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話題の本棚

「
い
い
子
」と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
あ
な
た
へ

　

高
瀬
隼
子
は
、
大
人
が
静
か
に
抱
え
て
い
る
心
の
ざ
ら
つ
き
を
描
く
の
が
上

手
い
。
拗
れ
る
の
が
面
倒
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
と
、
笑
顔
で
覆
い

隠
し
た
そ
の
奥
に
あ
る
ど
ろ
っ
と
し
た
感
情
を
冷
静
に
観
察
し
、
目
線
の
動
き

や
姿
勢
、
眉
の
傾
き
な
ど
の
微
細
な
描
写
で
事
細
か
に
表
現
す
る
。

　

だ
か
ら
、
読
み
終
え
た
後
は
ち
ょ
っ
と
嫌
な
気
持
ち
に
な
る
。
見
透
か
さ
れ

て
い
る
み
た
い
で
。
今
ま
で
私
が
う
ま
く
や
り
過
ご
し
て
き
た
心
の
棘
を
、
一

個
一
個
拾
い
集
め
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
み
た
い
で
。
だ
け
ど
、
自
分
の
黒
い

部
分
を
描
写
さ
れ
る
と
な
ん
と
な
く
安
心
す
る
の
も
事
実
で
、
ど
う
し
て
も
読

み
た
く
な
る
時
が
あ
る
。
本
書
も
、
そ
ん
な
怖
い
も
の
見
た
さ
の
よ
う
な
気
持

ち
で
手
に
取
っ
た
。
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
『
お
い
し
い
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
ま

す
よ
う
に
』
の
後
の
、
第
一
作
目
と
な
る
作
品
で
あ
る
。

　

主
人
公
の
佐
元
直
子
は
、
周
囲
が
求
め
て
い
る
こ
と
に
敏
感
で
、
そ
し
て
求

め
ら
れ
た
通
り
の
振
る
舞
い
を
し
て
し
ま
う
「
い
い
子
」
だ
。
と
言
っ
て
も
、

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
な
の
だ
。
前
か
ら
歩
い
て
く
る
人
が
い
た
ら
先
に
よ
け
た

り
、
上
司
の
つ
ま
ら
な
い
話
を
笑
顔
で
聞
い
た
り
、
職
場
の
コ
ー
ヒ
ー
が
切
れ

て
い
る
の
を
真
っ
先
に
気
づ
い
て
補
充
し
た
り
…
…
。

　

し
か
し
直
子
は
、
あ
る
時
か
ら
記
録
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
朝
の
駅
、
歩
き
ス
マ
ホ
に
ぶ
つ
か
ら
れ
る
」

　
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
前
で
煙
草
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
水
ま
く
」

　

社
会
は
不
公
平
だ
。「
い
い
子
」
ば
か
り
が
割
を
食
っ
て
、
そ
れ
に
甘
ん
じ

て
い
る
人
々
は
「
い
い
子
」
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
。
だ
か
ら
直
子
は
、
怒
り

を
記
録
し
、
そ
し
て
道
を
よ
け
な
い
人
の
分
を
よ
け
る
の
を
辞
め
た
。
ぶ
つ
か

っ
て
も
構
わ
な
い
。
自
分
が
傷
つ
け
ら
れ
た
分
、
薄
め
ら
れ
た
分
、「
割
」
を

平
等
に
す
る
た
め
に
。
―
―
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、「
い
い
子
」

を
や
め
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
あ
な
た
は
思
う
だ
ろ
う
か
。

　

話
の
折
々
に
、
祖
母
に
関
す
る
直
子
の
記
憶
が
断
片
的
に
描
か
れ
る
。

　
「
握
り
こ
ぶ
し
を
つ
く
っ
た
祖
母
の
手
。
そ
の
形
に
へ
っ
こ
む
母
の
腕
や
背

中
。」「
や
な
子
じ
ゃ
ね
え
、
と
言
う
祖
母
の
声
が
聞
こ
え
る
。
わ
た
し
は
い
い

子
に
し
て
き
た
か
ら
、
実
際
に
は
一
度
も
言
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
鮮
明

な
声
で
聞
こ
え
る
。
や
な
子
じ
ゃ
ね
え
、
ほ
ん
ま
に
、
や
な
子
。」

　

祖
母
と
母
の
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
が
ど
ん
な
文
脈
で
発
さ
れ
た

言
葉
な
の
か
、
明
確
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
想
像
し
て
し
ま

う
。「
や
な
子
」
だ
と
思
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
き
た

直
子
を
。「
い
い
子
」
の
反
対
は
「
悪
い
子
」
で
は
な
い
。「
や
な
子
」
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
人
の
話
は
興
味
を
持
っ
て
聞
き
、
細
か
い
こ
と
に
率
先
し
て
気

づ
き
、
に
こ
や
か
に
、
愛
想
良
く
、
愛
嬌
が
無
い
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
な

い
と
い
け
な
い
と
、
幼
い
直
子
は
感
じ
と
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

残
念
な
が
ら
、「
い
い
子
」
で
あ
り
続
け
る
直
子
に
共
感
す
る
読
者
は
多
く

い
て
、
一
方
で
何
も
分
か
ら
な
い
と
戸
惑
う
人
も
少
な
く
な
い
の
だ
と
思
う
。

直
子
の
静
か
な
反
抗
は
、
あ
な
た
の
目
に
ど
う
映
る
だ
ろ
う
か
。�

（�

茫
漠 

）

�

（
一
七
六
頁　

税
込
一
七
六
〇
円　

7
月
刊
）

い
い
子
の
あ
く
び高瀬

隼
子
著

集
英
社
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話題の本棚

常
識
破
り
の
Ａ
Ｉ
論
、い
や
、こ
れ
は
人
間
論
だ

　

表
紙
左
側
を
見
て
ほ
し
い
。
ゆ
る
い
感
じ
が
す
る
丸
眼
鏡
の
男
性
が
い
る
が
、

私
は
彼
に
よ
く
似
た
人
物
を
大
学
構
内
で
何
度
も
見
て
い
る
。
京
都
大
学
哲
学

研
究
室
の
出
口
康
夫
教
授
だ
。
そ
う
、
本
書
は
、
彼
に
よ
る
初
の
一
般
向
け
書

籍
、
そ
れ
も
で
す
・
ま
す
調
で
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
語
ら
れ
る
一
冊
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
や
さ
し
そ
う
な
第
一
印
象
に
反
し
、
本
書
は
哲
学
入
門
と
も
Ａ
Ｉ

入
門
と
も
言
え
な
い
。
序
文
で
、「『
Ａ
Ｉ
と
人
間
の
あ
る
べ
き
関
係
』
を
問
う

と
は
、『
Ａ
Ｉ
』
を
問
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
『
人
間
』

を
問
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
本
書
の
影
の
主
役
は
『
人
間
』
な
の
で
す
」
と

宣
言
す
る
と
、
第
一
講
か
ら
「『
で
き
な
さ
』
と
い
う
『
か
け
が
え
の
な
さ
』」、

「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
の
自
己
」
と
い
っ
た
馴
染
み
の
な
い
概
念
を
導
入
し
て
い

く
。
さ
っ
そ
く
出
口
哲
学

0

0

0

0

が
お
披
露
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
だ
け
で
な
く

人
間
観
に
つ
い
て
も
常
識
を
覆
さ
ん
と
す
る
本
書
は
哲
学
の
最
前
線
と
い
っ
た

様
相
で
あ
り
、
面
食
ら
い
つ
つ
も
興
味
を
惹
か
れ
る
こ
と
請
け
合
い
だ
。

＊

　

出
口
哲
学
の
中
核
を
な
す
「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
概
念
に
つ

い
て
説
明
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
行
為
も
自
分
一
人
で
は
で
き
な
い
と
い

う
点
に
注
目
し
、
行
為
の
主
体
を
「
わ
た
し
」
で
は
な
く
「
わ
れ
わ
れ
」
と
み

な
す
考
え
方
で
あ
る
。
自
転
車
に
乗
る
と
い
う
行
為
を
例
に
取
れ
ば
、
そ
こ
に

は
「
わ
た
し
」
以
外
に
も
自
転
車
や
道
路
と
い
っ
た
必
要
不
可
欠
な
存
在
が
お

り
、
そ
れ
ら
は
み
な
共
に
行
為
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
枠
組
み
へ
の
転
換
を
基
盤
と
し
て
、
よ
さ
／

悪
さ
、
責
任
、
権
利
、
道
徳
性
、
人
格
と
い
っ
た
概
念
も
「
わ
れ
わ
れ
」
仕
様

に
変
換
さ
れ
て
い
く
。
曰
く
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
け
る
悪
さ
と
は
排
外
と
内

部
へ
の
同
調
圧
力
か
ら
な
る
全
体
主
義
傾
向
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
を
含
む
メ

ン
バ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
反
対
の
「
よ
い
わ
れ
わ
れ
」
を
目
指
す
責
任
を

