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話題の本棚

そ
の
分
断
は
ま
だ
、解
消
で
き
る
よ
。

　

あ
な
た
は
久
々
に
帰
省
し
家
族
団
ら
ん
の
時
間
を
過
ご
す
。
夕
飯
を
食
べ
て

テ
レ
ビ
の
前
に
座
り
、
少
し
老
い
た
親
と
何
を
語
る
わ
け
で
も
な
い
時
間
を
送

る
。
そ
の
時
、
父
が
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
突
然
信
じ
ら
れ
な
い
言
葉
を
口
に
す

る
。「
パ
ヨ
ク
が
」「
マ
ス
ゴ
ミ
の
せ
い
で
」「
女
は
」
…
…
。

　

他
人
事
で
は
な
い
、
身
内
が
ネ
ト
ウ
ヨ
に
な
る
。
誰
か
を
差
別
す
る
存
在
が
、

家
族
に
い
る
。
そ
の
時
親
子
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
…
…
。

◆
◆
◆

　

長
く
貧
困
の
取
材
を
し
、
近
年
で
は
自
身
の
体
験
を
交
え
た
障
害
に
つ
い
て

本
を
書
い
て
き
た
著
者
・
鈴
木
大
介
。
常
に
弱
者
に
寄
り
添
う
立
場
で
い
た
彼

が
本
書
で
向
き
合
っ
た
の
は
実
の
父
親
だ
っ
た
。
読
書
や
勉
強
が
好
き
な
父
は
、

幼
少
の
頃
か
ら
著
者
の
憧
れ
の
存
在
だ
っ
た
。
そ
ん
な
父
が
晩
年
、
自
分
が
守

り
た
い
人
間
を
差
別
す
る
側
に
回
っ
て
し
ま
っ
た
…
…
看
過
で
き
な
い
。
彼
は

心
理
的
に
距
離
を
置
き
、
父
が
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
を
繰
り
返
す
度
に
怒
り
の
炎

を
燃
や
し
て
い
た
。「
あ
ん
た
の
た
め
じ
ゃ
な
い
」。
病
床
に
臥
す
父
を
、
著
者

は
拒
絶
し
た
。
病
院
に
付
き
添
っ
て
い
る
の
は
あ
ん
た
の
た
め
じ
ゃ
な
い
、
女

性
差
別
を
繰
り
返
す
発
言
を
、
母
が
一
人
の
時
に
聞
か
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
二
人
の
溝
は
深
ま
り
父
の
死
を
迎
え
て
も
埋
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
死

か
ら
二
か
月
後
、
著
者
は
「
ネ
ッ
ト
右
翼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
父
親
」
と
し
た

記
事
を
書
い
た
。
い
つ
ま
で
も
過
去
を
忘
れ
ら
れ
な
い
望
郷
の
老
人
と
し
て
父

を
描
い
た
記
事
は
話
題
と
な
り
、
う
ま
く
言
葉
に
し
た
は
ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
何
か
が
引
っ
か
か
る
。
父
は
本
当
に
ネ
ト
ウ
ヨ
だ
っ
た
の
か
。
父

は
退
職
後
、
中
国
に
語
学
留
学
に
出
か
け
て
い
た
。
家
事
を
す
る
の
が
好
き
で
、

働
く
母
の
姿
を
応
援
し
て
い
た
。
…
…
辻
褄
が
あ
わ
な
い
、
何
か
が
お
か
し
い
。

そ
の
何
か
を
知
る
た
め
に
死
か
ら
一
年
半
た
っ
た
後
、
遂
に
検
証
を
始
め
る
。

著
者
は
自
ら
の
母
、
姉
、
姪
、
そ
し
て
父
の
知
り
合
い
を
取
材
す
る
中
で
、
ネ

ト
ウ
ヨ
と
し
て
形
容
し
て
い
た
父
の
面
影
を
追
い
か
け
て
行
く
。

　

そ
の
後
の
展
開
を
つ
ぶ
さ
に
語
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
。
確
認
し
た
け
れ
ば
、

本
書
を
開
い
て
く
れ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
す
れ
違
い
続
け
た
親
子
の
話
だ
。
き

わ
め
て
個
人
的
で
、
だ
か
ら
こ
そ
日
常
的
で
、
あ
り
ふ
れ
た
家
庭
の
諍
い
だ
。

恥
を
み
せ
る
の
が
苦
手
で
、
強
さ
ば
か
り
を
見
せ
た
く
て
、
本
音
を
語
れ
な
く

な
っ
た
不
器
用
な
男
た
ち
の
物
語
だ
。
本
書
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
が
、
極

め
て
私
小
説
の
よ
う
で
も
あ
る
。
真
相
を
追
い
か
け
る
中
で
、
自
ら
の
偏
見
に

辿
り
着
き
、
そ
れ
を
超
え
た
時
に
謝
り
た
か
っ
た
当
人
は
も
う
い
な
い
。
し
か

し
死
は
常
に
終
わ
り
で
は
な
い
。

　

私
も
一
度
だ
け
友
人
を
失
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
何
年
も
親
し
く
し
て
い
た
友

人
が
、
あ
る
時
差
別
を
繰
り
返
す
発
言
を
し
始
め
た
。
驚
き
と
戸
惑
い
の
中
で

私
は
心
を
閉
ざ
し
、
友
人
と
の
付
き
合
い
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

　
《「
ネ
ッ
ト
右
翼
の
父
」
は
解
消
可
能
な
分
断
で
あ
る
》

　

著
者
の
ま
と
め
の
こ
の
言
葉
を
読
ん
だ
時
、
自
ら
の
幼
さ
を
知
っ
た
。
弱
い

の
は
私
で
、
見
栄
を
張
っ
て
い
た
の
も
私
だ
っ
た
。「
分
断
は
解
消
可
能
だ
よ
」

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
言
葉
を
胸
に
留
め
て
お
き
た
い
。（�

き
も
の 

）

�

（
二
四
八
頁　

税
込
九
九
〇
円　

1
月
刊
）

ネ
ッ
ト
右
翼
に
な
っ
た
父

鈴
木
大
介
著

講
談
社
現
代
新
書



3

話題の本棚

チ
ャ
ラ
い
哲
学
。バ
ッ
ト
、す
ご
い
哲
学
。

　

本
書
は
、
英
語
圏
の
哲
学
で
今
日
論
じ
ら
れ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク
を
日
本
の
若

手
・
中
堅
研
究
者
が
縦
横
無
尽
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
数
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
短

い
分
量
で
サ
ク
ッ
と
紹
介
す
る
、
類
書
を
見
な
い
哲
学
読
み
物
だ
。

　

ま
あ
、
お
前
ら
の
言
い
た
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
カ
バ
ー
が
ク
ソ
ダ
サ
い

（
不
相
応
に
大
き
な
眼
鏡
を
か
け
た
ガ
キ
が
思
案
し
て
い
る
！
）、
胡
散
臭
く
て

買
う
気
に
な
ら
な
い
、
恥
ず
か
し
く
て
人
前
で
読
め
な
い
…
…
等
々
。

　

だ
が
待
て
。
俺
の
話
を
聞
け
。
こ
の
場
を
借
り
て
一
席
ぶ
た
せ
て
く
れ
。
い

か
に
も
軽
薄
で
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ラ
し
た
感
じ
の
本
書
は
、
実
は
予
想
以
上
に
す
ご

い
本
な
の
だ
と
（
た
だ
し
、
カ
バ
ー
が
残
念
な
件
に
弁
解
の
余
地
は
な
い
）。

　【
す
ご
さ
そ
の
1
―
信
頼
の
お
け
る
執
筆
陣
】

　

こ
の
手
の
読
み
物
は
「
著
者
：
サ
イ
エ
ン
ス
ラ
イ
タ
ー
」
と
い
う
の
が
相
場

だ
。
し
か
し
本
書
は
、
若
手
を
中
心
と
し
て
、
最
新
の
文
献
も
し
っ
か
り
読
み

込
む
25
名
の
現
役
研
究
者
が
執
筆
し
て
い
る
。
一
項
目
で
も
読
め
ば
す
ぐ
に
わ

か
る
だ
ろ
う
。
手
堅
い
本
だ
、
と
。
そ
う
、
見
た
目
と
は
裏
腹
に
堅
実
な
本
な

の
だ
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
研
究
者
が
関
わ
る
と
本
の
内
容
は
ど
う
な
る
か
。

　【
す
ご
さ
そ
の
2
―
圧
倒
的
な
新
し
さ
、
圧
倒
的
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
】

　

も
ち
ろ
ん
多
様
に
な
る
。
そ
れ
も
新
し
く
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
項
目
で

溢
れ
か
え
る
。「
我
思
う
故
に
我
あ
り
」
や
ト
ロ
ッ
コ
問
題
な
ど
の
手
垢
に
ま

み
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
代
わ
り
に
大
部
分
を
占
め
る
の
は
、

「
企
業
が
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
を
導
入
し
な
い
の
は
悪
い
こ
と
な
の
か
？
」、「
小

説
を
読
む
こ
と
で
人
は
や
さ
し
く
な
れ
る
の
か
？
」、「「
進
次
郎
構
文
」
は
無

意
味
な
の
か
？
」
と
い
っ
た
新
し
い
問
い
だ
。
普
段
の
生
活
で
思
い
当
た
る
よ

う
な
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ

0

0

0

0

0

0

0

の
問
い
だ
。

　

な
に
？　

イ
ロ
モ
ノ
だ
、
こ
ん
な
も
の
は
本
当
の
哲
学
じ
ゃ
な
い
、
だ
と
？　

ナ
ン
ッ
セ
ン
ス
ッ
!!　

