
れ
る

よ
う
な
人
物
だ
。
ク
ノ
ー
の
作
品
に
は
そ
ん
な
、
客

観
的
に
見
れ
ば
愚
か
に
見
え
る
人
々
が
よ
く
出
て
く

る
。
だ
が
、
そ
の
生
き
方
は
「
愚
か
」
な
の
か
？　

と
著
者
は
問
い
か
け
を
投
げ
か
け
て
く
る
。

　
「
愚
か
」
だ
と
断
じ
る
た
め
に
は
「
賢
い
」
と
い

う
評
価
基
準
が
必
要
だ
。
た
と
え
ば
利
益
を
上
げ
る

こ
と
が
賢
く
、
コ
ス
パ
良
く
こ
の
世
を
渡
る
の
が
賢

く
、
マ
ウ
ン
ト
を
取
っ
て
上
に
立
つ
の
が
賢
い
。
今

の
世
の
中
だ
と
、
さ
し
ず
め
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う

か
。

　

与
太
郎
は
そ
ん
な
「
賢
さ
・
愚
か
さ
」
の
基
準
を

解
体
し
て
し
ま
う
。
一
つ
の
出
来
事
が
九
十
九
通
り

に
書
け
る
よ
う
に
、
一
つ
の
人
生
を
測
る
価
値
基
準

は
一
つ
で
は
な
い
。
ク
ノ
ー
の
作
品
か
ら
は
そ
ん
な

こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
愚
か
者
」
ゆ
え
に
笑
い
を
伴
っ
て
現
状
を
風
刺

で
き
る
。
そ
こ
に
面
白
さ
が
あ
る
の
だ
。�

（�

ね
こ 

）

�

（
二
三
〇
頁　

税
込
三
〇
八
〇
円　

5
月
刊
）

レ
ー
モ
ン・
ク
ノ
ー

〈
与
太
郎
〉的
叡
智

塩
塚
秀
一
郎
著

白
水
社
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未
来
を
つ
く
る
言
葉

わ
か
り
あ
え
な
さ
を
つ
な
ぐ
た
め
に

ド
ミ
ニ
ク
・
チ
ェ
ン
著

新
潮
社

　

ジ
ャ
ケ
買
い
。
ま
さ

か
、
Ｃ
Ｄ
や
お
菓
子
箱

以
外
で
そ
の
衝
動
に
駆

ら
れ
る
と
は
。
そ
し
て
、

思
い
が
け
ぬ
示
唆
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
は
…
…
。

そ
ん
な
驚
き
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
本
書
は
二
〇
二
〇

年
に
単
行
本
と
し
て
発
売
さ
れ
、
今
年
の
九
月
に
文

庫
化
さ
れ
た
。
著
者
の
ド
ミ
ニ
ク
・
チ
ェ
ン
氏
は
日

仏
英
の
ト
リ
リ
ン
ガ
ル
で
、
新
進
気
鋭
の
情
報
学
者

か
つ
芸
術
家
だ
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
人
間
、
自
然
存

在
の
関
係
性
を
研
究
し
て
い
る
。

　

娘
の
誕
生
の
瞬
間
に
自
ら
の
死
が
予
祝
さ
れ
た
と

感
じ
た
著
者
が
、
こ
の
感
覚
に
名
前
を
つ
け
よ
う
と

自
身
の
「
は
じ
ま
り
」
と
「
お
わ
り
」
の
パ
タ
ー
ン
、

つ
ま
り
生
の
軌
跡
を
記
す
た
め
に
本
書
は
誕
生
し
た
。

そ
の
感
覚
が
生
じ
た
理
由
や
そ
の
意
味
を
、
言
語
学

や
哲
学
、
情
報
学
な
ど
多
様
な
観
点
か
ら
探
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
は
じ
め
と
し
て
世
界
の
分
断
が
顕
著

化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
娘
の
誕
生
を
契
機
に
自
分

の
死
後
も
娘
と
共
に
在
る
感
覚
を
得
た
著
者
は
諦
め

な
い
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、（
中
略
）
わ

か
り
あ
え
な
さ
を
互
い
に
受
け
止
め
、
そ
れ
で
も
な

魅
惑
の
生
体
物
質
を
め
ぐ
る
光
と
影

ホ
ル
モ
ン
全
史

ラ
ン
デ
ィ
・
ハ
ッ
タ
ー
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
著

坪
井
貴
司
訳　

化
学
同
人

　

ホ
ル
モ
ン
―
―
そ
れ

は
全
身
の
様
々
な
臓
器

や
細
胞
で
製
造
・
分
泌

さ
れ
、
私
た
ち
の
身
体

の
は
た
ら
き
を
調
整
す
る
機
能
を
持
っ
た
化
学
物
質

の
総
称
で
あ
る
。

　

本
書
は
内
分
泌
学
の
歴
史
を
追
い
な
が
ら
、
ホ
ル

モ
ン
に
魅
了
さ
れ
、
時
に
は
翻
弄
さ
れ
る
科
学
者
や

医
師
、
患
者
、
そ
し
て
一
般
大
衆
の
姿
を
描
い
た
科

学
読
本
だ
。
ホ
ル
モ
ン
と
い
う
存
在
が
ど
こ
か
神
秘

的
な
の
は
、
こ
の
ご
く
少
量
の
化
学
物
質
の
中
に
人

生
を
劇
的
に
変
え
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
。
身
長
を
伸
ば
す
こ
と
や
男
ら
し
さ
を
維