分
担
し
て
負
っ
て
い
る
の
だ
。
急
に
は
飲
み
込
み
難
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、

共
同
行
為
の
あ
り
方
を
価
値
観
の
ベ
ー
ス
に
置
く
こ
と
で
、
現
代
の
、
自
由
な

個
人
の
集
合
が
構
造
的
な
不
正
義
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
問
題
に
直
接
切

り
込
め
る
点
は
意
義
深
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
世
界
観
は
、

人
間
だ
け
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
員
で
あ
る
自
然
環
境
や
機
械
に
対

す
る
搾
取
に
も
待
っ
た
を
か
け
る
。
Ａ
Ｉ
は
奴
隷
で
は
な
く
共
冒
険
者
で
あ
る

と
い
う
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
、
更
に
未
来
の
Ａ
Ｉ
は
人
間
と
同
等
の
責
任
と
権

利
を
持
ち
う
る
と
主
張
す
る
点
に
、
本
書
の
特
異
性
が
あ
る
。

＊

　

個
人
主
義
に
慣
れ
き
っ
た
私
に
と
っ
て
、「
わ
た
し
」
が
能
力
を
行
使
し
て

「
わ
た
し
」
の
幸
福
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
思
考
は
自
然
な
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、「
わ
た
し
」
の
特
権
を
解
体
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
の
あ
り
方

を
真
剣
に
考
察
す
る
の
は
、
負
荷
が
高
く
、
苦
し
い
こ
と
で
さ
え
あ
っ
た
。
し

か
し
こ
の
人
間
観
の
大
転
換
の
先
に
、
本
書
の
最
後
に
論
じ
ら
れ
る
、
Ａ
Ｉ
と

親
友
に
だ
っ
て
な
り
う
る
世
界
観
が
あ
る
の
だ
と
思
う
と
、
そ
の
意
義
を
抜
き

に
し
て
も
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。
常
識
を
壊
す
の
は
い
つ
だ
っ
て
楽
し
い
！（�

朝
露 

）

�

（
二
〇
八
頁　

税
込
一
八
一
五
円　

7
月
刊
）

京
大
哲
学
講
義

Ａ
Ｉ
親
友
論

出
口
康
夫
著

徳
間
書
店
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―
―
本
日
は
お
忙
し
い
な
か
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
谷
崎
さ
ん
は
『
綴
葉
』
を

ご
存
知
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

山
尾
悠
子
さ
ん
翻
訳
の
『
白
い
果
実
』
の
書
評
を

『
綴
葉
』
で
書
い
た
の
が
、
私
の
文
章
が
初
め
て
活

字
に
な
っ
た
経
験
で
し
た
。
思
い
出
深
い
で
す
ね
。

―
―
そ
の
よ
う
な
出
会
い
が
あ
っ
た
と
は
光
栄
で

す
！　

と
こ
ろ
で
、
谷
崎
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
学
生

生
活
を
送
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

家
に
引
き
こ
も
っ
て
、
と
に
か
く
本
を
読
み
文
章

を
書
く
よ
う
な
生
活
で
し
た
。
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て

み
て
も
ど
う
も
人
付
き
合
い
が
う
ま
く
い
か
な
い
。

私
は
福
井
の
田
舎
の
高
校
出
身
な
の
で
す
が
、
入
学

す
る
と
浅
田
彰
と
か
を
普
通
に
読
ん
で
い
る
人
が
い

て
、
構
造
主
義
と
か
脱
構
築
と
か
「
何
そ
れ
」
と
。

受
験
勉
強
の
反
動
も
あ
っ
て
、
最
初
の
一
・
二
年
は

「
い
ろ
ん
な
も
の
を
吸
収
し
な
い
と
間
に
合
わ
な
い
」

「
学
校
の
勉
強
じ
ゃ
な
い
勉
強
を
し
な
い
と
い
け
な

い
」
と
い
う
焦
燥
感
や
劣
等
感
が
す
ご
く
あ
り
ま
し

た
ね
。
そ
の
辺
の
焦
り
は
デ
ビ
ュ
ー
作
の
『
舞
い
落

ち
る
村
』
に
も
書
い
た
の
で
す
が
、
他
の
人
は
自
分

よ
り
口
が
立
つ
し
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
い
て

頭
が
い
い
。
一
方
で
、
学
生
生
活
楽
し
も
う
！

と

い
う
の
ん
び
り
し
た
ノ
リ
も
共
有
で
き
な
い
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
で
は
そ
う
し
た
焦
燥
感
は
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

休
学
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
戻
っ
て
き
た
三
・
四
回

生
に
な
っ
て
よ
う
や
く
焦
り
が
消
え
て
き
ま
し
た
。

最
初
は
「
周
り
が
こ
れ
を
読
む
か
ら
読
ま
な
い
と
」

だ
っ
た
の
が
「
私
が
こ
れ
を
読
み
た
い
か
ら
読
む
ん

だ
」
に
。
二
回
生
の
時
に
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
を

読
ん
で
す
ご
い
面
白
い
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
周

り
は
誰
も
わ
か
っ
て
く
れ
な
く
て
（
笑
）。
で
も
自

分
を
取
り
戻
せ
て
か
ら
は
、
ち
ょ
っ
と
ず
つ
自
分
に

合
う
本
、
合
う
も
の
に
気
づ
き
は
じ
め
ま
し
た
。

◆

　
《
翻
訳
と
創
作
》

―
―
作
家
と
し
て
一
か
ら
書
く
一
方
で
、
既
に
あ
る

も
の
を
日
本
語
に
す
る
と
い
う
作
業
も
さ
れ
て
い
ま

す
。
翻
訳
は
解
釈
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
谷
崎
さ
ん
に

と
っ
て
「
翻
訳
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
す
か
。

　

確
か
に
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
一
か
ら
書

く
と
き
は
、
映
画
の
監
督
も
舞
台
美
術
も
役
者
も
全

部
自
分
で
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
翻
訳
の
場
合

は
す
で
に
脚
本
は
で
き
て
い
て
、
あ
と
は
演
じ
る
だ

け
。
演
じ
る
と
こ
ろ
に
全
力
を
ふ
れ
る
の
で
、
逆
に

思
い
切
り
言
葉
と
向
き
合
え
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か
な

と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
過
剰
解
釈

は
良
く
な
い
で
す
が
、
作
者
が
原
文
で
与
え
た
こ
の

言
葉
を
、
じ
ゃ
あ
あ
な
た
は
日
本
語
で
ど
う
す
る
？　

と
い
う
挑
戦
を
ど
う
返
す
か
み
た
い
な
楽
し
み
と
い

う
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
ご
自
身
が
「
創
作
」
と
し
て
書
く
こ
と
を
理
解

で
き
る
か
ら
こ
そ
、「
翻
訳
」
し
て
書
く
際
に
、
作

京大作家
インタビュー

〈特集〉〈特集〉 　多彩な京大出身の作家さんにお話を伺う「京大作家イン
タビュー」。
　第三弾は、小説家・翻訳家・近畿大学准教授と三つの顔
を持つ谷崎由依さんにお越しいただきました。
　幻想的で美しい文章、詩情豊かな語り、いくつもの言語
の味わい、女性性、植物、生きうみ出す苦しみ、歴史……。
谷崎さんの物語は静かに熱を帯びていて、導かれる我々は、
深い森を彷徨うよう、夜の海へ小舟で漕ぎ出すよう。
　物語を書く。物語を読み別の言語へ移す。物語を教える。
様々な角度から物語に向き合う谷崎さんの内側に迫ります。
� （�ひるね・黄丹・浅煎り ）
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者
が
厳
選
し
た
語
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
語
が
見
つ
か

ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
葛
藤
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
と
き
は
仕
方
が
な
い
の

で
、
言
葉
以
前
の
レ
ベ
ル
ま
で
分
解
し
ま
す
。
言
葉

の
レ
ベ
ル
で
訳
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
人
が
言
お
う

と
し
て
い
る
状
況
や
思
い
を
日
本
語
で
言
い
直
す
と

ど
う
な
る
の
か
な
と
。
や
り
す
ぎ
る
と
良
く
な
い
で

す
が
、
単
語
レ
ベ
ル
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
き
に

は
、
言
葉
か
ら
一
歩
下
が
っ
て
み
た
り
し
ま
す
ね
。

で
も
本
当
は
ね
、
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

言
葉
と
い
う
土
俵
の
上
で
や
り
と
り
す
る
の
が
正
し

い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
も
日
本

語
と
英
語
で
は
言
葉
同
士
の
領
域
を
区
切
る
も
の
が

一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
仕
方
な
い
の
か
な

と
は
思
っ
て
い
ま
す
ね
。

―
―
『
す
ば
る
』（
二
〇
一
九
年
一
月
号
）
の
鼎
談

で
翻
訳
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
た
「
他
者
の
言
葉
を
生

き
る
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
で
し
た
。
作
家
と
し

て
ご
自
身
の
言
葉
が
あ
る
中
で
、
翻
訳
も
す
る
と
い

う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

翻
訳
す
る
こ
と
で
自
分
の
中
が
豊
か
に
な
る
、
焼

畑
農
業
み
た
い
な
感
じ
と
い
う
か
。
そ
れ
ま
で
の
自

分
の
文
章
や
日
本
語
へ
の
こ
だ
わ
り
、
大
和
言
葉
が

好
き
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
意
識
し
て
作

っ
た
文
体
は
、
翻
訳
す
る
と
全
部
壊
さ
れ
て
翻
訳
文

体
で
訳
す
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
す
る
と
、
今
ま

で
あ
っ
た
文
体
が
全
部
燃
え
て
し
ま
っ
て
何
も
な
い

と
い
う
感
じ
に
な
る
ん
で
す
が
、
多
分
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
芽
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の