そ
ん
な
の
は
今
の
哲
学
の
姿
を
知
ら
な
い
輩
の
戯
言
に

過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
読
ん
だ
後
で
も
、
現
代
の
哲
学
が
何
を
や
っ
て
る
の
か
知

っ
て
た
と
言
え
る
の
か
？

　【
す
ご
さ
そ
の
3
―
一
項
目
が
短
く
、
つ
ま
み
食
い
し
や
す
い
】

　

短
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
。
本
書
を
構
成
す
る
の
は
4–

6
頁
ほ
ど
の
短
い

項
目
だ
。
計
51
項
目
。
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
た
っ
て
構
わ
な
い
。
適
当
に
ペ
ー

ジ
を
繰
っ
て
目
に
つ
い
た
項
目
か
ら
読
む
、
目
次
を
眺
め
て
興
味
が
湧
い
た
章

か
ら
読
む
…
…
な
に
、
勝
手
に
し
ろ
。
お
前
は
自
由
だ
。
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
だ
っ
て

そ
う
だ
ろ
う
？　

好
き
な
も
の
を
好
き
な
だ
け
読
む
が
い
い
。

＊

　

評
者
も
一
項
目
執
筆
し
て
い
る
（
こ
の
書
評
よ
り
全
然
保
守
的
な
文
体
だ
）。

テ
ー
マ
は
「『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
」。「
お
い
馬
鹿
に
す
ん

な
！　

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
決
ま
っ
て
ん
だ
ろ
う
が
！
」
―
―
そ
ん
な
ヤ
ジ
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
が
、
そ
れ
に
待
っ
た
を
か
け
る
文
章
を
寄
稿
し
た
。
ル
ー
ヴ

ル
に
な
い
の
な
ら
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
は
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の

行
方
は
本
書
『
す
ご
い
哲
学
』
で
ご
確
認
を
。�

（�

投
稿
・
伊
藤
迅
亮 

）

�

（
二
七
二
頁　

税
込
一
五
四
〇
円　

12
月
刊
）

世
界
最
先
端
の
研
究
が

教
え
る 
す
ご
い
哲
学

稲
岡
大
志
・
森
功
次
・ 

長
門
裕
介
・
朱
喜
哲
編

総
合
法
令
出
版
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―
―
本
日
は
お
忙
し
い
中
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
誌
は
京
大
の
学
生
に
向
け

た
書
評
誌
の
た
め
、
ま
ず
学
生
時
代
の
お
話
か
ら
お

聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
宅
さ
ん
は
在
学
中
に
、

書
店
員
と
し
て
本
を
紹
介
し
た
ブ
ロ
グ
を
ま
と
め
た

『
人
生
を
狂
わ
す
名
著
50
』（
ラ
イ
ツ
社
）
で
作
家
デ

ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
京
大
で
過
ご
し
た
時
間

は
執
筆
活
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。

（
茫
漠
）

　

と
て
も
感
じ
ま
す
。
大
学
時
代
を
東
京
で
過
ご
し

て
い
た
ら
こ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
本
を
読
め
て
い
な
か

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
。
京
都
の
方
が
、
予
定

を
詰
め
ず
に
ダ
ラ
ダ
ラ
す
る
文
化
が
強
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
友
達
と
無
限
に
喋
っ
た
り
、
明
日
役
に
立

つ
わ
け
で
も
な
い
よ
う
な
本
を
「
好
き
」
と
い
う
だ

け
で
た
く
さ
ん
読
ん
だ
り
。
当
時
は
好
き
だ
か
ら
や

っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
今
と
な
っ
て
は
大
学
生
活

の
う
ち
に
こ
う
い
う
時
間
を
過
ご
せ
た
の
は
貴
重
で

し
た
。「
若
い
の
に
い
っ
ぱ
い
本
を
読
ん
で
い
る
」

と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
け
ど
、

そ
れ
は
大
学
生
活

が
暇
だ
っ
た
か
ら

か
な
あ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

―
―
興
味
の
赴
く

ま
ま
に
読
ん
で
い
た
学
生
時
代
の
「
読
書
」
と
、
仕

事
と
し
て
の
「
読
書
」
に
違
い
は
あ
り
ま
す
か
。

（
茫
漠
）

　

私
は
「
趣
味
の
本
」
と
「
仕
事
の
本
」
が
違
う
タ

イ
プ
で
は
な
く
て
。
例
え
ば
、「
芥
川
賞
の
候
補
作

全
部
読
む
」
と
い
う
企
画
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
本
自

体
に
興
味
が
な
く
て
も
、
芥
川
賞
の
五
冊
全
て
を
読

ん
で
、
な
ん
と
な
く
最
近
の
流
行
が
分
か
る
楽
し
さ

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
冊
の
本
を
読
ん
で
内
容
を

楽
し
む
以
外
に
も
、
本
を
読
む
楽
し
さ
は
あ
り
ま
す

か
ら
。
私
は
大
学
時
代
に
「
歌
語
」
と
い
う
歌
の
ル

ー
ル
が
時
代
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ

て
い
く
の
か
を
和
歌
か
ら
読
み
解
く
研
究
を
し
て
い

ま
し
た
。
表
現
と
時
代
の
流
れ
の
関
係
に
興
味
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
は
書
評
を
書
く
上
で
も
私
の

ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
書
評
に
対
す
る
お
考
え
に
つ
い
て
も
う
少
し
お

聞
き
し
た
い
で
す
。
三
宅
さ
ん
に
よ
る
ヒ
ロ
イ
ン
批

評
『
女
の
子
の
謎
を
解
く
』（
笠
間
書
院
）
で
、「
世

界
の
見
え
方
を
変
え
て
く
れ
る
の
が
面
白
い
批
評
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
か
伺
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。（
前

髪
）

　

例
え
ば
、
お
菓
子
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、「
こ
の
お

菓
子
の
登
場
に
よ
り
京
都
の
お
土
産
文
化
が
変
わ
っ

た
」
と
い
う
「
文
脈
」
が
あ
る
こ
と
で
、
お
菓
子
自

体
の
見
え
方
が
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
同
じ
で
、

京大作家
インタビュー

〈特集〉〈特集〉 　お待たせしました！「京大作家インタビュー」第二弾は、

書評家の三宅香帆さんにお越しいただきました。

　三宅さんは在学中に、本屋「京都天狼院」の店長に就任。

さらに書店のウェブサイトに投稿した本紹介の記事が大

反響を呼び、それをきっかけに作家デビューを果たしま

した。現在では数々の書評本や記事連載を手掛けられて

いるほか、YouTube などにも活動の幅を広げられています。

　「深く読む」ことの難しさから、「ひとりの自分をつく

る」大切さまで。膨大な本と共に生きてきた三宅さんの

内側に迫ります。� （�黄丹・前髪・茫漠 ）
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流
行
っ
て
い
る
本
や
漫
画
を
読
む
に
し
て
も
、
良
い

批
評
を
読
む
と
、
そ
の
本
が
人
気
で
あ
る
時
代
背
景

が
分
か
り
、
そ
ん
な
現
代
に
生
き
る
自
分
の
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
が
い
る
世
界
自

体
の
見
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
優
れ
た
批
評
は
そ
の
作
品
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
作
品
が
映
し
出
す
世
界
の
見
方
そ
の

も
の
を
変
え
て
く
れ
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

　

作
品
を
取
り
巻
く
文
脈
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、

自
分
が
「
こ
の
文
脈
だ
っ
た
ら
面
白
い
な
」
と
思
え

る
文
脈
を
選
ん
で
書
評
を
書
い
て
い
ま
す
。
同
じ
こ

と
を
学
問
の
場
で
や
る
な
ら
、
確
実
性
の
高
い
文
脈

を
選
ぶ
べ
き
で
す
。
し
か
し
私
が
今
書
い
て
い
る
よ

う
な
場
で
は
、
い
ろ
ん
な
人
に
面
白
い
と
思
っ
て
も

ら
え
そ
う
で
、
か
つ
自
分
も
楽
し
く
書
け
る
文
脈
を

選
ぼ
う
、
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
「
面
白
さ
」
は
人
に
よ
っ
て
違
う
の
で
難
し
い

と
常
々
感
じ
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
人
に
面
白
い

と
思
っ
て
も
ら
う
た
め
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。（
前
髪
）

　

み
ん
な
の
感
覚
と
自
分
の
感
覚
が
重
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
選
び
取
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
、
世
間
、
つ
ま
り
今
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に

な
っ
て
い
る
層
と
自
分
と
が
違
う
と
こ
ろ
を
理
解
す

る
こ
と
が
す
ご
く
大
事
だ
な
と
。
例
え
ば
、
ヒ
ッ
ト

し
て
い
る
ド
ラ
マ
と
か
映
画
、
小
説
も
読
む
よ
う
に

は
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
全
然
好
み
が
合
わ
な
い
こ

と
が
よ
く
あ
っ
て
。
そ
う
い
う
時
に
、
世
間
の
感
覚

と
自
分
の
感
覚
と
の
差
分
を
考
え
る
こ
と
で
「
自
分

が
重
視
す
る
面
白
さ
」
も
「
自
分
と
は
違
う
、
今
流

行
し
て
い
る
面
白
さ
」
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
よ
ね
。
す
る
と
「
こ
こ
は
み
ん
な
と
自
分
の
感

覚
が
合
致
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
い
き
な
り
本
題
に
入

ろ
う
」、「
こ
こ
は
み
ん
な
に
分
か
っ
て
も
ら
い
づ
ら

そ
う
だ
か
ら
、
丁
寧
に
説
明
し
よ
う
」
な
ど
、
書
評

の
書
き
方
を
調
整
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

批
評
は
今
の
世
の
中
だ
と
上
か
ら
目
線
で
悪
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
気
が
す
る
の
で
す
が
、
私
は
自
分
も

世
界
も
よ
り
深
く

知
る
こ
と
が
で
き

る
ツ
ー
ル
と
し
て
、

作
品
批
評
っ
て
い

い
も
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

―
―
作
品
批
評
だ
け
で
は
な
く
、『
そ
れ
を
読
む
た

び
思
い
出
す
』（
青
土
社
）
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
も

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
三
宅
さ
ん
初
の
自
叙

伝
で
、
ご
自
身
の
幼
少
期
か
ら
社
会
人
ま
で
の
心
の

揺
れ
動
き
が
繊
細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
、
三
宅
さ
ん
の
学
生
時
代
の
感
覚
は
、
私
に
も
重

な
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
ど
の
よ
う

な
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
茫
漠
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
本
は
平
成
生
ま

れ
く
ら
い
の
世
代
の
、
地
方
出
身
の
方
々
に
向
け
て

書
い
て
い
ま
す
。
地
方
出
身
だ
け
ど
、
地
元
に
特
別

な
恨
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
と
は
い
え
普
段
接

し
て
い
る
都
会
出
身
の
友
人
に
「
い
い
な
」
と
感
じ

て
し
ま
う
瞬
間
は
あ
る
、
み
た
い
な
人
は
意
外
と
多

い
と
思
う
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
そ
の
よ
う
な
方
々
の

感
覚
っ
て
ま
だ
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
で
地
方
の
話
を
す

る
と
、「
う
ち
の
ほ
う
が
も
っ
と
恵
ま
れ
て
い
な
い

田
舎
だ
っ
た
」
と
い
う
競
い
合
い
に
な
る
だ
け
で
、

不
毛
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
て
。
そ

の
よ
う
に
自
分
の
出
身
地
を
た
だ
嘆
く
の
で
は
な
い
、

出
身
地
は
地
方
だ
っ
た
け
ど
今
は
そ
れ
を
受
け
入
れ

て
頑
張
ろ
う
と
し
て
い
る
人
に
向
け
て
書
こ
う
と
考

え
ま
し
た
。

―
―
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
自
転
車
の
お
話
が
た
く
さ

ん
出
て
く
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
三
宅
さ
ん
に
と

っ
て
自
転
車
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。（
前

髪
）

　