持
す
る
こ
と
。
月
経
と
妊
娠
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
。
自
分
の
あ
り
た
い
性
別
で
い
る
こ
と
。
他
人

に
優
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、
食
欲
を
抑
え
た
り

す
る
こ
と
。
私
た
ち
は
ホ
ル
モ
ン
を
制
御
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
身
体
（
心
も
！
）
を
自
由
自
在
に
制
御

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
ホ
ル
モ
ン
の
歴
史
の

「
光
」
は
数
多
く
の
難
病
や
不
快
な
症
状
が
ホ
ル
モ

ン
注
射
や
ホ
ル
モ
ン
剤
に
よ
っ
て
治
療
可
能
に
な
っ

た
こ
と
だ
が
、
ホ
ル
モ
ン
の
歴
史
の
「
影
」
は
、

人
々
の
欲
望
と
商
業
主
義
が
杜
撰
な
治
療
や
薬
害
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

自
分
が
本
書
を
読
ん
で
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、「
し

あ
わ
せ
ホ
ル
モ
ン
」
と
し
て
巷
で
注
目
さ
れ
る
セ
ロ

ト
ニ
ン
だ
（
正
確
に
は
神
経
伝
達
物
質
）。「
甘
え
」

や
「
怠
け
心
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
う

つ
病
は
、
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
で
急
速
に
脳
の
病
気

≒

ホ
ル
モ
ン
の
病
気
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
、

セ
ロ
ト
ニ
ン
再
取
り
込
み
阻
害
薬
（
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
の

販
売
開
始
と
同
時
に
、「
軽
症
う
つ
」
と
診
断
さ
れ

る
患
者
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

ホ
ル
モ
ン
の
歴
史
は
今
も
展
開
中
だ
。�（�

り
っ
ち
〜 

）

�

（
三
四
九
頁　

税
込
二
八
六
〇
円　

8
月
刊
）

お
共
に
在
る
こ
と
を
受
け
容
れ
る
た
め
の
技
法
」
と

し
、
他
者
と
共
に
在
る
感
覚
を
得
る
こ
と
で
分
断
を

乗
り
越
え
る
未
来
を
描
く
。
人
々
が
分
裂
し
た
現
状

に
甘
ん
じ
ず
、
関
係
を
つ
な
ぐ
道
を
模
索
し
て
い
る

人
で
あ
れ
ば
、
著
者
の
言
葉
に
希
望
の
萌
芽
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
は
そ

う
感
じ
、
そ
の
未
来
に
寄
与
し
た
い
と
思
っ
た
。

　

言
葉
の
網
に
掛
か
ら
ず
、
手
元
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

た
内
容
が
私
の
足
元
で
ひ
し
め
い
て
い
る
。
本
書
を

読
み
、
あ
な
た
の
手
で
そ
れ
ら
を
ぜ
ひ
掬
い
上
げ
て

ほ
し
い
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
。�

（�

前
髪 

）

�

（
二
四
六
頁　

税
込
六
〇
五
円　

9
月
刊
）
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こ
の
夜
を
越
え
て

イ
ル
ム
ガ
ル
ト
・
コ
イ
ン
著

田
丸
理
沙
訳　

左
右
社

　

想
像
を
掻
き
立
て
る

訳
題
に
、
お
も
わ
ず
震

え
る
。
そ
し
て
表
紙
に

は
麗
し
き
乙
女
。
夜
の

只
中
に
い
る
か
の
如
く
、
そ
の
表
情
は
読
め
な
い
。

　

早
く
か
ら
こ
の
作
家
を
紹
介
し
て
い
た
訳
者
に
よ

り
、
コ
イ
ン
の
代
表
作
が
遂
に
刊
行
さ
れ
た
。
主
人

公
ザ
ナ
は
一
九
歳
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に

て
、
ナ
チ
ス
の
支
配
が
強
ま
る
大
戦
前
夜
を
生
き
て

い
た
。
総
統
の
パ
レ
ー
ド
、
連
行
さ
れ
る
隣
人
、
そ

し
て
亡
命
。
若
い
女
性
の
視
点
か
ら
歴
史
的
状
況
が

描
か
れ
て
お
り
、
一
九
三
七
年
の
刊
行
当
初
よ
り
反

響
を
呼
ん
だ
と
い
う
の
も
頷
け
る
。
ま
た
登
場
人
物

の
語
り
が
、
ど
れ
も
迫
真
に
迫
っ
て
い
る
。
中
で
も

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
依
ら
ず
発
さ
れ
続
け
る
ザ
ナ
の
モ

ノ
ロ
ー
グ
に
は
、
広
く
深
い
共
感
を
呼
び
起
こ
す
も

の
が
あ
る
。「
わ
た
し
の
頭
が
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
で
、

こ
わ
く
て
、
で
も
何
が
こ
わ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」。

　