か
な
と
。
良
い
小
説
を
翻
訳
し
た
後
は
、
良
い
小
説

が
書
け
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
て
。『
遠
の

眠
り
の
』
を
書
く
前
は
『
地
下
鉄
道
』
を
訳
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
残
響
の
中
、
翻
訳
の
余
韻
の
中
で
書

く
と
、
ま
だ
そ
の
と
き
訳
し
た
小
説
の
エ
ッ
セ
ン
ス

が
自
分
の
中
に
残
っ
て
い
て
、
そ
の
養
分
が
あ
る
か

ら
、
書
く
力
が
ま
た
湧

い
て
く
る
み
た
い
な
の

は
あ
る
か
な
と
思
い
ま

す
。

◆

　
《
ひ
と
呼
吸
の
た
め
の
樹
・
命
の
循
環
へ
の
思
い
》

―
―
『
鏡
の
中
の
ア
ジ
ア
』
の
「
天
蓋
歩
行
」
や

『
藁
の
王
』
な
ど
谷
崎
さ
ん
の
ご
作
品
に
植
物
が
よ

く
登
場
す
る
理
由
を
伺
い
た
い
で
す
。

　

人
間
が
わ
か
ら
な
く
て
、
植
物
に
共
感
す
る
こ
と

が
あ
る
か
ら
か
な
。
特
に
「
天
蓋
歩
行
」
は
コ
ン
セ

プ
ト
が
「
人
間
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
ず
む
し
ろ
樹

に
近
い
人
間
の
視
点
で
書
こ
う
」
な
ん
で
す
。
そ
れ

っ
て
極
端
な
話
で
す
け
ど
、
人
間
の
こ
と
が
わ
か
ら

な
い
人
、
世
の
中
で
常
識
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
か

空
気
を
読
む
み
た
い
な
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
や
っ

ぱ
り
結
構
い
る
と
思
っ
て
い
て
。
私
も
あ
ん
ま
り
で

き
る
方
じ
ゃ
な
い
し
。
み
ん
な
常
識
だ
と
思
っ
て
疑

わ
ず
に
い
る
こ
と
が
疑
っ
て
み
る
と
実
は
面
白
か
っ

た
り
す
る
の
か
な
っ
て

い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
す

ね
、「
樹
」
と
い
う
風

に
し
た
の
は
。

―
―
「
天
蓋
歩
行
」
を
読
ん
だ
時
、
樹
に
近
い
視
点

に
気
持
ち
が
ゆ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
植
物
の
世
界
が

色
濃
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
人
間
と
し
て
の
生
き
づ

ら
さ
み
た
い
な
も
の
の
現
れ
な
の
か
な
と
考
え
な
が

ら
拝
読
し
ま
し
た
。

　
「
天
蓋
歩
行
」
を
読
ん
で
ほ
っ
と
し
て
い
た
だ
け

て
す
ご
く
嬉
し
い
で
す
。
福
井
は
樹
が
沢
山
生
え
て

い
て
、
高
校
時
代
は
桜
並
木
が
続
く
川
縁
を
歩
く
の

が
好
き
で
し
た
。
そ
こ
を
歩
い
て
帰
る
時
、
樹
を
見

て
い
る
と
自
分
の
中
の
何
か
が
少
し
回
復
す
る
気
が

し
て
。
あ
と
私
は
し
ん
ど
く
な
る
と
心
象
画
を
描
く

ん
で
す
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
樹
が
出
て
き
ま
す
。
樹

が
あ
っ
て
、
周
り
に
生
き
物
が
い
る
幻
想
画
な
ん
で

す
が
、
描
い
て
い
る
と
落
ち
着
き
ま
す
ね
。

―
―
「
天
蓋
歩
行
」
で
は
前
世
に
焦
点
が
当
っ
て
い

ま
す
。
谷
崎
さ
ん
の
死
生
観
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

あ
ま
り
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
こ

の
時
は
、
高
層
ビ
ル
と
樹
が
二
重
写
し
に
な
る
か
ら
、

ビ
ル
街
は
物
語
の
舞
台
で
あ
る
マ
レ
ー
シ
ア
に
か
つ

て
存
在
し
た
森
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
。
生
ま
れ
変
わ
り
の
話
も
深
く
考
え
ず
イ
メ

ー
ジ
で
書
い
て
た
ん
で
す
。
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こ
う
と
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
Ａ
4

に
二
・
三
枚
残
っ
て
い
た
だ
け
で
、
多
分
あ
ま
り
書

く
の
が
得
意
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
周
り
の
人
た
ち
は

す
ご
く
い
ろ
ん
な
思
い
を
持
っ
て
い
た
け
ど
も
、
そ

れ
を
文
字
に
し
な
い
人
た
ち
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
。

曽
祖
母
や
祖
父
の
世
界
と
物
語
は
、
自
分
が
幼
い
時

に
一
番
吸
収
し
て
き
た
お
話
な
の
で
そ
こ
が
身
近
で

あ
る
し
、
そ
れ
を
文
字
に
起
こ
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
は
ず
っ
と
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
書
こ
う
と
し
た
場
合
、
懐
か
し
さ
だ
け
を

書
く
こ
と
も
で
き
る
け
ど
、
ど
う
し
て
も
ど
こ
か
で

怒
り
や
不
公
平
、
不
均
衡
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
や

は
り
そ
れ
は
女
性
の
も
の
に
な
り
が
ち
で
、
私
自
身

が
抱
え
て
い
る
怒
り
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
完
全

な
主
義
主
張
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
と
思
い
ま
す
が
、

自
分
の
原
風
景
と
し
て
与
え
ら
れ
た
物
語
が
そ
ん
な

曽
祖
母
や
祖
父
の
物
語
で
、
断
片
的
な
言
葉
で
し
か

な
か
っ
た
か
ら
、
自
分
が
そ
の
な
か
に
入
っ
て
旅
し

て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
『
遠
の
眠
り
の
』
は
書

い
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
ね
。
自
分
に
と
っ

て
の
懐
か
し
さ
の
源

泉
を
ち
ゃ
ん
と
知
り

た
い
、
と
。

―
―
『
遠
の
眠
り
の
』
や
『
囚
わ
れ
の
島
』
に
は
、

虐
げ
ら
れ
た
人
々
が
国
籍
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
超
え
て

繋
が
る
可
能
性
や
、
単
純
な
一
枚
岩
の
シ
ス
タ
ー
フ

ッ
ド
に
回
収
さ
れ
な
い
よ
う
な
連
帯
の
あ
り
方
が
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
に
は
回
収
し
き
れ
な
い
け
ど
連

帯
し
な
い
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
け
ど
も
連
帯
し

き
れ
な
い
、
と
い
う
微
妙
さ
は
す
ご
く
感
じ
る
し
、

そ
れ
は
ひ
と
つ
書
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
す
ね
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
方
と
都
市
の
格
差
に
つ
い
て

い
え
ば
、
東
京
や
都
市
部
に
い
て
声
を
上
げ
て
い
る

女
性
た
ち
に
は
も
ち
ろ
ん
す
ご
く
賛
同
す
る
し
、
出

来
る
こ
と
か
ら
し
て
い
く
こ
と
は
大
事
で
す
。
一
方

で
、
そ
れ
は
福
井
に
い
る
地
元
の
友
人
た
ち
や
少
し

上
の
世
代
の
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
響
く
の
だ
ろ

う
？　

私
た
ち
が
生
ま
れ
た
土
地
の
こ
の
状
況
は
見

え
て
る
？　

と
。
そ
こ
が
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
、
本

当
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
達
成
さ
れ
た
と
は
や
は
り
言

え
な
い
。
そ
う
し
た
怒
り
は
私
の
ど
こ
か
に
ず
っ
と

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
そ
う
し
た
経
験
を
事
実
と
し
て
見
据
え
る
こ
と

と
、
そ
れ
を
物
語
に
す
る
こ
と
。
こ
の
両
者
の
距
離

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
距
離
感
は
こ
の
一
〇
年
一
五
年
で
す
ご
く
変