た
し
か
に
。
自
転
車
に
注
目
さ
れ
た
の
は
初
め
て

で
す
！　

う
ー
ん
、
私
に
と
っ
て
自
転
車
は
、
学
生

時
代
の
象
徴
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
学
生
時
代
を
思
い
出
す
と
、
い
つ
も
友
達
と

自
転
車
で
並
ん
で
喋
っ
て
い
た
図
が
浮
か
ん
で
く
る
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し
た
。
最
初
の
授
業
で
先
生
が
「
読
む
っ
て
難
し
い

こ
と
な
ん
だ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
が
印
象

的
で
。
同
じ
も
の
を
読
ん
で
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
引

き
出
せ
る
か
と
い
う
の
は
人
に
よ
り
ま
す
し
、
そ
う

い
う
意
味
で
「
ち
ゃ
ん
と
読
む
」
っ
て
、
意
外
と
難

し
い
。
大
学
の
先
生
と
い
う
「
読
み
の
プ
ロ
」
に
読

み
方
を
教
わ
っ
て
「
私
も
こ
う
い
う
風
に
読
め
る
よ

う
に
な
り
た
い
」
と
思
い
ま
し
た
。

◆

―
―
続
い
て
、
就
職
後
の
お
話
に
つ
い
て
お
聞
き
し

ま
す
。
大
学
院
修
了
後
は
東
京
で
就
職
さ
れ
、
作
家

業
を
兼
業
な
さ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
当
時
の
生

活
で
大
変
だ
っ
た
こ
と
や
良
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。（
黄
丹
）

　

大
変
だ
っ
た
の
は
シ
ン
プ
ル
に
時
間
が
な
か
っ
た

こ
と
（
笑
）。
今
専
業
に
な
っ
て
す
ご
く
健
康
的
な

生
活
が
で
き
て
い
る
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
兼
業
時

代
は
不
規
則
で
不
健
康
な
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
兼
業
を
し
て
い
た
の
は
、
今
考
え
て
も
そ
れ
以

外
に
選
択
肢
が
な

か
っ
た
か
ら
で
す

ね
。
書
く
仕
事
も

含
め
て
、
あ
ま
り

収
益
に
な
ら
な
い

自
分
の
好
き
な
こ

と
を
仕
事
に
し
た
い
時
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
キ
ャ
リ

ア
を
積
む
期
間
が
必
要
な
こ
と
が
多
い
。
今
振
り
返

っ
て
も
「
最
初
か
ら
専
業
で
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
な
っ

て
い
た
ら
良
か
っ
た
」
と
は
全
く
思
わ
な
い
で
す
ね
。

自
分
の
や
り
た
い
仕
事
を
や
る
た
め
に
は
、
キ
ャ
リ

ア
を
積
む
兼
業
期
間
を
設
け
る
こ
と
を
お
す
す
め
し

た
い
で
す
。
た
だ
時
間
面
と
健
康
面
で
大
変
な
の
で
、

若
い
間
に
や
っ
て
お
く
と
か
、
時
間
を
確
保
で
き
る

仕
事
を
選
ぶ
と
か
、
工
夫
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
個
人
的
な
話
な
の
で
す
が
、
私
は
今
就
職
活
動

中
で
…
…
。
三
宅
さ
ん
が
進
路
を
選
ぶ
際
に
重
視
さ

れ
た
こ
と
を
ぜ
ひ
お
聞
き
し
た
い
で
す
！
（
黄
丹
）

　

自
分
が
し
っ
く
り
く
る
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
い

ま
し
た
。
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
ら
、
途
中
で
進
路

を
変
え
る
。
自
分
で
一
回
決
め
た
こ
と
を
辞
め
る
の

は
、
世
間
で
は
悪
い
こ
と
だ
と
言
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

私
は
全
然
悪
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
せ
ん
。
私
は
一
回

就
職
し
よ
う
と
し
て
や
め
て
、
院
に
行
き
ま
し
た
。

　

今
思
う
と
、
そ
ん
な
に
綺
麗
に
決
め
よ
う
と
し
な

く
て
も
良
か
っ
た
よ
な
、
と
。
結
局
、
延
長
に
延
長

を
重
ね
て
、
七
年
京
大
で
悩
み
続
け
て
、
や
っ
と
進

路
に
納
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長
く
い
る

こ
と
が
い
い
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
、
社
会
に
出
た
ら

京
大
み
た
い
に
悩
む
こ
と
が
肯
定
さ
れ
た
優
し
い
環

境
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
い
い
選
択
肢
を
見
つ

け
た
ら
そ
れ
が
結
果
と
し
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
だ

ん
で
す
。

　

出
身
の
高
知
県
は
電
車
も
バ
ス
も
全
く
使
わ
な
い

文
化
だ
し
、
京
都
も
自
転
車
移
動
の
多
い
場
所
で
す

し
、
逆
に
電
車
は
都
会
の
象
徴
の
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

―
―
書
評
や
エ
ッ
セ
イ
に
続
け
て
、
小
説
な
ど
物
語

を
創
作
し
た
い
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

（
黄
丹
）

　

創
作
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
で
す
ね
。
一

回
漫
画
に
ハ
マ
っ
た
と
き
に
二
次
創
作
を
し
た
ぐ
ら

い
で
す
。
世
界
は
読
み
た
い
も
の
で
溢
れ
て
い
る
の

で
、
創
作
を
す
る
理
由
が
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
私

に
と
っ
て
今
一
番
面
白
い
の
が
、
創
作
で
は
な
く
、

批
評
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
批
評
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
し
ょ

う
か
。（
黄
丹
）

　

批
評
自
体
を
面
白
い
な
と
思
い
だ
し
た
の
は
大
学

三
回
生
く
ら
い
で
し
た
。
内
田
樹
さ
ん
と
か
、
大
塚

英
志
さ
ん
と
か
、
読
み
や
す
い
漫
画
論
、
映
画
論
、

小
説
論
を
書
い
て
い
る
人
と
出
会
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ

だ
っ
た
ん
で
す
。
最
初
は
エ
ッ
セ
イ
か
ら
入
っ
て
、

他
の
文
章
を
読
む
う
ち
に
批
評
と
出
会
っ
て
、
み
た

い
な
感
じ
で
す
ね
。

　

そ
の
後
、
四
回
生
で
出
会
っ
た
英
文
学
の
先
生
に

「
読
む
こ
と
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
さ
」
を
教
わ
り
ま
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け
。
他
人
の
言
う
こ
と
を
気
に
せ
ず
、
自
分
が
納
得

で
き
る
ま
で
悩
ん
だ
方
が
将
来
的
に
は
後
悔
が
な
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
は
元
々
自
分
の
考
え
方
が
他
人
に
揺
さ
ぶ
ら
れ

な
い
方
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
文
学
を
や
っ
て
い

た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
私

が
普
段
相
手
に
し
て
い
る
も
の
っ
て
、
プ
ロ
の
作
家

さ
ん
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
労
力
を
か
け
て
一
個
の
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
本
な
の
で
。「
私
を

揺
さ
ぶ
る
な
ら
本
一
冊
か
け
て
説
得
し
て
よ
」
と
思

っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。

　

そ
う
い
え
ば
、
就
職
し
た
会
社
の
部
長
に
、「
新

卒
の
段
階
で
三
宅
さ
ん
く
ら
い
自
分
が
出
来
上
が
っ

て
い
る
子
い
な
い
よ
」
と
驚
か
れ
た
ん
で
す
け
ど
、

文
学
に
関
わ
っ
て
い
る
と
頑
固
に
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
で
す
。
そ
も
そ
も
、
頑
固
に
自
我
が
出
来
上
が

っ
て
い
な
い
と
、
本
な
ん
て
書
か
な
い
で
し
ょ
う
け

ど
（
笑
）。

―
―
最
後
に
、
大
学
生
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

願
い
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。（
黄
丹
）

　

月
並
み
で
す
が
、
本
は
読
ん
で
お
く
と
い
い
で
す

よ
（
笑
）。
今
の
時
代
、
読
む
こ
と
が
あ
ん
ま
り
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
行
為
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
と
感

じ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
読
書
は
人
に
シ
ェ
ア

し
づ
ら
い
趣
味
だ
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
た
し

か
に
読
書
っ
て
ひ
と
り
で
や
る
趣
味
で
、
友
だ
ち
と

楽
し
む
方
向
性
の
趣
味
で
は
な
い
。
で
す
が
、
大
学

生
の
時
期
に
本
や
音
楽
や
映
画
な
ど
に
触
れ
て
、
自

分
だ
け
の
好
み
や
思
想
を
つ
く
っ
て
お
く
と
、「
自

分
は
こ
う
い
う
人
間
だ
」
と
い
う
確
固
た
る
骨
格
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ひ
と
り
の
自
分
を

つ
く
る
時
間
が
あ
る
の
が
大
学
生
の
良
い
と
こ
ろ
か

な
あ
と
。
今
は
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
楽
し
ん
で

み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

◆
◆
◆

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

　

改
め
ま
し
て
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
三
宅
さ
ん

の
お
人
柄
や
書
評
愛
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
違

っ
た
視
点
で
著
書
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
『
人
生
を
狂
わ
す
名
著
50
』
や
『
女
の
子
の
謎
を

解
く
』、『
そ
れ
を
読
む
た
び
思
い
出
す
』
が
イ
ン
タ

ビ
ュ
ア
ー
の
オ
ス
ス
メ
で
す
。『
人
生
を
狂
わ
す
名

著
50
』
で
三
宅
さ
ん
は
語
り
ま
す
。「
私
に
と
っ
て
、

読
書
は
、
戦
い
で
す
」
と
。「
私
は
人
生
こ
う
生
き

た
い
！
」
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
に
、
魅
力
的
な
本

が
違
う
道
へ
引
っ
張
り
込
も
う
と
し
て
き
て
、
そ
れ

に
抗
う
戦
い
。
で
も
足
掻
い
て
も
惚
れ
た
も
ん
負
け
、

人
生
賭
け
て
も
理
解
し
た
い
本
た
ち
と
出
会
っ
て
し

ま
う
し
、
そ
し
た
ら
「
私
の
人
生
は
そ
の
本
の
も

の
」。
優
し
く
語
り
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
文
章
の

中
で
、
本
へ
の
愛
と
情
熱
が
ほ
と
ば
し
る
、
三
宅
さ

ん
の
多
種
多
様
な
ご
著
書
た
ち
。
皆
様
も
、
ぜ
ひ
京

大
生
協
で
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
！　

本
記
事

読
了
後
に
三
宅
さ
ん
の
ご
著
書
を
読
む
と
、
読
む
こ

と
が
い
か
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
か
に
気
付
け
る
こ
と

間
違
い
な
し
！

　