実
感
に
重
き
が
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、

と
き
に
読
者
を
困
惑
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
ザ
ナ
は
フ
ァ

シ
ズ
ム
体
制
下
で
喘
ぐ
自
分
た
ち
を
た
だ
見
つ
め
て

い
る
。
無
数
の
皮
肉
を
心
中
で
展
開
し
つ
つ
も
、
殆

ど
実
力
行
使
に
出
な
い
。
し
か
し
そ
の
態
度
こ
そ
、

国
民
の
一
類
型
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
閉
塞
し
た
社

会
に
対
し
コ
イ
ン
が
持
ち
出
す
の
は
、
安
易
な
理
想

郷
や
似
非
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
信
じ
ら
れ
る
も

の
が
極
限
ま
で
切
り
詰
め
ら
れ
た
目
の
前
の
生
活
に

没
入
し
切
る
こ
と
で
、
彼
女
は
ナ
チ
ズ
ム
の
空
虚
さ

に
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
に
は
、
敵
も
味

方
も
欺
き
な
が
ら
時
代
を
生
き
延
び
た
、
コ
イ
ン
自

身
の
人
間
性
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

描
か
れ
た
全
て
が
、
醜
悪
な
現
代
の
写
し
絵
か
と

誤
認
し
て
し
ま
う
。
読
後
に
残
る
そ
の
感
覚
は
、
し

か
し
錯
覚
だ
と
も
言
い
切
れ
ま
い
。�

（�

と
よ 

）

�

（
二
二
四
頁　

税
込
二
七
五
〇
円　

8
月
刊
）

　

ロ
シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン

ド
文
学
を
専
門
と
す
る

碩
学
、
沼
野
充
義
。
彼

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も

言
う
べ
き
畢
生
の
三
部
作
「
徹
夜
の
塊
」
シ
リ
ー
ズ

が
、
本
書
を
も
っ
て
つ
い
に
完
結
し
た
。『
亡
命
文

学
論
』『
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
論
』『
世
界
文
学
論
』
か

ら
成
る
こ
の
三
部
作
を
通
じ
て
、
著
者
は
、
ロ
シ

ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
学
を
中
心
に
、
古
今
東
西
の
文

学
作
品
を
縦
横
無
尽
に
論
じ
て
き
た
。
そ
の
知
識
量

に
は
た
だ
た
だ
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
。
一
体
ど
れ
ほ

ど
「
徹
夜
」
す
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
の
大
著
を
、
し
か

も
三
冊
も
書
け
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。

　

と
も
あ
れ
、「
徹
夜
の
塊
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
巻

に
あ
た
る
本
書
に
は
、
著
者
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
想

像
力
」
を
め
ぐ
っ
て
書
き
溜
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
章

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
想
像
力
と
は

「
い
ま
・
こ
こ
に
生
き
な
が
ら
、
い
ま
・
こ
こ
に
な

い
も
の
を
思
い
描
き
、
そ
れ
を
作
り
出
そ
う
と
し
て

し
ま
う
」
想
像
力
の
こ
と
。
一
九
・
二
〇
世
紀
の
ロ

シ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
こ
の
想
像
力
を
豊
か
に

有
し
た
作
家
が
多
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ボ
グ

ダ
ー
ノ
フ
、
ツ
ィ
オ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
、
ザ
ミ
ャ
ー
チ

ン
、
あ
る
い
は
コ
ワ
コ
フ
ス
キ
―
―
。
彼
ら
は
そ
の

想
像
力
を
駆
使
し
て
、
彼
ら
な
り
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、

あ
る
い
は
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
思
い
描
い
て
き

た
。
著
者
は
、
ロ
シ
ア
革
命
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と

い
っ
た
当
時
の
時
代
背
景
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ

の
想
像
力
が
発
揮
さ
れ
る
現
場
に
分
け
入
っ
て
い
く
。

　

本
書
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
詩

人
、
シ
ン
ボ
ル
ス
カ
の
詩
だ
っ
た
。
こ
ん
な
詩
で
あ

る
。「
平
凡
な
奇
跡
は
／
平
凡
な
奇
跡
が
た
く
さ
ん

起
こ
る
こ
と
〔
…
…
〕
た
だ
見
回
せ
ば
そ
こ
に
あ
る

奇
跡
は
／
世
界
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
こ
と
」。（�

ぱ
や 

）

�

（
四
九
〇
頁　

税
込
五
二
八
〇
円　

6
月
刊
）

ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
論

徹
夜
の
塊
２

増
補
改
訂
版

沼
野
充
義
著　

作
品
社
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憲
法
の
土
壌
を
培
養
す
る

蟻
川
恒
正・木
庭
顕・樋
口
陽
一
編
著

日
本
評
論
社

　
「
某
宗
教
団
体
と
政

治
の
関
係
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
信

教
の
自
由
や
請
願
権
は
、

日
本
国
憲
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ど
う
考
え
れ

ば
良
い
か
、
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
貴
方
、「
今
の

政
治
は
何
か
お
か
し
い
が
、
ど
う
考
え
て
良
い
か
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
貴
方
に
薦
め
の
一
冊
で
あ
る
。

本
書
は
、
木
庭
ロ
ー
マ
法
学
、
樋
口
憲
法
学
に
つ
い

て
の
好
個
の
入
門
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
憲
法
、
政

治
を
多
角
的
に
、
そ
し
て
根
源
的
に
捉
え
直
し
、
実

際
の
政
治
に
対
し
て
批
判
的
視
座
を
持
つ
こ
と
を
可

能
に
す
る
最
良
の
書
で
あ
る
。

　