わ
っ
た
な
と
感
じ
ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
話
を
す

る
と
、
当
事
者
性
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
重
要
視
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。「
作
者
は
死
ん
だ
」
み
た
い
な

話
で
す
よ
ね
。
で
も
今
は
す
ご
く
当
事
者
性
と
い
う

も
の
が
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
て
。
私
が
二
〇
歳

前
後
の
頃
は
潔
癖
症
的
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、

　

幼
い
頃
両
親
が
共
働
き
で
、
曽
祖
母
と
家
に
二
人

で
、
地
獄
と
極
楽
と
か
輪
廻
転
生
の
話
を
ず
っ
と
聞

か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
何
年
か
前
に
祖
父
母
が
他
界

し
、
娘
を
連
れ
て
帰
省
し
た
ん
で
す
。
す
る
と
、

「
な
ん
で
な
ん
で
期
」
の
娘
が
全
部
な
ん
で
、
ど
う

し
て
っ
て
聞
く
ん
で
す
。
ど
う
し
て
お
墓
に
行
く
の
、

ど
う
し
て
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
帰
っ
て
く
る
の
、
ど
う
し
て
魂
だ
け
帰
っ
て
く

る
の
、
み
た
い
に
。
延
々
問
答
し
て
る
内
に
、
自
分

で
も
そ
う
な
ん
か
な
、
ほ
ん
ま
に
そ
う
思
っ
て
る
ん

か
な
っ
て
。
家
族
が
死
ん
だ
り
生
ま
れ
た
り
し
た
経

験
が
な
い
頃
は
そ
う
い
う
考
え
方
っ
て
い
う
知
識
し

か
な
か
っ
た
け
ど
、
実
際
に
経
験
す
る
と
ほ
ん
ま
に

そ
う
な
ん
か
な
っ
て
思
っ
て
る
自
分
が
ど
こ
か
に
い

て
。
聞
か
さ
れ
て
き
た
文
化
っ
て
い
う
の
は
染
み
つ

い
て
る
ん
か
な
っ
て
い
う
気
は
し
ま
す
ね
。
文
化
に

は
頭
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
か
な
っ
て

思
い
ま
す
。

◆

　
《
女
性
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
抑
圧
と
連
帯
》

―
―
谷
崎
さ
ん
の
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
女
性

や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
抑
圧
、
そ
れ
に
対
す
る

抵
抗
や
連
帯
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

虐
げ
ら
れ
た
名
も
な
き
人
々
に
つ
い
て
の
物
語
は
、

ど
の
よ
う
な
思
い
で
書
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

曽
祖
母
や
祖
父
が
昔
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
の

が
す
ご
い
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
祖
父
は
自
伝
を
書
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今
で
あ
れ
ば
「
ほ
ん
と
の
こ
と
を
お
話
に
し
て
し
ま

っ
た
」
こ
と
で
自
責
の
念
に
囚
わ
れ
て
書
か
な
く
な

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
。
私
も
曽

祖
母
や
祖
父
の
こ
と
、
福
井
の
そ
の
時
代
の
こ
と
を

書
き
た
い
と
思
う
一
方
で
、
当
人
に
と
っ
て
は
そ
れ

は
嫌
で
は
な
い
か
と
も
思
う
わ
け
で
す
。
で
も
そ
れ

は
、
当
事
者
の
方
が
嫌
だ
と
思
う
か
ど
う
か
だ
け
で

は
な
く
、
倫
理
や
小
説
に
対
す
る
姿
勢
の
話
で
も
あ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

多
分
私
が
最
初
に
幻
想
文
学
し
か
書
け
な
か
っ
た

の
は
そ
こ
だ
と
思
う
ん
で
す
、
本
当
は
ね
。
話
が
い

き
な
り
変
わ
り
ま
す
が
『
ゲ
ー
ム
・
オ
ブ
・
ス
ロ
ー

ン
ズ
』
と
か
好
き
な
ん
で
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
中

で
こ
れ
は
現
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
言
う
と
、
な
ん

で
も
書
け
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
本
当
の
こ
と
じ
ゃ

な
け
れ
ば
責
任
も
生
じ
な
い
し
、
私
が
一
人
で
遊
ん

で
い
る
だ
け
だ
か
ら
誰
に
も
迷
惑
か
け
な
い
。
で
も

こ
れ
は
現
実
と
地
続
き
で
す
よ
と
言
っ
た
途
端
に
、

も
の
す
ご
く
き
ち
ん
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
多
分
、
学
生
時
代
の
私
が
す
ご
い
口
下
手
で
、

何
か
を
説
明
す
る
の
に
も
つ
れ
て
し
ま
う
人
間
だ
っ

た
か
ら
。
だ
か
ら
最
初
は
本
当
に
現
実
と
続
い
て
い

る
も
の
を
全
く
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
学
と
か

も
や
り
た
か
っ
た
一
方
で
、
幻
想
文
学
の
側
に
い
る

限
り
自
分
は
安
心
だ
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
で
も

そ
の
二
つ
の
核
は
表
裏
一
体
で
。

　

現
実
に
立
ち
向
か
う
こ
と
の
責
任
の
重
大
さ
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
の
が
変
化
し
て
き

た
の
は
、
世
の
中
の
流
れ
と
い
う
よ
り
も
『
地
下
鉄

道
』
を
訳
し
た
こ
と
の
方
が
大
き
い
か
な
。『
地
下

鉄
道
』
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ん
だ
け
ど
も
、
現
実
を

書
い
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
私
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や

幻
想
文
学
を
好
き
だ
っ
た
の
は
、
誰
を
傷
つ
け
る
こ

と
も
な
い
の
に
現
実
の
残
酷
さ
を
鏡
の
よ
う
に
映
す

こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
で
も
『
地
下
鉄
道
』
を
訳
し

た
と
き
に
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
か
ス
ト
レ
ン
ジ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
は
も
う
こ
こ
ま
で
き
た
ん
だ
。
現
実
ギ

リ
ギ
リ
ま
で
近
い
と
こ
ろ
に
鏡
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
ん
だ
」
と
思
っ
て
。『
遠
の
眠
り
の
』
は
歴
史
小

説
と
し
て
読
ま
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
私
は
歴
史
か

ら
で
は
な
く
、
幻
想
の
な
か
に
歴
史
を
ち
ょ
っ
と
取

り
入
れ
て
い
る
。
普
通
の
歴
史
小
説
と
は
少
し
ア
プ

ロ
ー
チ
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◆

　
《
読
む
と
い
う
こ
と
》

―
―
「
書
く
こ
と
」
に
対
し
て
「
読
む
こ
と
」
に
つ

い
て
は
、
前
述
の
鼎
談
に
お
い
て
「
わ
か
ら
な
さ
」

と
の
対
峙
と
い
う
視
点
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
、
哲
学
科
出
身
の
方
の
小
説
を
読
ん
で
い
て
、

「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
ず
っ
と
対
峙
し
て

き
た
人
の
文
体
だ
な
と
感
じ
ま
す
。
思
考
の
中
に
幅

が
あ
る
と
い
う
か
、
文
章
の
懐
の
中
に
と
て
も
た
く

さ
ん
の
時
間
が
入
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
を

受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
に
そ
う
い
う

ポ
ケ
ッ
ト
が
で
き
て
い
く
。
そ
し
て
、
危
機
に
立
た

さ
れ
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
「
わ
か
ら
な
さ
」
に
接

し
て
き
た
経
験
が
な
に
か
の
足
し
に
な
る
の
か
な
。

　

わ
か
ら
な
い
ま
ま
読
ん
で
い
た
も
の
っ
て
、
自
分

の
中
で
地
層
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
気
は
し
ま
す
。

「
わ
か
る
」
だ
け
で
流
れ
て
い
く
と
、
雨
が
降
っ
た

ら
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
地
盤
し
か
で
き
な

い
よ
う
な
。
大
学
の
授
業
で
読
む
テ
キ
ス
ト
と
か
わ

か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
一
時
間
に
数
行
し
か
進
ま
な

い
。
で
も
結
局
は
ね
、
そ
れ
が
大
事
だ
っ
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

―
―
私
た
ち
大
学
生
は
、
ど
ん
な
本
を
読
ん
だ
ら
よ

い
で
し
ょ
う
か
。

　

や
っ
ぱ
り
古
典
か
な
。
自
分
の
専
門
に
か
か
わ
ら

ず
、
名
作
と
言
わ
れ
る
も
の
に
一
通
り
目
を
通
し
て

ほ
し
い
。
多
分
み
ん
な
自
分
が
何
者
か
ま
だ
わ
か
っ

て
い
な
い
と
思
う
の
で
、
何
で
も
い
い
か
ら
幅
広
く
。

で
も
、
ま
ず
読
ん
だ
ら
い
い
と
思
う
の
は
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
。
結
構
笑
え
る
し
、
二
〇
歳
く
ら
い
の
テ

ン
シ
ョ
ン
に
も
合
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
サ
リ
ン

ジ
ャ
ー
も
是
非
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

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

願
い
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
な
ん
で
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
。
な