ち
な
み
に
、
自
転
車
で
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
姿
を

お
見
送
り
し
、
や
っ
ぱ
り
自
転
車
と
三
宅
さ
ん
に
は

何
か
あ
る
…
…
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
皆
様
の
自

転
車
論
も
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
！

�

（�

黄
丹
・
前
髪
・
茫
漠 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

外
国
語
の
遊
園
地黒

田
龍
之
助
著

白
水
社

　

た
と
え
ば
、
財
布
を

開
い
て
み
る
。
そ
こ
に

は
紙
幣
や
硬
貨
が
あ
る
。

レ
シ
ー
ト
や
ポ
イ
ン
ト

カ
ー
ド
も
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
・
黒

田
龍
之
助
は
こ
う
し
た
も
の
に
書
か
れ
て
い
る
文
字

に
目
を
向
け
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
は
、
外
国
語
の

「
も
の
0

0

が
語
る
」
物
語
で
あ
る
。

　
「
文
字
さ
え
あ
れ
ば
、
語
学
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る

の
で
あ
る
」。
こ
う
綴
る
著
者
は
、
ス
ラ
ブ
語
学
の

専
門
家
で
あ
る
が
、
驚
く
ほ
ど
軽
や
か
に
、
様
々
な

言
語
を
学
ぶ
。
自
宅
の
壁
に
は
何
種
類
も
の
外
国
製

の
カ
レ
ン
ダ
ー
。
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
や
チ
ェ
コ
語
、
英

語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ロ
シ
ア
語
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
語
。

カ
レ
ン
ダ
ー
に
書
か
れ
た
月
名
と
曜
日
名
か
ら
物
語

が
溢
れ
出
す
。

　

著
者
の
生
活
に
は
自
然
と
こ
と
ば
が
集
ま
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

毎
朝
外
国
語
の
例
文
を
書
き
写
し
、
毎
日
外
国
語
で

ポ
エ
ト
リ
ー・ド
ッ
グ
ス斉藤

倫
著

講
談
社

　

住
宅
街
の
奥
に
佇
む

バ
ー
は
、
い
ぬ
の
マ
ス

タ
ー
の
お
店
だ
っ
た
。

ふ
さ
ふ
さ
と
毛
並
み
の

よ
い
手
（
脚
？
）
で
作
る
お
酒
は
ど
れ
も
極
上
。
そ

ん
な
不
思
議
な
バ
ー
の
お
通
し
は
な
ん
と
”
詩
”
で

あ
る
。
に
ん
げ
ん
の
〈
ぼ
く
〉
と
い
ぬ
の
〈
マ
ス
タ

ー
〉
が
数
々
の
名
詩
を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
る
会
話
。

都
会
に
、
社
会
に
、
人
間
関
係
に
揉
ま
れ
、
疲
弊
し

た
人
に
こ
そ
読
ん
で
ほ
し
い
一
冊
。

　

バ
ー
で
出
さ
れ
る
詩
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
か
ら
室
生

犀
星
に
至
る
ま
で
東
西
の
洋
を
問
わ
な
い
。
正
直
な

と
こ
ろ
、
詩
人
の
名
を
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
一

読
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
な
ん
て
詩
も
出
さ

れ
る
。
だ
が
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
。〈
ぼ
く
〉
も

度
々
言
っ
て
い
る
、「
い
や
あ
、
詩
は
、
む
ず
か
し

い
な
あ
」
と
。
一
方
で
、
い
ぬ
の
マ
ス
タ
ー
は
物
知

り
だ
。
詩
の
背
景
、
詩
人
の
略
歴
等
々
…
…
「
か
み

く
だ
か
ず
、
ま
る
の
み
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
い
ぬ

の
習
性
で
し
ょ
う
か
」。

　
「
た
だ
し
り
た
い
の
で
す
。
に
ん
げ
ん
が
、
物
事

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
を
」。
詩
に
は
に
ん

げ
ん
の
様
々
な
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
孤
独
、

性
、
暴
力
に
対
す
る
想
い
が
…
…
。〈
ぼ
く
〉
は
酔

っ
た
頭
で
、
マ
ス
タ
ー
と
共
に
に
ん
げ
ん
に
つ
い
て
、

自
分
に
つ
い
て
考
え
る
。〈
ぼ
く
〉
が
吐
き
出
す
言

葉
に
、
マ
ス
タ
ー
は
率
直
に
答
え
て
く
れ
る
―
―

　
「
ひ
と
り
で
は
な
い
の
で
す
」。

　

詩
は
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
先
に

共
感
を
呼
び
、
新
た
な
世
界
を
拓
い
て
く
れ
る
も
の

が
あ
る
。
初
め
て
来
店
し
た
〈
ぼ
く
〉
に
マ
ス
タ
ー

が
出
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
は
、
こ
う
始
ま
る
―
―

　
「
さ
あ
、
い
っ
し
ょ
に
出
か
け
よ
う
、
君
と
僕
と
、

…
…
」。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
一
九
二
頁　

税
込
一
七
六
〇
円　

10
月
刊
）

読
書
を
す
る
。
実
際
に
外
国
語
を
学
ん
だ
経
験
の
あ

る
人
な
ら
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
そ
う
簡

単
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
著
者
の
綴
る
物

語
に
触
れ
る
と
、
な
ん
て
楽
し
そ
う
な
、
な
ん
て
豊

か
な
時
間
な
の
だ
、
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

新
し
い
生
活
が
始
ま
る
春
。
今
日
か
ら
新
し
い
言

語
を
学
ん
で
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
本
は
き

っ
と
、
こ
と
ば
と
向
き
合
う
あ
な
た
を
ひ
と
押
し
し

て
く
れ
る
。
毎
日
の
生
活
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
ば
が

あ
る
と
気
づ
い
た
と
き
、
身
近
な
も
の
が
こ
れ
ま
で

と
は
違
っ
て
見
え
る
は
ず
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
こ
と
ば

の
魅
力
な
の
で
あ
る
。�

（�

ひ
る
ね 

）

�

（
二
四
八
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

2
月
刊
）
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ま
あ
た
ら
し
い
一
日

い
し
い
し
ん
じ
著

tupera tupera

イ
ラ
ス
ト

ビ
ー
エ
ル
出
版

　

春
風
が
、
優
し
く
桜

色
や
黄
色
の
空
気
を
棚

引
か
せ
る
。
今
回
は
こ

の
時
期
に
ぴ
っ
た
り
な

タ
イ
ト
ル
を
持
つ
本
を
紹
介
し
た
い
。

　
『
ま
あ
た
ら
し
い
一
日
』。
小
説
家
で
、
読
売
新
聞

に
て
「
人
生
案
内
」
も
務
め
る
い
し
い
し
ん
じ
と
絵

本
、
舞
台
美
術
な
ど
幅
広
く
活
動
す
るtupera�

tupera

が
コ
ラ
ボ
し
て
作
ら
れ
た
本
だ
。
い
し
い
氏

の
紡
ぐ
ち
い
さ
く
愛
し
い
お
伽
話
とtupera�tupera

の
か
わ
い
く
奇
妙
奇
天
烈
な
絵
た
ち
が
、
微
妙
に
噛

み
合
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
で
も
絶
妙
に
マ
ッ
チ
し

て
い
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
空
気
感
が
楽
し
い
。
小

説
も
絵
も
、
描
か
れ
て
い
な
い
物
語
を
沢
山
秘
め
て

い
そ
う
で
、
妄
想
が
か
き
立
て
ら
れ
る
。
双
方
京
都

在
住
で
、
丸
善
京
都
本
店
に
て
本
著
の
刊
行
記
念
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。
大
型
屏
風
が
用
意
さ
れ
、
即

興
で
い
し
い
氏
が
マ
ジ
ッ
ク
で
画
用
紙
に
物
語
を
、

tupera�tupera

が
色
画
用
紙
や
包
装
紙
を
切
り
抜
い

て
奇
想
天
外
な
生
物
た
ち
を
生
み
出
し
、
貼
り
付
け

た
。
物
語
と
絵
、
さ
ら
に
は
観
客
の
言
葉
が
響
き
合

い
な
が
ら
創
作
が
進
む
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
評

者
は
そ
の
様
を
美
し
く
思
い
、
各
人
の
発
想
が
も
く

も
く
と
く
っ
つ
き
合
っ
た
こ
の
本
を
ま
す
ま
す
素
敵

に
感
じ
た
の
だ
っ
た
。

　

最
後
に
本
著
の
一
編
『
本
と
踊
り
子
』
を
。

　

髪
と
衣
装
が
本
で
で
き
て
い
る
踊
り
子
の
絵
が
か

わ
い
い
。「
男
は
、
踊
り
子
が
描
か
れ
た
本
を
、
こ

よ
な
く
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
」。
こ
こ
か
ら
綴
ら

れ
る
お
伽
話
は
、
ど
こ
か
千
一
夜
物
語
の
よ
う
。
優

美
で
幻
想
的
。
男
の
通
夜
、
風
の
な
い
中
、
と
う
め

い
な
手
に
本
の
ペ
ー
ジ
が
め
く
ら
れ
、
は
が
れ
、
踊

り
子
た
ち
は
ろ
う
そ
く
の
ほ
の
お
に
足
を
ふ
み
い
れ
、

燃
え
つ
き
る
。
―
―
ま
る
で
闇
に
蒸
発
す
る
み
た
い

に
、
静
か
に
、
か
つ
、
お
ご
そ
か
に
。�

（�

黄
丹 

）

�

（
八
〇
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

10
月
刊
）

　