本
書
の
鼎
談
で
は
、
ま
ず
、「
政
治
」
と
は
何
か
、

が
議
論
さ
れ
、「
一
個
の
全
体
社
会
の
頂
点
の
意
思

決
定
を
、
自
由
で
独
立
の
主
体
相
互
間
の
特
別
な
質

を
持
っ
た
厳
密
な
議
論
に
よ
っ
て
行
い
、
か
つ
一
義

的
で
明
確
な
そ
の
決
定
を
迂
回
す
る
こ
と
な
く
自
発

的
に
遂
行
す
る
」（
一
二
頁
）
と
い
う
定
義
が
合
意

さ
れ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
利
益
集
団
が
有
形
無
形
の

力
に
よ
り
議
論
、
政
治
を
歪
め
る
こ
と
が
否
定
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
防
壁
と
し
て
近
代
に

グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
史

も
う
一
つ
の
冷
戦

サ
ラ
・
ロ
レ
ン
ツ
ィ
ー
ニ
著

三
須
拓
也
・
山
本
健
訳　

名
古
屋
大
学
出
版
会

　
「
経
済
学
者
や
政
治

哲
学
者
の
思
想
は
、
そ

れ
が
正
し
い
場
合
に
も

間
違
っ
て
い
る
場
合
に

も
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
で

あ
る
」
と
か
つ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
説
い
た
。
本
書
が
描

出
す
る
一
つ
は
、「
開
発
」
を
め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な

諸
思
想
の
相
剋
で
あ
る
。
開
発
を
論
じ
る
際
、
概
し

て
西
側
諸
国
の
そ
れ
の
み
が
、
し
か
も
あ
る
種
一
枚

岩
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
著
者
は
批

判
し
、
代
わ
り
に
、
相
異
な
る
思
想
の
潮
流
を
示
し

て
み
せ
る
。
そ
の
叙
述
が
膨
大
な
史
資
料
に
裏
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
〇
〇
頁
近
い
参
考
文
献
と

注
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

他
方
、
―
―
「
遅
か
れ
早
か
れ
、
良
か
れ
悪
し
か

れ
危
険
な
も
の
は
、
既
得
権
益
で
は
な
く
思
想
で
あ

る
」
と
見
た
ケ
イ
ン
ズ
と
は
異
な
り
―
―
本
書
は
開

発
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
に
も
十
二
分
の
紙
幅
を
割
い

て
叙
述
す
る
。
歴
史
上
、
政
治
経
済
的
な
国
家
建
設

事
業
を
「
開
発
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
冷
戦

期
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
疑
い
な
く
そ
の
時
代
状
況
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
「
冷
戦
こ
そ
が
開
発
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
、
開
発
を
求
め
る
世

界
的
な
願
望
を
生
み
出
し
、
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で

対
外
援
助
を
支
配
し
て
い
る
制
度
的
構
図
を
形
成
す

る
上
で
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
そ

の
限
り
で
本
書
は
確
か
に
政
治
史
で
あ
る
。
そ
こ
に

あ
る
の
は
思
想
闘
争
を
も
包
含
す
る
レ
ア
ル
ポ
リ
テ

ィ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
し
て
、
レ
ア
ル
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク

に
と
り
、「
開
発
」
は
手
段
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

訳
者
が
指
摘
す
る
通
り
、
ア
ジ
ア
や
中
南
米
へ
の

言
及
が
少
な
い
の
は
否
め
な
い
が
、
そ
れ
を
補
っ
て

余
り
あ
る
国
際
開
発
史
で
あ
る
。
労
作
の
邦
訳
が
来

た
こ
の
機
会
を
逃
す
理
由
は
な
い
。�

（�

侯
爵 

）

�

（
三
八
四
頁　

税
込
三
七
四
〇
円　

6
月
刊
）

構
想
さ
れ
た
も
の
が
国
家
で
あ
り
、
こ
こ
に
政
治
と

し
て
の
実
質
を
充
填
す
る
役
割
を
担
う
の
が
憲
法
な

の
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
こ
う
し
た
理
解
に
立
つ

と
き
、
冒
頭
で
述
べ
た
疑
問
は
、
自
ず
と
氷
解
す
る

だ
ろ
う
。
利
益
集
団
が
自
由
な
個
人
に
よ
る
議
論
を

圧
殺
し
、
先
述
の
定
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
政
治
」

が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
毛
利
透
ら
気
鋭
の
研
究
者
の
論
考
も
収
録

し
、
憲
法
、
政
治
に
つ
い
て
の
多
角
的
な
理
解
に
資

し
て
い
る
。
ま
た
、
足
立
論
文
へ
の
木
庭
の
忖
度
の

無
い
応
答
は
、
真
の
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
が
い
か
な
る
も

の
か
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。�

（�

投
稿
・
行
人 

）

�

（
三
二
〇
頁　

税
込
二
七
五
〇
円　

5
月
刊
）
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差
別
は
思
い
や
り
で
は
解
決
し
な
い