の
で
大
丈
夫
。
こ
れ
は
京
大
生
だ
っ
た
頃
の
自
分
に

向
け
た
言
葉
か
な
。

�

（�

聞
き
手
：
ひ
る
ね
・
黄
丹
・
浅
煎
り 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

地
球
に
じ
い
ろ
図
鑑

鉱
物
×
日
本
の
伝
統
色茜

灯
里
著

化
学
同
人

　

ジ
ェ
ダ
イ
ト
（
翡
翠

輝
石
）、
青
竹
色
、
ヤ

ネ
バ
ン
ダ
イ
ソ
ウ
、
カ

ワ
セ
ミ
。
こ
れ
が
一
ペ

ー
ジ
に
詰
ま
っ
て
い
る
図
鑑
は
何
の
図
鑑
で
し
ょ
う
？

　

本
書
『
地
球
に
じ
い
ろ
図
鑑
』
は
、
様
々
な
鉱
物

の
歴
史
、
名
前
の
由
来
、
化
学
組
成
に
屈
折
率
、
モ

ー
ス
硬
度
な
ど
を
網
羅
し
て
い
る
れ
っ
き
と
し
た
鉱

物
図
鑑
だ
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
テ

ー
マ
と
し
て
日
本
の
伝
統
色
を
取
り
上
げ
、
虹
の
七

色
＋
無
彩
色
の
順
に
一
一
五
種
の
色
と
鉱
石
を
配
列

し
て
い
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、
各
ペ
ー
ジ
に

は
似
た
色
の
植
物
と
動
物
の
写
真
も
併
せ
て
掲
載
。

学
習
図
鑑
と
は
一
味
違
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
だ
。

　

図
鑑
ら
し
い
Ａ
4
判
で
は
な
く
、
ソ
フ
ト
カ
バ
ー

の
Ａ
5
判
で
製
本
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
色
彩
の

美
し
さ
を
気
軽
に
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
意
図
が

感
じ
ら
れ
る
。
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
、
目
に
飛
び

込
ん
だ
鉱
石
を
読
み
込
む
の
も
い
い
。
見
事
に
表
現

さ
れ
た
伝
統
色
の
語
彙
に
嘆
息
す
る
の
も
い
い
。
動

一
泊
な
の
に
こ
の
荷
物
！

本
上
ま
な
み
／
澤
田
康
彦
著

ミ
シ
マ
社

　
「
こ
の
へ
ん
て
こ
な

タ
イ
ト
ル
は
、
出
か
け

る
支
度
を
す
る
た
び
ト

ラ
ン
ク
や
リ
ュ
ッ
ク
が

ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
が
家
の
あ
り
方

の
象
徴
」。
本
作
は
俳
優
・
本
上
さ
ん
と
編
集
者
・

澤
田
さ
ん
ご
夫
婦
の
共
著
。「
し
ゅ
っ
と
し
た
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
に
！
」
と
願
い
つ
つ
、
実
際
は
「
ス
マ

ー
ト
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
っ
さ
り
感
」
と
語
る
お
二
人

に
、
荷
物
多
い
民
の
私
は
き
ゅ
っ
と
心
掴
ま
れ
る
。

　

お
二
人
が
同
じ
テ
ー
マ
で
エ
ッ
セ
イ
を
綴
る
本
作
。

「
同
じ
も
の
を
食
べ
て
い
て
も
同
じ
人
間
に
は
な
ら

な
い
っ
て
こ
と
を
再
認
識
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

お
二
人
の
個
性
が
際
立
つ
。
天
真
爛
漫
で
力
強
く
輝

く
生
命
力
が
眩
し
い
本
上
さ
ん
と
、
ひ
ね
た
書
き
ぶ

り
で
も
家
族
愛
と
可
愛
ら
し
さ
が
隠
し
き
れ
な
い
澤

田
さ
ん
。
ち
び
ま
る
・
お
や
び
ん
と
呼
び
合
う
お
二

人
に
口
元
は
緩
み
っ
ぱ
な
し
。
そ
し
て
お
子
さ
ん
達

も
や
っ
ぱ
り
素
敵
な
味
を
お
持
ち
。
中
学
生
の
娘
さ

ん
は
筋
金
入
り
の
ロ
ン
グ
ス
リ
ー
パ
ー
。「
さ
む
猫
」

な
の
に
お
父
さ
ん
に
湯
た
ん
ぽ
を
譲
る
心
優
し
い
の

ん
び
り
屋
さ
ん
。
六
歳
差
の
息
子
さ
ん
は
現
在
荒
ぶ

り
中
で
一
人
称
「
ぼ
か
ぁ
」、
で
も
お
布
団
で
「
し
ろ

ぼ
ん
（
大
事
に
し
て
い
る
ア
ザ
ラ
シ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
）

の
お
話
」
を
お
母
さ
ん
に
ね
だ
る
。
愛
ら
し
い
…
…
。

　

ご
一
家
は
加
茂
川
で
、「
お
か
あ
さ
ん
体
操
」（
他

人
の
振
り
し
て
眺
め
る
澤
田
さ
ん
曰
く
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
を

呼
ん
で
る
よ
う
」）
を
す
る
。
翌
年
は
「
に
せ
ラ
ク

ロ
ス
」。
季
節
は
巡
り
、
モ
ル
ッ
ク
。
時
は
進
み
、
ド

タ
バ
タ
楽
し
い
日
々
は
帰
ら
ぬ
数
頁
の
鮮
や
か
な
記

憶
と
な
る
。
切
な
い
け
れ
ど
、
続
く
未
来
も
き
っ
と
、

笑
顔
溢
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
き
ら
き
ら
光
る
川
面

を
想
い
な
が
ら
、
自
ら
の
六
年
の
京
都
暮
ら
し
を
重

ね
な
が
ら
、
願
い
を
込
め
て
筆
を
置
く
。�

（�

黄
丹 

）

�

（
二
二
四
頁　

税
込
一
九
八
〇
円　

4
月
刊
）

植
物
だ
け
眺
め
た
っ
て
い
い
。
そ
ん
な
本
だ
。

　

た
だ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
本
書
特
有
の
欠
点
も
あ
る
。

個
別
解
説
と
コ
ラ
ム
で
知
識
は
身
に
つ
く
が
、
色
順

で
あ
る
以
上
、
鉱
物
を
系
統
立
て
て
学
び
た
い
人
に

は
向
か
な
い
。
例
え
ば
、
レ
ッ
ド
・
ベ
リ
ル
の
解
説

で
、
エ
メ
ラ
ル
ド
と
ア
ク
ア
マ
リ
ン
も
同
じ
ベ
リ
ル

の
一
種
で
あ
る
と
知
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
バ
ラ
バ
ラ

の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
色

の
世
界
で
遊
ば
ん
と
本
書
を
開
く
な
ら
ば
、
索
引
を

使
っ
て
赤
の
章
か
ら
緑
の
章
、
更
に
青
の
章
へ
と
旅

行
す
る
こ
と
も
一
つ
の
楽
し
み
と
な
る
。
自
由
な
気

持
ち
で
、
気
に
な
る
色
か
ら
ご
堪
能
あ
れ
。（�

朝
露 

）

�

（
一
六
二
頁　

税
込
一
八
七
〇
円　

7
月
刊
）
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リ
ボ
ル
バ
ー

原
田
マ
ハ
著

幻
冬
舎
文
庫

　
「
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ

は
殺
さ
れ
た
の
よ
。
ゴ

ー
ギ
ャ
ン
に
。
―
―
あ

の
リ
ボ
ル
バ
ー
で
撃
ち

抜
か
れ
て
」

　

パ
リ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
会
社
に
持
ち
込
ま
れ
た
一

丁
の
リ
ボ
ル
バ
ー
。
俄
に
は
信
じ
が
た
い
「
い
わ

く
」
の
追
求
に
、
社
員
の
タ
カ
ト
ウ
・
サ
エ
が
挑
む
。

彼
女
は
単
な
る
社
員
で
は
な
く
、
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ギ

ャ
ン
の
研
究
者
で
も
あ
る
の
だ
。〈
ブ
ツ
〉
を
持
ち

込
ん
だ
女
は
、
そ
れ
を
彼
女
の
母
か
ら
受
け
継
い
だ

と
い
う
。
な
ぜ
母
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
の
か
？　

二
人
の
画
家
と
の
関
係
は
？

　

研
究
者
と
し
て
〈
ゴ
ッ
ホ
他
殺
説
〉
は
認
め
難
い
。

一
方
で
女
の
話
に
強
烈
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
自
分
が

い
る
―
―
サ
エ
は
葛
藤
す
る
。
ゴ
ッ
ホ
は
ゴ
ー
ギ
ャ

ン
と
共
同
生
活
を
し
た
も
の
の
、「
耳
切
事
件
」
に

よ
り
離
別
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
精
神
を
病
み
、
ピ

ス
ト
ル
で
自
殺
し
た
―
―
そ
れ
が
「
史
実
」
だ
。
し

か
し
「
事
実
」
は
ど
う
だ
ろ
う
？　

彼
が
自
殺
を
図

っ
た
現
場
は
誰
も
目
撃
し
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

も
し
か
し
た
ら
、
い
や
そ
ん
な
は
ず
は
…
…

　

ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
二

人
だ
が
、
そ
の
生
涯
ま
で
知
る
者
は
多
く
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
書
の
内
容
は

「
も
し
か
す
る
ぞ
」
と
読
者
を
掴
ん
で
離
さ
な
い
。

本
書
で
は
サ
エ
の
生
き
る
現
代
と
ゴ
ッ
ホ
ら
の
生
き

た
過
去
が
描
か
れ
る
。
無
関
係
に
見
え
る
二
つ
の
時

間
軸
が
い
か
に
重
な
る
の
か
、
そ
こ
が
本
書
の
見
ど

こ
ろ
だ
。
ア
ー
ト
に
関
心
が
な
く
て
も
大
丈
夫
。

　
「
ミ
ス
テ
リ
」
と
し
て
も
本
書
は
十
二
分
に
読
み

応
え
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、

そ
し
て
リ
ボ
ル
バ
ー
―
―
。
本
書
を
片
手
に
、
そ
の

真
実
を
撃
ち
抜
け
。�

（�

投
稿
・
不
登
校 

）

�

（
三
五
六
頁　

税
込
七
三
七
円　

7
月
刊
）

　

短
歌
は
敷
居
が
高
い
。

そ
ん
な
固
定
観
念
を
打

ち
破
る
べ
く
創
刊
さ
れ

た
の
が
『
現
代
短
歌
パ

ス
ポ
ー
ト
』
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
価
格
を
抑
え
る
、

持
ち
運
び
し
や
す
い
大
き
さ
に
す
る
、
ポ
ッ
プ
な
絵

を
表
紙
に
す
る
な
ど
、
若
者
が
手
に
取
り
や
す
い
よ

う
工
夫
を
凝
ら
す
。
本
作
は
気
鋭
の
一
〇
歌
人
に
よ

る
歌
が
収
録
さ
れ
た
、
記
念
す
べ
き
シ
リ
ー
ズ
第
一

作
だ
。
中
で
も
私
が
気
に
入
っ
た
の
は
次
の
二
首
。

　
〈
シ
ュ
ガ
ー
ポ
ッ
ト
の
シ
ュ
ガ
ー
し
ら
し
ら　

あ

げ
た
い
な　

心
当
た
り
の
当
た
り
の
部
分
〉
榊
原
紘

　

歌
人
・
穂
村
弘
は
、
繰
り
返
し
を
用
い
る
近
年
の

歌
か
ら
は
、
詠
み
手
が
「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
回
路
」
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
と
い
う
。
実
際
、
こ
の
歌
か
ら
も
心
当
た
り
の
あ

る
何
か
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
他
者
と
繋
が
る
術

を
探
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
特
に
「
あ
げ
た
い

な
」
か
ら
相
手
が
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
カ
ッ
プ
へ
と
注
ぐ
ミ
ル
ク
の
一
筋
を
生
活
の
背

骨
と
思
う
ほ
ど
〉 

谷
川
電
話

　

こ
の
歌
を
目
に
し
た
時
、
毎
日
高
所
か
ら
牛
乳
を

注
ぐ
人
の
絵
が
即
座
に
浮
か
ん
だ
。
端
的
に
情
景
を

表
す
表
現
力
は
圧
巻
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ

き
は
「
背
骨
」
の
句
ま
た
が
り
だ
。
こ
の
単
語
が
接

着
剤
と
な
り
、
四
句
と
結
句
が
強
固
に
結
び
つ
く
。

ま
さ
に
背
骨
が
身
体
を
支
え
る
か
の
よ
う
に
歌
を
支

え
る
。
鳥
肌
が
立
つ
ほ
ど
感
動
し
た
。

　

二
首
の
み
の
紹
介
と
な
っ
た
が
、
ど
の
歌
も
題
材

が
身
近
な
せ
い
か
、
日
常
を
そ
ん
な
風
に
切
り
取
れ

る
の
か
！
と
い
う
驚
き
に
満
ち
て
い
る
。
ぜ
ひ
ご
自

分
の
目
で
確
か
め
て
ほ
し
い
。
シ
リ
ー
ズ
二
作
目
へ

の
期
待
が
早
く
も
高
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。�

（�

前
髪 

）

�

（
一
一
二
頁　

税
込
一
一
〇
〇
円　

5
月
刊
）

現
代
短
歌
パ
ス
ポ
ー
ト
１

シ
ュ
ガ
ー
し
ら
し
ら
号

榊
原
紘
／
そ
の
他
９
人
著

書
肆
侃
侃
房
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日
台
万
華
鏡

台
湾
と
日
本
の
あ
い
だ
で

考
え
た栖来

ひ
か
り
著　

書
肆
侃
侃
房

　
「
普
通
話
は
（
中
国
）

大
陸
の
言
い
方
で
、
台

湾
で
は
北
京
語
と
言
う

ね
。
台
湾
で
一
般
的
に

使
用
さ
れ
る
の
は
台
湾
華
語
」。
台
湾
人
に
こ
う
言

わ
れ
、「
普
通
話
」
と
発
言
し
た
己
の
失
礼
さ
を
反

省
し
て
い
た
折
、
台
湾
と
日
本
が
主
題
の
装
丁
が
一

際
美
し
い
本
と
出
会
っ
た
。そ
れ
が
本
エ
ッ
セ
ー
集
だ
。

　

著
者
は
山
口
県
出
身
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
卒
、

現
在
台
湾
在
住
の
栖
来
ひ
か
り
氏
だ
。
五
部
（
社
会
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
日
台
文
化
比
較
、
歴
史
交
錯
、
映

画
・
ア
ー
ト
・
本
）、
全
三
三
項
目
で
構
成
さ
れ
る
。

特
に
、
三
番
目
の
項
目
に
記
さ
れ
た
台
湾
原
住
民
タ

イ
ヤ
ル
族
の
方
と
の
や
り
取
り
に
私
は
啓
発
さ
れ
た
。

　

台
湾
華
語
話
者
が
発
音
し
や
す
い
よ
う
に
本
名
の

「
ひ
か
り
」
で
は
な
く
「
光
子
（
グ
ァ
ン
・
ズ
）」
と

名
乗
っ
た
著
者
に
、
タ
イ
ヤ
ル
族
の
方
は
「
本
当
の

名
前
の
読
み
方
を
教
え
て
」
と
言
っ
た
そ
う
だ
。
そ

の
時
に
著
者
は
自
分
の
名
前
や
言
葉
を
奪
わ
れ
た
こ

と
が
な
い
と
気
づ
い
た
。
実
は
、
私
は
英
語
圏
に
留

学
中
、
発
音
を
巡
り
自
分
の
名
前
の
読
み
方
を
変
え

る
か
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
悩
み
は
同
化
の
問

ふ
つ
う
の
相
談

東
畑
開
人
著

金
剛
出
版

　

私
は
“
ふ
つ
う
”
が

い
ま
い
ち
分
か
ら
ず
、

日
々
の
生
活
の
中
で

「
ふ
つ
う
に
し
て
」
と

親
か
ら
叱
ら
れ
て
き
た
。
卒
業
式
で
何
の
感
慨
も
な

く
無
表
情
で
い
た
時
も
、「
ふ
つ
う
に
喜
ん
で
」
と
。

社
会
に
適
合
す
る
た
め
、
そ
ろ
そ
ろ
“
ふ
つ
う
”
を

学
ば
ね
ば
と
思
い
、
本
書
を
手
に
取
っ
た
。

　

本
書
に
お
け
る
「
ふ
つ
う
」
が
意
味
す
る
の
は
、

あ
り
ふ
れ
た
、
素
人
の
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

臨
床
心
理
学
に
は
様
々
な
理
論
が
あ
り
、
人
間
が
い

か
に
病
み
、
い
か
に
癒
さ
れ
る
か
と
い
う
物
語
を
編

ん
で
き
た
。
臨
床
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
に

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
応
じ
て
修
正
を
加
え
た
も
の
を
用

い
て
、
対
人
支
援
を
行
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
理
論

は
非
常
に
強
固
で
あ
り
、
一
貫
性
を
持
つ
が
、
普
遍

性
を
求
め
る
あ
ま
り
社
会
的
条
件
を
捨
象
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
専
門
性
を
持
た
な
い
素
人
的
な
相
談
が

持
つ
価
値
は
、
理
論
か
ら
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
著

者
の
狙
い
は
、局
所
的
で
多
様
な
「
ふ
つ
う
の
相
談
」

を
貫
く
一
般
的
な
構
造
を
見
つ
け
出
し
、「
ふ
つ
う

の
相
談
」
に
主
軸
を
置
い
た
理
論
的
枠
組
み
を
描
く

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
図
こ
そ
、
臨
床
心
理
学
に
お

け
る
素
人
性
と
専
門
性
の
関
係
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う

な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
一
般
理
論
、「
臨
床
学
」
で
あ
る
。