ど
こ
か
詩
人
の
ラ
ン

ボ
ー
を
思
わ
せ
る
神
秘

的
な
眼
。
覗
き
込
む
と

思
わ
ず
吸
い
込
ま
れ
て

し
ま
い
そ
う
に
な
る
、
そ
ん
な
危
う
さ
を
秘
め
た
眼
。

こ
れ
は
天
才
だ
け
が
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
た
眼
だ

―
―
私
は
そ
う
感
じ
た
。
こ
の
眼
の
持
ち
主
は
夭
逝

の
画
家
・
佐
伯
祐
三
。
一
八
九
八
年
、
大
阪
で
生
を

享
け
た
佐
伯
は
、
一
九
二
八
年
、
パ
リ
で
死
を
迎
え

る
。
わ
ず
か
三
〇
年
の
短
い
人
生
だ
っ
た
。
し
か
し
、

佐
伯
の
作
品
は
、
生
涯
の
短
さ
と
反
比
例
す
る
か
の

よ
う
に
、
長
き
に
わ
た
っ
て
強
烈
な
印
象
を
人
び
と

に
与
え
続
け
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
ん
な
佐
伯
の
生

涯
や
作
品
を
丹
念
に
追
跡
し
解
説
し
た
一
冊
で
あ
る
。

　

佐
伯
は
絵
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
だ
っ
た
。「
な

ん
ぼ
で
も
デ
ッ
サ
ン
」
が
口
癖
だ
っ
た
美
術
学
校
時

代
を
終
え
る
と
、
佐
伯
は
パ
リ
に
留
学
す
る
。
佐
伯

は
こ
の
パ
リ
留
学
で
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
や
セ
ザ
ン
ヌ
を
研
究
し
て
い
た

佐
伯
は
、
新
作
《
裸
婦
》
を
携
え
、
巨
匠
・
ヴ
ラ
マ

ン
ク
を
訪
ね
た
。
し
か
し
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
佐
伯
の

絵
を
一
瞥
す
る
な
り
「
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
！
」
と

怒
号
を
飛
ば
し
た
。
佐
伯
の
絵
は
否
定
さ
れ
た
の
だ
。

以
降
、
佐
伯
は
自
ら
の
表
現
を
求
め
て
苦
悩
の
日
々

を
過
ご
す
。
そ
し
て
こ
の
苦
悩
の
な
か
で
見
出
さ
れ

た
の
が
、パ
リ
の
街
角
の
「
壁
」
だ
っ
た
。「
薄
汚
れ
、

年
季
の
入
っ
た
壁
や
看
板
な
ど
を
厚
塗
り
の
マ
チ
エ

ー
ル
で
描
き
出
す
ス
タ
イ
ル
」、
そ
れ
を
佐
伯
は
確

立
し
た
の
だ
。
佐
伯
は
こ
う
し
て
、
皆
と
異
な
る
独

自
の
眼
で
、
パ
リ
の
街
を
新
た
に
発
見
し
て
い
く
。

　

大
阪
の
中
之
島
美
術
館
で
は
四
月
一
五
日
か
ら
佐

伯
祐
三
の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
れ
に
行
か
な

い
手
は
な
い
だ
ろ
う
。
佐
伯
の
眼
が
捉
え
た
パ
リ
の

姿
は
、
あ
な
た
を
釘
付
け
に
す
る
は
ず
だ
。（�

ぱ
や 

）

�

（
一
六
八
頁　

税
込
二
八
六
〇
円　

1
月
刊
）

別
冊
太
陽 

佐
伯
祐
三

そ
の
眼
が
と
ら
え
た
風
景

高
柳
有
紀
子
監

平
凡
社
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あ
る
行
旅
死
亡
人
の
物
語

武
田
惇
志
・
伊
藤
亜
衣
著

毎
日
新
聞
出
版

　

始
ま
り
は
小
さ
な
新

聞
記
事
だ
っ
た
。
多
額

の
現
金
を
持
っ
た
ま
ま

孤
独
死
し
た
女
性
。
相

続
調
査
が
必
要
だ
が
、
身
元
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

家
に
残
さ
れ
た
身
元
確
認
の
書
類
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

社
会
と
の
繋
が
り
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
か
っ
た
彼
女

は
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
。
取
材
の
ネ
タ

探
し
を
し
て
い
た
著
者
が
偶
然
記
事
を
目
に
し
た
こ

と
か
ら
本
書
が
生
ま
れ
た
。

　

保
険
証
も
な
く
、
年
金
も
貰
わ
ず
、
質
素
に
暮
ら

し
て
い
た
と
い
う
彼
女
。
手
が
か
り
は
生
前
に
彼
女

が
残
し
た
一
言
と
印
鑑
、
そ
れ
に
写
真
。
住
ん
で
い

た
家
の
賃
貸
契
約
者
は
別
の
人
間
で
、
近
所
の
人
曰

く
「
そ
ん
な
人
見
た
こ
と
な
い
」。
身
元
不
明
、
現

金
の
出
所
不
明
、
人
間
関
係
不
明
。
そ
れ
で
も
取
材

の
た
び
に
少
し
ず
つ
身
元
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く

の
は
、
幸
運
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
彼
ら
の
粘
り
強
い

聞
き
込
み
が
引
き
出
し
た
結
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

反
面
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な
り
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と

も
い
か
な
い
の
が
現
実
だ
。
引
き
出
せ
な
か
っ
た
情

報
が
あ
る
の
や
ら
な
い
の
や
ら
…
…
。

太
陽
の
子

日
本
が
ア
フ
リ
カ
に
置
き
去
り
に
し

た
秘
密

三
浦
英
之
著　

集
英
社

　

二
〇
一
六
年
某
日
、

朝
日
新
聞
の
記
者
と
し

て
南
ア
フ
リ
カ
に
駐
在

し
て
い
た
著
者
の
ツ
イ

ッ
タ
ー
に
、
一
通
の
不
可
解
な
投
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
。

〈
朝
日
新
聞
社
は
、
一
九
七
〇
年
代
コ
ン
ゴ
で
の
日

本
企
業
の
鉱
山
開
発
に
伴
い
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
日

本
人
男
性
が
現
地
に
赴
任
し
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
子

ど
も
を
、
日
本
人
医
師
と
看
護
師
が
毒
殺
し
た
こ
と

を
報
道
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
〉
聞
い
た
こ
と

も
な
い
新
生
児
殺
し
の
疑
惑
だ
が
、
添
付
さ
れ
た
フ

ラ
ン
ス
国
営
報
道
機
関
の
ネ
ッ
ト
記
事
に
は
東
洋
人

風
女
性
の
証
言
映
像
も
あ
る
。
報
道
の
信
憑
性
を
疑

っ
た
著
者
は
、
真
相
解
明
の
た
め
現
地
取
材
を
決
意

す
る
。
本
書
は
、
日
本
人
男
性
と
コ
ン
ゴ
人
女
性
の

間
に
生
ま
れ
、
鉱
山
の
閉
鎖
と
共
に
置
き
去
り
に
さ

れ
た
残
留
児
に
光
を
当
て
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
。

　

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
入
る
と
、
日
本
人
の
父
を

持
つ
現
地
住
民
が
次
々
と
現
れ
る
。
ケ
イ
コ
、
ナ
ナ
、

コ
ウ
ヘ
イ
と
い
っ
た
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ネ
ー
ム
を
持

ち
、
容
姿
も
コ
ン
ゴ
人
と
異
な
る
残
留
児
は
、
当
時

十
代
の
少
女
だ
っ
た
母
親
た
ち
と
と
も
に
父
系
社
会

の
中
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、
貧
困
と
差
別
に
苦
し
み

な
が
ら
生
き
て
き
た
。
著
者
は
彼
ら
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
通
じ
て
五
〇
年
前
の
真
実
を
追
い
求
め
る
。

残
留
児
か
ら
得
た
わ
ず
か
な
情
報
を
手
が
か
り
に
父

親
を
探
す
が
、
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
「
父
親
に
も

今
の
暮
ら
し
が
あ
る
」
と
い
う
無
責
任
で
都
合
の
良

い
態
度
だ
っ
た
。
そ
し
て
膨
大
な
取
材
の
果
て
に
、

新
生
児
殺
し
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

　

戦
後
日
本
の
輝
か
し
い
成
長
の
陰
で
歴
史
の
闇
に

葬
り
去
ら
れ
て
い
た
残
留
児
た
ち
。
遠
い
ア
フ
リ
カ

の
地
で
今
も
日
本
人
と
し
て
生
き
る
彼
ら
の
姿
に
、

日
本
で
生
き
る
我
々
は
何
を
思
う
か
。（�

た
い
や
き 

）

�

（
三
七
〇
頁　

税
込
二
七
五
〇
円　

10
月
刊
）

　

ち
な
み
に
彼
女
の
血
縁
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
た

の
だ
が
、
親
族
で
も
彼
女
が
ど
う
生
き
て
い
た
の
か

知
ら
な
い
ま
ま
記
者
か
ら
取
材
を
受
け
て
彼
女
の
死

を
知
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
地
域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
と
い
う
問
題
は
よ
く
聞
く
が
、

高
齢
の
親
族
同
士
の
繋
が
り
ま
で
薄
く
な
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

無
名
で
消
え
た
は
ず
の
彼
女
の
物
語
を
掘
り
起
こ

し
た
記
者
の
一
人
は
人
環
の
出
身
ら
し
い
。
こ
ん
な

所
に
京
大
生
ら
し
さ
を
感
じ
る
の
は
評
者
だ
け
だ
ろ

う
か
。
ど
ん
な
顛
末
に
な
っ
た
か
は
本
書
を
読
み
進

め
て
も
ら
い
た
い
。�

（�

ね
こ 

）

�

（
二
一
六
頁　

税
込
一
七
六
〇
円　

11
月
刊
）
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生
活
史
論
集

岸
政
彦
編
集

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

　

街
を
歩
い
て
い
て
、

「
あ
の
人
は
何
故
生
き

て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と

思
っ
た
経
験
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
自
分
は
な
ん
の
た
め
に
」
と
。

　