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
か
ら
考
え
る

神
谷
悠
一
著　

集
英
社
新
書

今
を
生
き
る
思
想 

ハ
ン
ナ・ア
レ
ン
ト

全
体
主
義
と
い
う
悪
夢

牧
野
雅
彦
著　

講
談
社
現
代
新
書

ル
ネ
サ
ン
ス

情
報
革
命
の
時
代

桑
木
野
幸
司
著　

ち
く
ま
新
書

　
「
約
1
0
0
ペ
ー
ジ
で
教
養
を
イ
ッ
キ
読
み
！
」
―
�―�

こ
の
お
得
感
あ
ふ
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
、

講
談
社
は
新
シ
リ
ー
ズ
「
現
代
新
書
1
0
0
」
の
刊

行
を
開
始
し
た
。「
そ
れ
は
ど
ん
な
思
想
な
の
か
」、

「
な
ぜ
そ
の
思
想
が
生
ま
れ
た
の
か
」、「
な
ぜ
そ
の
思

想
が
今
こ
そ
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
三
つ

の
観
点
か
ら
、
思
想
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
シ
リ
ー
ズ
の
目
的
で
あ
る
。

そ
し
て
本
書
は
、
そ
の
記
念
す
べ
き
第
一
弾
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
ア
レ
ン
ト
を
「
全
体
主
義
」
の
思
想
家

と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
を

中
心
に
そ
の
思
想
を
概
観
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

ア
レ
ン
ト
が
今
日
に
お
い
て
も
人
び
と
を
惹
き
つ
け

て
や
ま
な
い
の
は
《
ア
レ
ン
ト
が
「
全
体
主
義
」
と

い
う
現
象
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
自
ら

の
思
想
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ア
レ
ン
ト
を
読
む
こ
と
は
、
全
体
主
義
に
抵
抗

す
る
た
め
の
人
間
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
》。
著
者
が
本
書
を
通
じ
て
明
ら
か
に

す
る
の
は
、
全
体
主
義
の
問
題
と
は
何
か
で
あ
り
、

ま
た
全
体
主
義
に
い
か
に
抵
抗
す
べ
き
か
で
あ
る
。

　

ア
レ
ン
ト
を
手
軽
に
知
れ
る
一
冊
。�
（�
ぱ
や 

）
�

（
一
二
〇
頁　

税
込
八
八
〇
円　

9
月
刊
）

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
は
、

近
年
注
目
を
集
め
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
大
学

の
授
業
レ
ポ
ー
ト
も
企
業
の
研
修
も
「
思
い
や
り
が

大
事
」
と
い
う
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
言
葉
で
締
め

括
ら
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
と
著
者
は
い
う
。

　

女
性
差
別
も
性
的
少
数
者
差
別
も
、
個
人
の
意
識

を
超
え
た
問
題
と
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
例

え
ば
「
お
茶
汲
み
は
女
性
の
仕
事
」
と
い
う
役
割
分

担
が
、
昔
か
ら
続
く
会
社
の
慣
習
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
パ
ー
ト
ナ

ー
が
同
性
で
あ
る
こ
と
で
適
切
な
生
活
保
護
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
の
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
問
題
は
「
思
い
や
り
」
で
解
決
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
一
刻
も
早
く
施
策
を
設
け
る
こ
と
が

必
要
だ
と
著
者
は
主
張
す
る
。
特
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の

問
題
は
、
対
応
の
仕
方
が
個
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
多
く
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策

定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

社
会
人
と
な
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
に
関
わ
る
学
生
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
れ
な

い
問
題
だ
。「
思
い
や
り
」
の
先
を
考
え
る
こ
と
が
、

未
来
を
変
え
、
自
分
を
守
る
一
歩
と
な
る
。（�

茫
漠 

）

�

（
二
二
四
頁　

税
込
八
二
〇
円　

8
月
刊
）

　

ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
？　

そ
れ
は
情
報
爆
発
の
時
代

だ
！　

様
々
な
切
り
口
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
ル
ネ
サ

ン
ス
を
、
本
書
は
〈
情
報
〉
と
い
う
角
度
か
ら
捉
え

直
す
。

　

新
大
陸
発
見
や
印
刷
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
膨
大
な
量
の
情
報
が
流
入
・
流
布

す
る
。
識
者
た
ち
は
情
報
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
、「
百

学
連
環
」
と
い
う
知
的
体
系
を
生
み
出
し
た
。
人
間

は
全
て
の
知
を
掌
握
で
き
る
と
い
う
思
想
を
前
提
に
、

あ
ら
ゆ
る
情
報
を
学
問
的
に
分
類
、
互
い
の
関
連
を

見
出
す
こ
と
で
、
漏
れ
な
く
情
報
を
己
が
物
に
し
よ

う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
情
報
区
分
の
試
み
が
、
書

誌
や
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
誕
生
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

文
字
情
報
の
分
類
も
興
味
深
い
。
古
典
ラ
テ
ン
語

が
理
想
と
さ
れ
た
こ
の
時
代
、
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
表

現
に
カ
ノ
ン
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
非
常
に
微

細
だ
が
、
素
っ
頓
狂
な
ト
ピ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
た
ラ

テ
ン
語
表
現
集
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
他
に
も
、「
イ
メ
ー
ジ
」
を
用
い
た
記
憶
術

や
、
世
界
を
空
間
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
「
地
図

の
間
」
な
ど
、
多
彩
な
情
報
編
纂
の
歴
史
に
驚
愕
す

る
こ
と
間
違
い
な
い
。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
三
五
二
頁　

税
込
一
一
〇
〇
円　

5
月
刊
）

新書コーナー新書コーナー
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最近読んだ本

京
都
を
読
む
視
点
―
―
最
近
の
小
説
二
編
か
ら

　