　

期
待
し
て
い
た
“
ふ
つ
う
”
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
複
雑
さ
に
負
け
ず
局

所
的
な
「
ふ
つ
う
」
に
還
元
し
、「
ふ
つ
う
」
を
純

化
し
て
い
く
こ
と
で
専
門
知
が
得
ら
れ
る
と
い
う
視

点
の
逆
転
に
よ
っ
て
、
純
化
さ
れ
た
理
論
と
複
雑
な

社
会
を
接
続
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
衝
撃
的
な
も
の

だ
っ
た
。
抽
象
的
な
数
学
と
、
現
実
に
対
峙
し
て
い

る
物
理
や
工
学
と
の
関
係
に
類
似
し
て
お
り
、
社
会

で
数
学
を
活
か
す
一
助
と
な
る
気
が
し
た
。�

（�

筏 

）

�

（
二
〇
〇
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

8
月
刊
）

題
だ
っ
た
の
か
と
著
者
の
気
づ
き
を
読
ん
で
理
解
し

た
。
こ
の
問
題
は
台
湾
以
外
に
も
、
日
本
語
が
優
勢

の
日
本
を
は
じ
め
世
界
中
で
起
き
て
い
る
。
少
数
派

の
言
語
に
考
え
を
巡
ら
せ
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

　

そ
の
他
、
台
湾
と
比
較
し
た
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

問
題
、
戦
時
中
・
戦
後
の
日
本
と
の
関
係
、
中
国
大

陸
か
ら
の
資
本
流
入
等
ト
ピ
ッ
ク
は
多
岐
に
わ
た
る
。

こ
れ
ら
が
台
湾
と
日
本
の
あ
い
だ
の
視
点
か
ら
描
か

れ
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
だ
。
無
知
に
よ
っ
て
誰

か
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
は
ま
ず
知
識
が
必
要
だ
。

本
書
は
専
門
書
で
は
な
く
エ
ッ
セ
ー
集
だ
が
、
得
る

べ
き
知
識
は
た
っ
ぷ
り
詰
ま
っ
て
い
る
。�

（�

前
髪 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
一
七
六
〇
円　

5
月
刊
）
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批
評
理
論
を 

学
ぶ
人
の
た
め
に

小
倉
孝
誠
編

世
界
思
想
社

　

十
月
―
―
文
系
学
生

た
ち
の
間
で
「
卒
業
論

文
」
と
い
う
言
葉
を
耳

に
す
る
季
節
が
来
た
。

評
者
の
経
験
か
ら
言
え
る
の
は
、
早
め
の
取
り
か
か

り
が
何
よ
り
も
大
事
、
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
あ
、
こ

れ
を
聞
い
て
や
る
気
に
な
っ
た
二
・
三
回
生
の
皆
さ

ん
に
（
そ
し
て
、
今
に
な
っ
て
焦
っ
て
い
る
四
回
生

の
皆
さ
ん
に
も
）、是
非
と
も
本
書
を
お
薦
め
し
た
い
。

　

文
学
批
評
理
論
を
学
ぶ
理
由
は
シ
ン
プ
ル
だ
。

「
漠
然
と
し
た
感
想
文
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
作
品

の
構
造
や
、
テ
ー
マ
や
、
世
界
観
を
分
析
し
、
整
合

的
な
議
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
解
釈
で
あ
り
、
批
評

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
感
想
か
ら
解
釈
へ
、

感
動
か
ら
批
評
へ
と
飛
躍
す
る
に
は
一
定
の
方
法
が

必
要
に
な
る
」。
興
味
を
持
っ
た
作
家
を
ど
の
角
度

か
ら
見
つ
め
、
ど
う
掘
り
下
げ
て
い
く
の
か
。
批
評

理
論
と
は
、
凝
り
固
ま
っ
た
作
品
の
読
み
に
風
穴
を

開
け
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
こ
の
道
具
を
使
い
こ

な
そ
う
と
す
る
意
識
の
有
無
に
よ
っ
て
、
レ
ポ
ー
ト

や
卒
論
の
学
術
的
価
値
は
格
段
に
変
わ
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
教
科
書
的
に
学
ん
だ
だ
け
で
は
、
理

論
を
用
い
て
文
学
を
読
む
こ
と
は
難
し
い
。
こ
う
し

た
憂
慮
に
対
し
、
本
書
は
、
理
論
を
援
用
し
た
作
品

解
釈
の
具
体
例
を
示
す
こ
と
で
、
文
学
作
品
と
の
新

た
な
向
き
合
い
方
と
そ
れ
に
伴
う
「
お
も
し
ろ
さ
」

を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。
他
方
、
現
在
で
も
混
同
さ

れ
が
ち
な
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
」
と
「
ジ
ェ
ン
ダ

ー
批
評
」
を
明
瞭
に
論
じ
分
け
て
い
る
ほ
か
に
、
日

本
で
は
認
知
度
の
低
い
最
先
端
の
理
論
を
も
紹
介
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
実
践
性
と
先
進
性
こ
そ
が
本
書

の
肝
と
言
え
る
。

　

理
論
は
道
具
だ
。
道
具
の
正
し
い
使
用
法
を
知
る

こ
と
は
、
必
ず
あ
な
た
の
助
け
と
な
る
。（�

は
ら
ん 

）

�

（
三
二
〇
頁　

税
込
二
八
六
〇
円　

4
月
刊
）

　

人
類
学
者
テ
ィ
ム
・

イ
ン
ゴ
ル
ド
。
そ
の
影

響
は
人
類
学
に
は
収
ま

り
き
ら
ず
、
今
や
現
代

を
代
表
す
る
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

本
書
で
は
、「
内
側
か
ら
知
る
こ
とknowing�from

�
the�inside

」
と
題
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
彼
が

執
筆
し
た
ア
ー
ト
批
評
を
中
心
に
、
エ
ッ
セ
イ
、
寓
話
、

詩
と
い
っ
た
様
々
な
形
式
の
文
章
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
火
、
樹
木
、
山
、
飛
行
、
地
面
、
時
間
、
石
、

絶
滅
、
線
、
糸
、
言
葉
、
手
書
き
、
頭
字
語
、
色
、

二
七
篇
の
流
れ
る
よ
う
な
文
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
と
呼
応
し
、
深
い
思
索
へ
と
入
り
込
ん
で
い
く
。

　
「
招
待
」
と
題
さ
れ
た
章
か
ら
本
書
は
は
じ
ま
る
。

こ
の
短
い
論
考
は
柔
ら
か
く
語
り
か
け
て
く
る
文
体

な
が
ら
、
力
強
く
読
者
を
引
き
込
む
。
こ
こ
で
イ
ン

ゴ
ル
ド
は
、
本
書
に
通
底
す
る
思
想
、
応

コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
答
と
い

う
世
界
へ
の
向
き
合
い
方
を
導
入
す
る
。
世
界
を
外

側
か
ら
言
葉
で
切
り
分
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
モ
ノ
が
絶
え
ず
変
化
す
る
世
界
に
自
ら
も
投
げ
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
手
紙
を
書
く
よ
う
に

心
を
込
め
て
モ
ノ
と
対
話
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
応
答

で
あ
り
、
応
答
し
つ
づ
け
る
過
程
が
生
き
て
い
る
こ

と
だ
と
言
う
。
本
書
を
構
成
す
る
の
は
、
彼
が
柔
軟

に
、
縦
横
無
尽
に
世
界
に
応
答
し
た
実
践
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
だ
。
絡
み
合
う
言
葉
を
か
き
分
け
て
進
む
読

書
は
、
深
い
森
の
中
を
歩
く
よ
う
だ
っ
た
。

　

イ
ン
ゴ
ル
ド
の
言
い
回
し
や
論
理
構
成
は
と
き
に

難
解
だ
。
し
か
し
安
心
さ
れ
た
い
。
訳
者
・
奥
野
克

巳
に
よ
る
全
エ
ッ
セ
イ
の
論
旨
を
整
理
し
た
詳
細
な

解
説
は
、
必
ず
や
読
者
の
理
解
を
助
け
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
哲
学
者
で
は
な
い
。
他
者
／
世
界

と
と
も
に

0

0

0

考
え
る
人
類
学
的
な
姿
勢
で
思
想
を
深
め

た
彼
の
新
境
地
が
、
こ
こ
に
あ
る
。�

（�

た
い
や
き 

）

�

（
四
二
〇
頁　

税
込
三
〇
八
〇
円　

5
月
刊
）

応
答
、し
つ
づ
け
よ
。

テ
ィ
ム
・
イ
ン
ゴ
ル
ド
著

奥
野
克
巳
訳

亜
紀
書
房
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タ
イ
ミ
ン
グ
の
社
会
学

デ
ィ
テ
ー
ル
を
書
く 

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

石
岡
丈
昇
著　

青
土
社

　