本
書
に
は
、
今
春
か
ら
京
大
に
着
任
し
た
気
鋭
の

社
会
学
者
・
岸
政
彦
が
編
ん
だ
、
生
活
史
─
─
個
人

の
生
い
立
ち
と
人
生
の
語
り
─
─
を
め
ぐ
る
一
〇
の

論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
「
訳
の
分
か
ら
な
さ
」
に

絡
め
捕
ら
れ
つ
つ
、
日
々
何
か
を
選
択
し
、
来
た
道

を
振
り
返
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
選
択
に
絶
え
ず
意

味
を
付
与
す
る
。
そ
う
し
て
緩
や
か
に
縁
ど
ら
れ
た

「
人
生
」
を
、
私
た
ち
は
歩
ん
で
い
く
。

　
「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
」
と
い
う
第

二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
標
語
に
倣
え
ば
、
本
書
に
登

場
す
る
生
活
史
は
ど
れ
も
断
片
的
で
、
バ
ラ
バ
ラ
で
、

極
め
て
「
個
人
的
」
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
国
家
に
よ

る
強
制
立
ち
退
き
に
あ
っ
た
人
。
震
災
で
最
愛
の
夫

を
亡
く
し
た
人
。
戦
後
沖
縄
の
復
興
を
生
き
抜
い
た

人
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
「
社
会
的
」
─
─

人
間
は
皆
（
き
っ
と
あ
な
た
も
！
）
社
会
と
い
う
濁

流
の
中
で
懸
命
に
泳
ご
う
と
す
る
─
─
だ
。
こ
の
点

に
こ
そ
、
無
関
心
が
は
び
こ
る
現
代
社
会
で
「
他

者
」
を
理
解
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
宿
っ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
、
一
〇
人
の
社
会
学
者
が
人
々
の
生
活

史
に
耳
を
傾
け
る
。
そ
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
社
会

の
「
訳
の
分
か
ら
な
さ
」
は
、
歴
史
と
構
造
へ
と
解

き
ほ
ぐ
さ
れ
、
そ
こ
で
逞
し
く
生
き
る
人
間
の
姿
が

描
き
出
さ
れ
る
。
本
書
は
「
人
の
語
り
を
聞
き
」、

「
他
者
を
理
解
す
る
」
と
い
う
社
会
学
の
営
み
の
優

れ
た
成
果
で
あ
り
、
読
者
の
「
理
解
」
の
枠
組
み
を

押
し
広
げ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。�

（�

投
稿
・
浅
煎
り 

）

�

（
五
三
〇
頁　

税
込
三
九
六
〇
円　

12
月
刊
）

　
「
や
り
が
い
搾
取
」

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
五
年
前
に
教
育
社
会

学
者
の
本
田
由
紀
が
、
企
業
が
職
場
の
仲
間
意
識
や

若
者
の
自
己
実
現
願
望
を
利
用
し
て
サ
ー
ビ
ス
残
業

や
低
賃
金
を
押
し
付
け
る
こ
と
を
「
や
り
が
い
搾

取
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
語
は
広
く
認
知
さ
れ
、
ブ
ラ

ッ
ク
企
業
等
に
対
す
る
強
力
な
「
批
判
」
と
な
っ
た
。

し
か
し
他
方
で
「
企
業
の
お
題
目
に
ま
ん
ま
と
騙
さ

れ
る
労
働
者
」
と
い
う
見
方
は
一
面
的
で
も
あ
る
。

　

本
書
は
消
費
文
化
の
進
展
が
「
や
り
が
い
搾
取
」

と
深
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か

ら
、
従
来
切
り
離
さ
れ
て
き
た
「
消
費
」
と
「
労

働
」
の
あ
い
だ
に
い
る
「
生
活
者
」
と
し
て
の
労
働

者
に
焦
点
を
当
て
た
論
文
集
で
あ
る
。
三
部
構
成
で

そ
れ
ぞ
れ
著
者
の
異
な
る
計
一
四
本
の
論
文
が
収
録

さ
れ
て
お
り
、
第
一
部
は
「
消
費
（
者
）
と
労
働

（
者
）
の
関
係
性
」、
第
二
部
は
「
消
費
文
化
と
関
わ

る
労
働
と
生
活
」、
第
三
部
は
「
新
し
い
労
働
者
像

と
『
批
判
』
の
可
能
性
」
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

中
で
も
論
文
の
一
・
二
本
目
と
最
後
の
一
四
本
目

は
特
に
理
論
的
な
内
容
で
、
消
費
社
会
論
や
新
自
由

主
義
批
判
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
産
業
文
化
論

と
い
っ
た
議
論
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
と
い

っ
て
敬
遠
す
る
必
要
は
な
い
。
間
に
挟
ま
れ
た
三
～

十
三
本
目
に
は
「
二
次
創
作
」「
ア
イ
ド
ル
活
動
」

と
い
っ
た
日
本
な
ら
で
は
の
テ
ー
マ
や
、「
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
が
読
む
雑
誌
」「
人
事
査
定
」
な
ど
将
来
身

近
に
な
る
ト
ピ
ッ
ク
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

消
費
も
労
働
も
、
誰
も
が
日
々
避
け
て
通
れ
な
い

も
の
だ
。
本
書
を
通
じ
て
、
理
論
と
現
場
の
両
面
か

ら
接
近
し
て
み
よ
う
。
就
職
活
動
に
悩
め
る
人
は
将

来
の
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
る
か
も
？�

（�

り
っ
ち
〜 

）

�

（
二
八
四
頁　

税
込
二
九
七
〇
円　

1
月
刊
）

消
費
と
労
働
の
文
化
社
会
学

や
り
が
い
搾
取
以
降
の「
批
判
」を
考
え
る

永
田
大
輔
・
松
永
伸
太
郎
・
中
村
香
住
編
著

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
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エ
リ
ア
随
筆
抄

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
著

南
條
竹
則
編
訳

岩
波
文
庫

　
「
本
当
に
心
の
暖
い

人
で
あ
つ
た
と
思
ふ
」

と
西
田
幾
多
郎
が
共
感

を
籠
め
て
評
す
る
ラ
ム

は
、
大
学
に
も
行
け
ず
詩
人
に
も
な
れ
な
か
っ
た
上

に
、
母
親
を
刺
殺
し
て
し
ま
っ
た
精
神
病
の
姉
を
世

話
し
な
が
ら
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
で
あ

る
。
彼
が
エ
リ
ア
と
い
う
架
空
の
人
物
に
仮
託
し
て

随
筆
を
書
き
始
め
た
の
は
四
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

　

作
家
の
身
辺
の
あ
り
き
た
り
な
話
を
読
ま
さ
れ
る

の
は
詰
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
打
明
け
話
に
は

打
明
け
る
こ
と
が
目
的
で
な
い
の
も
あ
る
も
の
で
、

作
家
が
打
明
け
る
勢
い
を
借
り
て
話
し
て
い
る
時
に

は
そ
の
話
し
振
り
が
感
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
。

　

ラ
ム
が
エ
リ
ア
の
名
で
書
い
た
の
は
韜と

う
か
い晦

と
い
う

だ
け
の
こ
と
で
な
く
随
筆
の
中
味
に
も
作
用
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
を
切
り
取
り
、
省
略

し
、
並
べ
替
え
、
時
に
嘘
を
交
え
る
こ
と
で
、
エ
リ

ア
の
話
し
振
り
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
バ
ト
ル
夫
人
の
ホ
イ
ス
ト
に
関
す
る
意
見
」
は

中
で
も
私
の
気
に
入
っ
た
作
品
だ
が
、
こ
の
夫
人
は

カ
ー
ド
遊
び
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
本
気

新
装
版 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

の
残
り
の
も
の

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
著

上
村
忠
男
・
廣
石
正
和
訳　

月
曜
社

　

フ
ー
コ
ー
が
展
開
し

た
「
生
政
治
」
を
め
ぐ

る
議
論
。
そ
れ
を
批
判

的
に
継
承
す
る
こ
と
で

開
始
さ
れ
た
《
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
》
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
言
う
べ
き
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
全
四
部
か
ら
成
る
が
、
本
書
は
そ

の
う
ち
の
第
三
部
に
当
た
る
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

第
一
部
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
で
は
、
収
容
所
こ
そ
が

近
代
的
な
生
政
治
の
範
例
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
本

書
で
は
そ
の
記
述
を
受
け
て
、
収
容
所
の
極
限
的
な

事
例
で
あ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
、
な
か
で
も
と

り
わ
け
同
収
容
所
内
で
「
回
教
徒
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
人
び
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
生
政
治
の
権
力

に
容
赦
な
く
晒
さ
れ
た
回
教
徒
の「
剥
き
出
し
の
生
」

を
分
析
す
る
こ
と
で
近
代
的
な
生
政
治
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。

　

で
は
回
教
徒
と
は
何
か
。「
彼
は
よ
ろ
よ
ろ
と
歩

く
死
体
で
あ
り
、
身
体
的
機
能
の
束
が
最
後
の
痙
攣

を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」。
回
教
徒
は
「
人

間
」
と
「
非
―
人
間
」、
ま
た
「
生
」
と
「
死
」
の
狭

間
に
い
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
こ
の
狭
間
を
「
閾い

き

」
と

呼
ぶ
。
彼
ら
は
「
生
き
た
屍
」
で
あ
り
、
死
ん
だ
よ

う
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
に
お
い
て
「
人

間
」
と
「
非
―
人
間
」
の
区
別
は
消
え
去
っ
て
い
る
。

彼
ら
は
こ
の
意
味
で
「
閾
」
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
極
限
状
態
に
生
き
る
回
教
徒
は
、

証
言
す
る
能
力
を
も
は
や
持
た
な
い
。
し
か
し
、
生

き
残
り
証
人
で
も
あ
る
レ
ー
ヴ
ィ
は
「
回
教
徒
こ
そ

が
完
全
な
る
証
人
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に

ひ
そ
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
つ
ま
り
証
言
し
え
な
い
者

こ
そ
が
真
の
証
人
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

ど
う
解
く
か
、
こ
れ
が
本
書
を
貫
く
テ
ー
マ
と
な
る
。

　

難
解
だ
が
多
く
の
刺
激
に
満
ち
た
一
冊
。（�

ぱ
や 

）

�

（
二
六
四
頁　

税
込
二
八
六
〇
円　

12
月
刊
）

で
思
っ
て
い
る
と
い
う
、
喜
劇
に
で
も
出
て
き
そ
う

な
奇
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
女
も
、
彼
女
を
敬

愛
す
る
エ
リ
ア
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
ち
っ
と
も
滑

稽
に
見
え
な
い
。「
除
夜
」
で
い
じ
い
じ
と
昔
を
懐

か
し
み
死
を
恐
れ
る
エ
リ
ア
も
、
厭
わ
し
い
老
人
で

な
く
愛
す
べ
き
年
長
者
の
風
貌
を
伴
っ
て
現
れ
て
く

る
。
彼
は
ま
た
、
夫
人
の
信
条
に
反
す
る
遊
び
方
へ

の
愛
着
を
露
わ
に
し
た
り
、
詩
を
引
い
て
新
年
を
言

祝
い
だ
り
も
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
執
着
な
く
世

界
を
見
る
素
直
な
眼
の
清
々
し
さ
が
あ
る
。
エ
リ
ア

の
話
し
振
り
の
端
々
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
全
て
を

包
む
か
の
よ
う
な
暖
い
心
で
あ
る
。（�

投
稿
・
逸
葉 

）

�

（
三
四
四
頁　

税
込
一
〇
一
二
円　

10
月
刊
）
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旅
行
の
世
界
史

人
類
は
ど
の
よ
う
に
旅
を
し
て
き
た
の
か

森
貴
史
著　

星
海
社
新
書

英
語
と
日
本
人

―
―
挫
折
と
希
望
の
二
〇
〇
年

江
利
川
春
雄
著　

ち
く
ま
新
書

普
通
と
い
う
異
常 

健
常
発
達
と
い
う
病

兼
本
浩
祐
著 　

講
談
社
現
代
新
書

　