な
だ
ら
か
な
山
に
囲
ま
れ
、
大
小
の
川
が
流
れ
る
山
紫
水
明
の
地
、
京
都
。

古
よ
り
多
く
の
文
人
が
、
こ
の
場
所
に
材
を
取
り
魅
惑
の
文
芸
を
編
み
上
げ
て

き
た
。
そ
れ
ら
に
よ
る
都
の
情
景
の
更
新
は
今
も
な
お
続
い
て
お
り
、
読
者
は

つ
ね
に
新
鮮
な
京
都
像
に
出
会
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
今
回
ご
紹
介
す
る
二
つ
の

物
語
も
、
京
都
に
対
す
る
別
の
視
点
を
供
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
八
木
か
ら
出
町
へ
、
大
堰
川
か
ら
鴨
川
へ

　

刊
行
さ
れ
て
ま
だ
一
年
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ケ
ズ
ナ
ジ
ャ
ッ
ト
の
『�

鴨
川
ラ
ン

ナ
ー 

』（
講
談
社
）
は
、
い
わ
ば
越
境
す
る
京
都

文
学
で
あ
る
。
表
題
作
は
第
二
回
京
都
文
学
賞
の

二
部
門
で
最
優
秀
に
選
ば
れ
た
中
編
。
高
校
の
授

業
で
日
本
語
を
知
り
、
短
期
旅
行
で
訪
れ
た
京
都

に
魅
せ
ら
れ
た
英
語
を
母
語
と
す
る
「
き
み
」
は
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
し
て
そ
の
地
に

舞
い
戻
る
。
し
か
し
そ
の
赴
任
先
は
、
南
丹
市
八
木
町
と
い
う
謎
の
田
舎
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
京
都
市
だ
け
が
京
都
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ま
あ
い
い
。
気
を

取
り
直
し
、「
き
み
」
は
ぎ
こ
ち
な
く
中
学
校
で
働
き
始
め
、
同
業
者
と
も
交

流
し
、
新
生
活
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
。

　
「
き
み
」
が
市
内
に
移
り
住
む
の
は
そ
の
二
年
後
だ
っ
た
。
海
外
か
ら
日
本

へ
、
八
木
か
ら
京
都
へ
と
、
主
人
公
は
複
数
の
境
を
超
え
て
い
く
（
京
都
人
に

と
っ
て
洛
外
は
勿
論
、
市
外
な
ど
京
都
で
は
あ
り
得
な
い
）。
し
か
し
そ
の
度

に
彼
は
、
恒
常
的
な
ヨ
ソ
者
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の

先
生
」、「
ガ
イ
ジ
ン
」、「
海
外
の
匂
い
」
…
…
作
中
で
一
貫
し
て
い
る
二
人
称

の
語
り
に
は
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
確
固
た
る
自
己
を
確
立
で
き
ず
に
生
き
る

者
の
実
感
が
、
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
彼
を
「
き
み
」
と
呼
ぶ
の
は
誰
だ
ろ
う
か
？　

例
え
ば
そ
れ
は
自
然
、

京
都
の
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
八
木
町
を
流
れ
る
大お

お
い堰
川
は
、
保
津
川
、
桂
川

と
名
を
変
え
市
内
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
ル
ー
ト
は
平
安
時
代
よ
り
木
材
供
給

に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
桂
川
は
鴨
川
と
合
流
し
、
市
内
の
大
水
脈
を
形

成
し
て
い
る
。
そ
ん
な
川
の
そ
ば
で
「
き
み
」
は
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
続
け
た
。

の
ち
に
こ
の
主
人
公
は
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
あ
る
気
づ
き
を
得
る
の
だ
が
、

そ
の
予
感
は
既
に
川
が
教
え
て
く
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

�

理
解
不
可
能
な
箇
所
は
相
変
わ
ら
ず
あ
っ
た
。
し
か
し
全
体
に
あ
る
リ
ズ
ム

み
た
い
な
も
の
が
、
微
か
だ
が
自
分
の
中
に
浸
透
し
て
く
る
感
覚
は
あ
っ
た
。

　
ど
う
す
る
か
は
「
自
分
で
決
め
る
」

　

外
界
に
ゆ
っ
く
り
馴
染
む
だ
け
が
、
京
都
暮
ら
し
の
秘
訣
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
望
月
麻
衣
『�

京
都
船
岡
山
ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
ー 

』（
講
談
社
文
庫
）
か
ら

は
、
人
生
を
御
す
る
心
構
え
が
学
べ
る
。
家
庭
や
仕
事
に
悩
み
、
船
岡
山
の
喫

茶
店
に
い
る
と
い
う
占
い
師
を
訪
ね
る
雑
誌
編
集
者
の
面
々
。
占
者
の
言
葉
は

た
し
か
に
彼
女
ら
の
悩
み
を
ク
リ
ア
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
先
は
当
人
に
委

ね
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
船
岡
山
珈
琲
店
」
の
流
儀
ら
し
い
。《「
心
」
や
「
想

い
」
が
先
に
あ
っ
て
「
形
」
に
な
り
ま
す
。》
こ
の
言
葉
は
、
桓
武
天
皇
の
平

安
遷
都
が
、
船
岡
山
で
の
決
心
に
端
を
発
す
る
と
い
う
逸
話
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
。「
京
都
寺
町
三
条
の
ホ
ー
ム
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
で
有
名
な
著
者
は
、
占
星