四
月
か
ら
の
新
学
期
。
新
入
生
は
大
学
に
入
っ
て

も
共
通
科
目
で
英
語
の
授
業
を
取
る
必
要
が
あ
る
。

最
近
で
は
小
学
校
か
ら
英
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
大
学
に
入
っ
て
ま
で
英
語
を
勉
強
し
て
、
そ
れ

で
も
英
語
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
人
が
ざ
ら
だ
っ

た
り
す
る
。
日
本
人
は
ど
う
し
て
英
語
を
学
び
、
ま

た
苦
手
意
識
を
抱
く
の
か
？　

簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

読
ん
で
い
く
と
、
現
在
出
て
い
る
問
題
点
が
英
語

教
育
の
始
ま
っ
た
明
治
期
に
は
既
に
日
本
人
の
頭
を

悩
ま
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
低
年
齢
か
ら
の
英

語
教
育
、
英
語
公
用
語
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

重
視
の
教
育
内
容
。
そ
う
い
っ
た
教
育
論
は
周
期
的

に
主
張
さ
れ
て
は
廃
れ
、
ま
た
現
れ
て
き
た
の
だ
。

　

た
だ
、
昔
は
本
を
読
む
あ
る
い
は
筆
記
す
る
の
が

主
だ
っ
た
学
習
法
は
、
最
近
で
は
電
子
機
器
の
出
現

や
そ
の
進
歩
と
と
も
に
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
本

書
で
は
新
し
く
登
場
し
た
Ａ
Ｉ
を
使
用
す
る
学
習
に

つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
先
、
英
語
の
勉
強
に
苦
労
し
な
く
て
す
む
時

は
来
る
の
か
。
淡
い
期
待
を
持
た
せ
て
く
れ
る
一
冊

か
も
し
れ
な
い
。�
（�
ね
こ 

）
�

（
三
〇
四
頁　

税
込
一
〇
一
二
円　

1
月
刊
）

　

二
月
末
日
、
二
名
の
宇
宙
飛
行
士
候
補
生
が
新
た

に
誕
生
し
た
。
月
面
を
踏
む
最
初
の
日
本
人
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
二
人
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
著

者
は
「
旅
と
は
〈
未
知
〉
を
体
験
し
、
そ
れ
を
〈
既

知
〉
と
す
る
経
験
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
日
本
人
が

古
く
か
ら
思
い
を
馳
せ
て
き
た
、
し
か
し
未
踏
の
地

で
あ
る
月
。
私
た
ち
は
今
、〈
未
知
〉
が
〈
既
知
〉

と
な
る
瞬
間
を
目
の
当
た
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
人
類
が
ま
だ
見
ぬ
場
所
へ
の
到
達
を
目

指
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
旅
の
歴
史
を
描
く
。
最
古

の
英
雄
叙
事
詩
で
は
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
王
も
旅
を
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
身
分
の
人
々
が
聖
地
へ
向
か
っ
て
旅
を
し

た
。
そ
し
て
大
航
海
時
代
、
未
踏
の
地
を
目
指
し
て

人
々
は
海
を
越
え
た
。〈
未
知
〉
を
目
指
し
て
進
む

旅
人
と
そ
れ
に
呼
応
し
進
歩
す
る
科
学
技
術
。
人
類

の
到
達
範
囲
は
、
こ
の
積
み
重
ね
に
よ
り
拡
大
し
て

き
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
支
え
た
の
は
旅
人
た
ち
が
残

し
た
旅
の
記
録
で
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
ら
を
旅
に
ま

つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
と
と
も
に
丁
寧
に
読
み
解
く
。

　

本
書
を
閉
じ
た
と
き
、
心
に
浮
か
ぶ
の
は
き
っ
と

次
の
旅
の
目
的
地
だ
ろ
う
。
人
類
の
旅
の
軌
跡
は
私

た
ち
を
〈
未
知
〉
へ
と
突
き
動
か
す
。�

（�

ひ
る
ね 

）

�

（
三
一
八
頁　

税
込
一
四
三
〇
円　

2
月
刊
）

　

非
定
型
発
達
や
「
発
達
障
害
」
と
さ
れ
る
Ａ
Ｄ
Ｈ

Ｄ
や
Ａ
Ｓ
Ｄ
に
対
し
「
健
常
」
で
「
普
通
」
だ
と
見

な
さ
れ
る
定
型
発
達
の
脳
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は

「
病
」
を
抱
え
て
い
る
。
例
え
ば
非
定
型
発
達
の
脳

は
報
酬
系
が
上
手
く
働
い
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
裏
を
返
せ
ば
定
型
発
達
の
脳
は
、
躾
に
よ
っ

て
ご
褒
美
が
無
く
と
も
社
会
規
範
に
従
う
こ
と
自
体

に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
「
ド
ー
パ
ミ

ン
移
行
過
剰
症
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
に
馴
致
し
や

す
い
、
言
わ
ば
「
忖
度
過
多
症
候
群
」
な
の
だ
。

　

著
者
は
健
常
発
達
を
他
者
依
存
的
な
人
格
形
成
と

し
て
特
徴
づ
け
、「
い
じ
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
や
「
い
い
ね
」
依
存
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
と
い
っ

た
身
近
な
現
象
を
分
析
す
る
傍
ら
で
、
そ
も
そ
も
他

者
に
規
定
さ
れ
な
い
「
本
当
の
私
」
は
ど
こ
か
に
存

在
す
る
の
か
、
私
た
ち
は
「
本
当
の
私
」（
と
い
う

神
経
症
的
幻
想
）
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
う
べ
き
か

と
も
問
う
。
フ
ロ
イ
ト
が
主
体
的
な
自
己
像
に
疑
問

を
呈
し
て
以
来
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
サ
ル
ト
ル
も
ド
ゥ

ル
ー
ズ
も
、
皆
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

「
生
き
づ
ら
さ
」
の
問
題
と
近
現
代
哲
学
が
グ
ッ
と

近
づ
く
補
助
線
と
な
る
一
冊
。�

（�

り
っ
ち
〜 

）

�

（
二
五
二
頁　

税
込
一
一
〇
〇
円　

1
月
刊
）

新書コーナー新書コーナー
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私の本棚

金
子
み
す
ゞ
―
―
や
さ
し
く
、か
な
し
く
、み
ず
み
ず
し
く

　

子
ど
も
の
頃
、
私
の
母
は
毎
晩
眠
る
時
、
数
冊
の
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
て
く

れ
た
。
当
時
の
お
気
に
入
り
の
一
冊
で
あ
り
、
今
も
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
離
れ

な
い
の
が
金
子
み
す
ゞ
の
『�

ほ
し
と
た
ん
ぽ
ぽ 

』（
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
）
で
あ

る
。
小
気
味
良
い
み
す
ゞ
の
う
た
と
上
野
紀
子
の
淡
く

優
し
い
水
彩
画
が
、
幼
い
私
を
安
ら
か
な
ま
ど
ろ
み
へ

と
誘
っ
て
い
っ
た
。
歳
を
経
る
ご
と
に
み
す
ゞ
の
う
た

に
触
れ
る
機
会
は
減
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
私
の

生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
く
れ
た
金
子
み
す
ゞ
。
本
年
四
月
一
一
日
は

そ
ん
な
み
す
ゞ
の
生
誕
一
二
〇
年
目
に
あ
た
る
。

　

金
子
み
す
ゞ
の
生
は
あ
ま
り
に
儚
い
。
み
す
ゞ
の
幼
少
期
、
金
子
家
は
本
屋

を
営
み
始
め
た
。
彼
女
の
類
ま
れ
な
る
才
は
、
文
化
的
な
家
庭
環
境
に
よ
る
も

の
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
二
〇
歳
に
な
っ
た
み
す
ゞ
は
親
戚
の
本
屋
で
働
く
傍
ら

童
謡
詩
を
書
き
始
め
る
が
、
そ
の
才
は
詩
人
西
條
八
十
に
「
若
き
童
謡
詩
人
中

の
巨
星
」
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
娘
も
授
か
り
順
風
満
帆
に
見
え
た

彼
女
の
人
生
は
し
か
し
、
一
転
す
る
。
夫
は
み
す
ゞ
を
家
庭
に
縛
り
、
童
謡
を

書
く
こ
と
の
一
切
を
禁
じ
た
。
そ
ん
な
夫
と
の
生
活
に
疲
弊
し
、
愛
娘
の
親
権

が
得
ら
れ
ぬ
こ
と
へ
の
絶
望
か
ら
二
六
歳
の
若
さ
で
彼
女
は
自
ら
死
を
選
ぶ
。

　
や
さ
し
く
、
か
な
し
く
、
み
ず
み
ず
し
く

　
『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
漫
画
家
ち
ば
て
つ
や
は
、『�

わ
た
し

の
金
子
み
す
ゞ 

』（
ち
く
ま
文
庫
）
の
中
で
語
る
―
―
「〈
見
え
な
い
も
の
〉
に

ま
で
寄
せ
る
慈
し
み
が
、
み
す
ゞ
さ
ん
の
創
作
の
原
点
の
よ
う
に
思
い
ま
す
」。

「
大
漁
」
や
「
お
さ
か
な
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
こ
の
世
の
す
べ
て
、

植
物
、
動
物
、
ひ
い
て
は
雪
に
対
し
て
ま
で
慈
し
み
の
眼
を
向
け
る
。
そ
の
あ

ま
り
の
や
さ
し
さ
に
我
々
は
、
他
の
生
を
奪
っ
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
の

性
、
そ
れ
で
も
自
然
の
恵
み
に
無
頓
着
な
人
間
の

有
様
に
時
と
し
て
か
な
し
み
を
覚
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
彼
女
の
う
た
は
、
私
た
ち
が
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
命
の
尊
さ
を
素
朴
に
語
り
か
け

る
の
で
あ
る
。

　

命
を
慈
し
む
心
は
、
自
然
の
恵
み
を
素
直
に
喜
ぶ
。
彼
女
の
う
た
が
も
つ
も

う
一
つ
の
魅
力
は
、
飾
ら
な
い
言
葉
に
漲
る
み
ず
み
ず
し
さ
に
あ
る
。
み
す
ゞ

生
誕
一
二
〇
周
年
を
記
念
し
て
出
さ
れ
た
『�

金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集 

』（
Ｊ
Ｕ

Ｌ
Ａ
出
版
局
）
に
は
、
五
一
二
編
の
う
た
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
の
時
に

ぴ
っ
た
り
の
う
た
を
引
い
て
、
こ
の
書
評
を
締
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　

四
月

　
　

新
し
い
御
本
、

　
　

新
し
い
鞄
に
。

　
　

新
し
い
葉
っ
ぱ
、

　
　

新
し
い
枝
に
。

　
　

新
し
い
お
日
さ
ま
、

　
　

新
し
い
空
に
。

　
　

新
し
い
四
月
、

　
　

う
れ
し
い
四
月
。

�

（�

は
ら
ん 

）



15

この一冊

こ
の
一
冊

　
刮
目
せ
よ
、
こ
の
一
冊
│
│
『
社
会
哲
学
の
復
権
』
に
。

　

さ
ん
ざ
ん
韜
晦
し
て
サ
ラ
バ
と
言
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ん
の
因
果
か
今
号

で
も
駄
文
を
晒
す
運
び
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
せ
だ
、
好
き
に
書
こ
う
。

そ
う
、
こ
の
二
年
間
で
読
ん
だ
中
の
白
眉
、『�

社
会
哲
学
の
復
権 

』
に
つ
い
て
。

　

古
い
本
で
あ
る
。
講
談
社
学
術
文
庫
版
は
一
九
九
六
年
、
せ
り
か
書
房
の
旧

版
に
至
っ
て
は
一
九
六
八
年
の
出
版
で
、
文
体
と
い
い
内
容
と
い
い
、
風
格
は

古
典
の
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
旧
版
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
が
（https://dl.ndl.go.jp/pid/3038423

）、
文
庫

版
の
入
手
は
困
難
を
極
め
る
。
再
版
が
願
わ
し
い
─
─
変
わ
ら
ぬ
要
請
、「
社

会
哲
学
」
を
、
か
く
も
正
面
し
て
論
じ
た
書
は
な
か
な
か
な
け
れ
ば
こ
そ
。

　

著
者
が
「
社
会
哲
学
」
と
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
含
意
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
社
会
の
哲
学
的
考
究
、
す
な
わ
ち
「
社
会
の
哲
学
」、
も
う
ひ
と
つ

は
社
会
科
学
基
礎
論
、
す
な
わ
ち
「
社
会
科
学
の
哲
学
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け

前
者
に
つ
い
て
、
序
文
で
「
社
会
科
学
と
の
対
決
」
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る

と
き
の
切
迫
感
は
、
現
代
の
読
者
か
ら
す
る
と
あ
る
い
は
特
異
に
映
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
れ
は
当
時
の
社
会
科
学
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
や
パ
ー

ソ
ン
ズ
的
社
会
シ
ス
テ
ム
論
者
が
歴
史
主
義
、
進
歩
史
観
を
共
有
し
て
い
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
本
書
第
三
部
の
主
題
の
ひ
と
つ
が
歴
史
主
義
な
の
も
、
哲
学

に
お
け
る
そ
の
隆
盛
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
か
か
る
事
情

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
第
一
部
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
就
中
ア
ド
ル
ノ
に

（
も
と
も
と
「
社
会
哲
学
の
復
権
」
と
は
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
の
形
容
で
あ
る
）、

第
二
部
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
着
目
し
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
思
想
に
ひ
と
つ
の
潮
流

を
示
し
て
み
せ
る
著
者
の
議
論
も
多
少
分
か
り
や
す
く
な
る
か
も
し
れ
な
い；

歴
史
主
義
批
判
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
批
判
こ
そ
両
者
の
結
節
点
な
の
で
あ
る
。

「
絶
対
的
真
理
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
堅
持
し
つ
つ
、
そ
れ
が
未
だ
実
現
さ
れ

0

0

0

0

0

0

て
い
な
い

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
現
実
批
判
を
通
じ
て
、
逆
に
証
し
て

い
こ
う
と
す
る
」
批
判
理
論
、
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
の
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る

「
否
定
性
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
問
題
を
論
じ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
思
索
の
萌
芽
、

「
哲
学
へ
の
胎
動
」
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
、
そ
の
価
値
判
断
論
と
合
理
化
問
題
に

見
る
議
論
は
、
時
代
を
隔
て
て
も
な
お
、
読
者
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。

　

で
は
、
本
書
が
読
ま
れ
う
る
現
代
的
「
布コ

ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン

置
状
況
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か

─
─
随
感
を
ば
。
た
と
え
ば
同
時
代
人
た
ち
と
の
比
較
。
ユ
ダ
ヤ
出
自
や
亡
命

と
い
っ
た
共
通
点
の
一
方
で
、
批
判
理
論
の
対
岸
、
ネ
オ
コ
ン
の
教
祖
に
祭
り

上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
先
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
痛
烈
に

批
判
し
た
こ
と；

精
神
分
析
に
始
ま
り
、
他
方
で
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〈
人
間
〉
の
完
成
を
「
意
識
の
明
晰
さ
」
に
訴
え
た
解
放
の
理
論
家
フ
ァ
ノ
ン

が
、
そ
の
限
り
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
奇
妙
に
共
通
す
る
こ
と
、
な
ど
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
布コ

ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン

置
状
況
」
の
案
内
に
、
こ
こ
で
は
『
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

の
政
治
哲
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
と
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
』（
み
す
ず

書
房
）
を
挙
げ
よ
う
。
あ
る
い
は
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
』（
中
公
新
書
）

を
先
に
読
む
の
も
よ
い
─
─
書
き
連
ね
た
い
こ
と
ば
か
り
だ
が
紙
幅
は
尽
き
た
。

「
別
稿
を
期
す
」
し
か
な
い
が
仕
方
あ
る
ま
い；

ア
ド
ル
ノ
が
言
う
と
お
り
、

「
結
局
文
筆
家
は
執
筆
に
安
住
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
て
い
な
い
」
の
だ
か
ら
。

�

（�

侯
爵 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
い
つ
も
楽
し
く
読
ま
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
特

集
が
あ
る
と
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
そ
れ
に
関
連
す
る
本

が
い
ろ
い
ろ
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
面
白
い
で
す
。
今

回
の
場
合
だ
と
、
ひ
と
え
に
「
ロ
シ
ア
」
と
い
っ
て

も
い
ろ
い
ろ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
、
本
の
奥
深

さ
を
実
感
し
ま
す
。�

（�

経
済
学
部
・
よ
っ
し
ー 

）

―
―
い
つ
も
手
に
取
っ
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。「
ロ
シ
ア
・
ソ
連
」
特
集
は
難
し
い
テ
ー
マ

で
あ
り
、
評
者
三
人
も
頭
を
悩
ま
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
読
者
の
方
に
刺
激
を
与
え
ら
れ
る
書
評
と
な
っ

た
な
ら
本
望
で
す
。

〇
以
前
読
者
か
ら
の
ひ
と
こ
と
に
掲
載
し
て
い
た
だ

い
た
と
き
、
も
し
か
し
て
綴
葉
に
応
募
し
た
？　

と

知
人
に
聞
か
れ
ま
し
た
。
驚
く
と
同
時
に
、
読
者
仲

間
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

�

（�

医
学
部
・
し
お
ん 

）

―
―
『�

綴
葉 

』
で
紹
介
さ
れ
た
本
を
ご
友
人
と
さ
ら

に
批
評
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
誌
を
き
っ
か
け
に
、
人
の
輪
が
広
が
っ
て
い
っ
て

く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

〇
六
年
間
、
綴
葉
を
楽
し
み
に
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、

も
う
す
ぐ
卒
業
と
思
う
と
感
慨
深
い
で
す
。

�

（�

法
科
大
学
院
・
真
っ
二
つ 

）

―
―
長
き
に
渡
る
ご
愛
顧
に
感
謝
！�

（�

は
ら
ん 

）

　私が『�綴葉 』に入った頃、桜が咲いていた。
入学の季節だった。その頃の『�綴葉 』は時代
の中で喪われていく教養主義の香りを存分に
漂わせていた。一文字、一文を巡って院生達
が議論しあい、時に激しい討論になる様を新
人の眼でぼんやりとみていた。
　私が『�綴葉 』の編集長だった頃も、桜が咲
いていた。進学の季節だった。お世話になっ
た先輩たちがいなくなり聡明そうな後輩たち
が入ってきた。喧々諤々の空気は柔らかくな
り、編集会議の後によく飲みに行った。桜の
下で宴会をし、夏は鴨川に足をつけて書評と
は何かを語り合ったっけ。終わりのない雑談
の中で、川岸に沈んでいく夕日を眺めていた。
　それから季節が巡る度に後輩たちを見送っ
てきた、私は変わらずに『�綴葉 』にいた。
時々昔卒業した子が少し疲れた顔をして帰っ
て来た。「ここは変わらないですね……。」変
わっていく世界の中で、私たちはいつも変わ
らないものを求めていたよね。
　私が『�綴葉 』を去る時、桜が咲き始めた。
卒業の季節だった。巡り続ける時の中で、
『�綴葉 』は変わらずあの頃の香りを漂わせて
いる。
　その香りが、好きだったんだ。
� （�きもの ）

編集後記 当てよう！図書カード
　日本で「春の花」といえば、桜でしょう。
桜に関連した表現は日本語に多くありますが、
中にはいけずなものも……。かつて京都では、
花と鼻を掛け、鼻の低い女性をある桜に喩え
てからかったそうです。さて、その桜とは何
でしょうか。
　1．普賢象桜� 2．千眼桜
　3．御室桜� 4．時雨桜
� （�前髪 ）

《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．の紅マドンナでした。そろそろみかんの
季節も終わりですが、もし店頭で紅マドンナ
を見つけたらぜひ買ってみてください。腰が
抜けるほど美味しいですよ。図書カードの当
選者は、くしさんさん、真っ二つさん、とけ
いさん、すみれさん、まーぼさんの 5名です。
当選おめでとうございます。� （�はらん ）