術
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
導
入
し
、
悲
劇
的
な
因
習
や
闇
の
深
い
柵

し
が
ら
みに

満
ち
た
京

都
的
世
界
観
に
、
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
っ
て
く
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
読
む
こ
と
で
、
京
都
は
活
気
づ
く
。
作
品
に
よ
っ
て
生

じ
る
イ
メ
ー
ジ
の
揺
ら
ぎ
、
ち
ょ
っ
と
味
わ
っ
て
み
い
ひ
ん
？�

（�

と
よ 

）
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私の本棚

流
れ
る
食
、流
れ
る
人

　

食
欲
の
秋
だ
。
京
大
の
周
り
に
は
食
事
処
が
あ
れ
こ
れ
と
揃
っ
て
い
る
。
そ

の
中
に
何
ヶ
所
か
中
国
か
ら
来
た
人
た
ち
に
よ
る
現
地
風
の
味
付
け
の
中
華
料

理
を
出
す
店
が
あ
る
。
あ
る
い
は
ネ
パ
ー
ル
人
の
や
っ
て
い
る
カ
レ
ー
屋
も
。

彼
ら
は
一
体
ど
う
し
て
日
本
に
来
た
の
だ
ろ
う
。
普
段
、
な
ん
と
な
く
食
べ
て

い
る
、
こ
う
し
た
日
本
に
住
む
外
国
人
の
作
る
料
理
と
彼
ら
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

一
冊
目
は
『�

中
国
料
理
の
世
界
史 

』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
を
紹
介
し

よ
う
。
世
界
の
「
◯
◯
料
理
」
と
い
え
ば
中
華
・

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
思
い
つ
く
だ
ろ
う
。

そ
の
中
で
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の

が
中
華
料
理
。
し
か
も
中
国
の
中
で
も
四
川
や
広

東
、
上
海
や
福
建
な
ど
各
地
域
で
特
色
の
異
な
る
料
理
が
発
達
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
料
理
が
い
か
に
し
て
中
国
国
内
で
確
立
し
、
さ
ら
に
世
界
へ
と
広
ま
っ

て
い
っ
た
か
が
こ
の
一
冊
で
詳
し
く
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
宮
廷

料
理
と
さ
れ
る
「
満
漢
全
席
」
が
実
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
民
間
で
発
達

し
た
も
の
、
各
地
の
料
理
は
一
九
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
レ
ス
ト
ラ
ン
の
普
及
に
よ

っ
て
中
国
国
内
で
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
、
な
ど
と
知
る
と
驚
き
も
大
き
い
。

そ
の
一
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
華
人
が
進
出
し
た
地
域
で
は
中
国
料
理

と
現
地
の
料
理
と
が
ミ
ッ
ク
ス
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
や
タ
イ
料
理
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

料
理
な
ど
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
欧
米
で
は
差
別
に
苦
し
み
な
が

ら
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
定
着
と
と
も
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
中
国
国
内
で
の
各

地
の
人
の
移
動
か
ら
世
界
的
な
移
民
の
流
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
中
国
料
理

の
広
ま
り
が
読
み
取
れ
る
一
冊
で
あ
る
。

　

さ
て
、
日
本
で
も
中
国
料
理
は
、
ラ
ー
メ
ン
に
「
町
中
華
」
と
お
な
じ
み
の

存
在
だ
。
だ
が
最
近
は
日
本
に
あ
る
海
外
の
味
は
よ
り
多
様
に
な
っ
て
い
る
。

カ
レ
ー
屋
や
ケ
バ
ブ
店
、
サ
ム
ギ
ョ
プ
サ
ル
屋
。
在
日
外
国
人
の
人
々
が
彼
ら

の
味
を
日
本
で
作
り
料
理
と
し
て
出
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
中
に
は
祖
国
を
追

わ
れ
て
日
本
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
人
た
ち
が

い
る
。『�

故
郷
の
味
は
海
を
こ
え
て 

』（
ポ
プ
ラ

社
）
は
難
民
と
し
て
日
本
に
来
て
料
理
店
を
営
む

人
々
の
味
と
暮
ら
し
を
紹
介
し
た
一
冊
だ
。
戦
争

や
弾
圧
な
ど
の
危
機
を
逃
れ
て
知
ら
な
い
土
地
で
生
き
る
中
で
、
彼
ら
の
拠
り

所
と
な
っ
た
の
が
自
分
の
慣
れ
親
し
ん
だ
味
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
難

民
認
定
は
厳
し
い
。
自
分
だ
け
は
逃
れ
ら
れ
た
も
の
の
祖
国
に
置
い
て
き
た
親

族
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
人
も
い
る
。
離
れ
ば
な
れ
で
も
彼
ら
の
作
っ
た
味
が

日
本
で
、
彼
ら
の
同
国
人
、
あ
る
い
は
他
の
人
び
と
と
の
つ
な
が
り
を
作
っ
て

い
く
。
そ
こ
に
少
し
希
望
が
見
え
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

　

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
は
な
い
が
、
知
ら
ぬ
国
で
生
き
て
い
く
に
は
同
郷
の
つ

な
が
り
を
作
る
の
が
有
効
だ
。
一
人
で
は
心
も
と
な
く
て
も
仲
間
が
い
れ
ば
生

き
や
す
く
な
る
。
そ
う
し
て
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
在
日
外
国
人
の
街
が
出
来
て

い
る
の
だ
。
最
近
有
名
な
の
は
東
京
新
大
久
保
の
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
だ
っ
た
り

す
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
国
人
街
の
レ
ポ
ー
ト
を
集
め
た
の
が
、『�

日
本
の
異

国
：
在
日
外
国
人
の
知
ら
れ
ざ
る
日
常 

』（
晶
文
社
）
だ
。
収
録
さ
れ
た
街
の

多
く
は
首
都
圏
周
辺
だ
が
、
都
市
の
中
に
彼
ら
在
日
の
人
々
が
根
を
下
ろ
し
て

い
く
現
状
が
窺
え
る
。

　

流
れ
る
食
が
集
ま
る
所
は
人
が
集
ま
る
所
だ
。
各
地
の
食
の
集
ま
る
日
本
が
、

流
れ
て
き
た
人
に
も
住
み
や
す
い
所
で
あ
れ
ば
い
い
の
だ
が
。�

（�

ね
こ 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
あ
ま
り
読
書
を
す
る
方
で
は
な
い
の
で
す
が
、
た

ま
た
ま
手
に
取
っ
た
書
評
を
通
し
て
読
ん
で
み
た
く

な
り
ま
し
た
。�

（�

医
学
部
・
し
お
ん 

）

―
―
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
本
と
出
会
う
偶
然

を
提
供
で
き
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
僥

倖
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
今
後
と
も
ご
贔
屓
に
。

○
教
科
書
以
外
あ
ま
り
本
を
読
め
て
い
な
い
の
で
、

試
験
が
終
わ
っ
た
ら
本
を
読
み
た
い
で
す
。
教
科
書

と
は
1
8
0
度
反
対
の
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
楽
に
読

め
る
本
な
ど
が
知
り
た
い
で
す
！

�

（�

法
科
大
学
院
・
真
っ
二
つ 

）

―
―
盛
夏
は
遠
く
な
り
に
け
り
…
…
今
更
お
答
え
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
…
後
期
が
始
ま

っ
て
一
ヶ
月
経
ち
、
少
し
落
ち
着
い
た
頃
か
も
し
れ

ず
、
で
な
け
れ
ば
、
冬
休
み
の
読
書
の
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。
早
速
脱
線
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
、
綴

葉
で
取
り
上
げ
る
本
っ
て
割
と
カ
タ
い
で
す
よ
ね
、

そ
う
い
う
書
評
ば
っ
か
し
と
い
て
ア
レ
で
す
が
…
…

閑
話
休
題
。
気
楽
に
、
と
い
う
と
や
は
り
短
編
で
し

ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
一
冊
、
司
馬
遼
太
郎
『
新
撰
組

血
風
録
』
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
あ
る
い
は
詩
集
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
え
ば
先
月
号
で
詩

集
を
薦
め
て
い
た
奴
が
い
た
よ
う
な
。�

（�

侯
爵 

）

　巡り合わせがあり、今月から『�綴葉 』の編
集委員となった。書評と言えば文芸批評とい
うイメージを持っていたため、文学に苦手意
識のある私ができるだろうかと思ったが、
『�綴葉 』は学術書・教養書も積極的に取り扱
っていると聞き、お受けすることにした。
　さて、自分がなぜ文学が得意でないか改め
て考えてみると、登場人物の複雑な感情をき
ちんと受け止められず、楽しみ切れていない
気がするためではないかと思う。また、それ
は自分が精神的に未成熟なせいではないかと
いうコンプレックスもある。大学生なら共感
すると言われる朝井リョウ『何者』を読んで、
「この中だと、私はギンジだなあ」と内心イ
キってしまうタイプの人間なのである。
　そんな私だが、一つだけ好きな小説のジャ
ンルがある。それは所謂ディストピアもので
ある。伊藤計劃が好きで、この春ようやく
『一九八四』『すばらしき新世界』『華氏 451
度』『侍女の物語』の四大古典を制覇した。
ディストピアはうすら寒い世界として描かれ
るが、私はむしろディストピア小説の悪役が
語る倒錯した論理に惹かれてしまう。清濁併
せ呑む人間の複雑性は、合理化された世界の
中で逆説的に浮かび上がるくらいが私にはち
ょうどいいのかもしれない。� （�りっち～ ）

編集後記 当てよう！図書カード
　さまざまな論争を巻き起こした安倍元首相
の国葬。9月に行われましたが、その費用は、
最終的に 12 億円台になったそうです。それ
ではここで問題。昭和 42 年には吉田茂元首
相の国葬が行われましたが、この国葬は合計
でいくらかかったでしょうか？
　1．約 1800 万円　　���2．約 8900 万円
　3．約 7億 2000 万円　4．約 21億 1000 万円
� （�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。
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 12 月 15 日です。

《7月号の解答》 7 月号の問題の正解は、4．
の「正五位少将」でした。官位っていうと、
昔よくプレイしていた『信長の野望』を思い
出します。ゲームだと「買う」ものだったん
ですよね、そういえば……図書カードの当選
者は、宗佑磨さん、しおんさん、よっさんさ
ん、かすみんさん、よっしーさんの 5名です。
当選おめでとうございます。
� （�侯爵 ）