悔
し
い
。
い
つ
か
自

分
こ
そ
が
こ
ん
な
本
を

書
く
は
ず
だ
っ
た
―
―

そ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
本
書
は
今
年
、
い
や
大
学
院
に
入
っ
て
か

ら
最
も
評
者
の
血
と
心
を
滾た

ぎ

ら
せ
た
一
冊
だ
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
首
都
、
マ
ニ
ラ
の
貧
困
地
区
。
進

む
再
開
発
。
ス
ラ
ム
街
に
生
き
る
人
々
は
国
家
権
力

に
よ
る
立
ち
退
き
と
強
制
撤
去
の
圧
力
に
曝
さ
れ
て

い
る
。
自
宅
を
目
の
前
で
潰
さ
れ
仮
設
住
宅
へ
の
移

住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
。
彼
ら
彼
女
ら
の
目
に

こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
マ
ニ
ラ
の
貧
困
と
構
造
的
暴
力
を
め
ぐ
る

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
彼
女
ら
が
対
峙

す
る
の
は
、
我
々
の
見
慣
れ
た
予
見
可
能
なtim

e

で

は
な
い
。
い
つ
幾
ら
の
収
入
が
得
ら
れ
る
の
か
、
い

つ
強
制
撤
去
が
実
行
さ
れ
る
の
か
、
移
住
先
に
仕
事

は
あ
る
の
か
―
―
そ
の
未
来
は
不
確
実
なtim

ing

の

連
続
で
あ
り
、
長
い
ス
パ
ン
で
の
思
考
は
奪
わ
れ
る
。

建
て
て
は
壊
さ
れ
る
よ
う
な
、
臨
時
が
永
続
す
る
よ

う
な
生
活
の
な
か
の
彼
ら
彼
女
ら
の
疲
弊
、
怒
り
、

失
望
、
摩
耗
。
石
岡
は
そ
れ
ら
を
見
届
け
て
記
述
す

社
会
変
容
と
民
衆
暴
力

人
び
と
は
な
ぜ
そ
れ
を
選
び
、 

い
か
に
語
ら
れ
た
の
か

須
田
努
編　

大
月
書
店

　

民
衆
暴
力
と
い
う
言

葉
は
、
現
代
日
本
に
住

む
若
者
に
と
っ
て
、
リ

ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
に
く

い
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
序
論
に
お
い
て
【
民

衆
暴
力
】
は
「
専
門
集
団
・
国
家
に
よ
る
組
織
化
さ

れ
た
戦
争
や
テ
ロ
で
は
な
く
、
普
通
の
人
び
と
が
行

使
す
る
暴
力
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
、
複
数
名
の
著
者
に
よ
っ
て
日
本
を
含

む
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
衆
暴
力
に
関

す
る
研
究
が
描
か
れ
て
い
る
。
歴
史
的
側
面
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
的
側
面
、
社
会
学
的
側
面
、
美
術
・
芸
術
的

側
面
な
ど
、
数
多
く
の
側
面
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

以
降
の
様
々
な
時
代
に
生
じ
た
事
例
や
作
品
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
論
集
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
が

「
宗
教
・
思
想
を
背
景
と
し
た
民
衆
暴
力
」「
地
域
社

会
内
部
で
発
動
さ
れ
る
民
衆
暴
力
」「
民
衆
暴
力
を

め
ぐ
る
表
象
・
言
説
」
の
三
章
に
分
類
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
収
録
論
文
の
多
様
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
事
例
か
ら
、「
世

俗
化
」
が
促
進
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、

宗
教
と
政
治
が
如
何
に
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
が
民
衆
暴
力
を
通
じ
て
伺
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
を
筆
頭
に
近
年
頻
繁
に
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
政
教
分
離
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
何
故
暴

力
と
政
治
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
歴

史
が
現
在
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か

…
…
な
ど
、
読
み
な
が
ら
疑
問
が
止
ま
ら
な
い
。
ま

た
、
短
期
的
な
暴
力
抑
止
政
策
が
長
期
的
に
は
逆
に

衝
突
を
助
長
し
て
し
ま
う
事
例
も
見
ら
れ
る
。
日
常

の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
か
ら
潜
在
的
知
識
と
し
て
の
み
意

識
し
て
い
た
民
衆
暴
力
に
つ
い
て
、
様
々
な
国
と
時

代
の
事
例
を
用
い
て
、
現
代
日
本
の
学
生
が
実
感
し

や
す
い
形
で
解
釈
を
促
し
て
い
る
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

�

（
三
三
六
頁　

税
込
三
五
二
〇
円　

5
月
刊
）

る
と
い
う
こ
と
に
、
一
縷
の
希
望
を
見
出
す
。

　

社
会
学
・
人
類
学
・
地
理
学
を
架
橋
す
る
本
書
は
、

貧
困
と
構
造
的
暴
力
の
現
実
を
明
る
み
に
出
す
と
同

時
に
、「
い
か
に
他
者
を
記
述
す
る
の
か
」
を
問
う

理
論
的
考
察
の
書
で
も
あ
る
。
石
岡
は
マ
ニ
ラ
に
つ
0

0

い
て

0

0

で
は
な
く
、
マ
ニ
ラ
か
ら

0

0

、
マ
ニ
ラ
と
の
あ
い

0

0

だ
で

0

0

言
葉
を
紡
ぐ
。
人
間
の
血
肉
、
汗
、
臭
気
、
ご

み
や
暗
闇
の
恐
怖
と
い
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
に
浸
る
こ

と
で
、
読
者
の
既
存
の
世
界
像
は
溶
融
し
、
他
者
を

理
解
す
る
新
た
な
社
会
の
見
方
を
獲
得
で
き
る
は
ず

だ
。
三
〇
年
先
も
名
著
と
し
て
読
み
継
が
れ
る
で
あ

ろ
う
、
必
読
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
。�

（�

浅
煎
り 

）

�

（
四
一
六
頁　

税
込
三
〇
八
〇
円　

5
月
刊
）
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都
会
の
鳥
の
生
態
学

カ
ラ
ス
、ツ
バ
メ
、ス
ズ
メ
、水
鳥
、猛
禽
の
栄
枯
盛
衰

唐
沢
孝
一
著　

中
公
新
書

資
本
主
義
は
私
た
ち
を 

な
ぜ
幸
せ
に
し
な
い
の
か

ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
著　

江
口
泰
子
訳　

ち
く
ま
新
書

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学

『
存
在
と
時
間
』か
ら
後
期
の
思
索
ま
で

轟
孝
夫
著　

講
談
社
現
代
新
書

　

人
種
間
の
軋
轢
、
壊
滅
的
な
少
子
化
の
進
行
、
地

球
温
暖
化
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
流
行
。
現
代
を
生
き

る
私
た
ち
を
危
機
的
な
状
況
に
追
い
詰
め
た
資
本
主

義
社
会
の
本
質
的
矛
盾
を
、
批
判
理
論
家
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
思
想
家
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
が
論
じ
る
。

　

人
種
差
別
的
に
配
分
さ
れ
る
劣
悪
で
低
賃
金
な
労

働
、
家
庭
内
で
の
労
働
者
／
力
の
再
生
産
、
原
材
料

を
供
給
し
廃
棄
物
を
吸
収
す
る
自
然
。
利
益
第
一
の

経
済
を
機
能
さ
せ
る
た
め
必
要
な
こ
れ
ら
の
支
援
は
、

非
経
済
領
域
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
資
本

主
義
の
概
念
を
単
な
る
経
済
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

0

0

か
ら
拡
張
し
、

支
援
を
無
償
の
ま
ま
捕
食
す
る
権
限
を
「
経
済
」
に

与
え
特
権
化
す
る
社
会
秩
序

0

0

0

0

と
し
て
、
資
本
主
義
を

捉
え
る
。
こ
の
概
念
拡
張
は
、
従
来
の
理
論
で
は
見

え
な
い
「
非
経
済
領
域
の
上
に
立
つ
」
資
本
主
義
の

構
造
を
巧
み
に
理
論
化
す
る
。
自
ら
を
存
続
さ
せ
る

基
盤
を
喰
い
荒
ら
す
資
本
主
義
を
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は

「
カ
ニ
バ
ル
（
共
喰
い
）
資
本
主
義
」
と
形
容
す
る
。

　

喫
緊
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
ま
ず
原
因
を

理
解
す
る
ほ
か
な
い
。
資
本
主
義
社
会
を
鮮
や
か
に

図
式
化
し
矛
盾
の
根
源
を
暴
く
本
書
は
、
危
機
的
社

会
を
生
き
る
現
代
人
の
必
読
書
だ
。�

（�

た
い
や
き 

）
�

（
三
二
〇
頁　

税
込
一
二
一
〇
円　

8
月
刊
）

　

ス
ズ
メ
や
カ
ラ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
、
都
会
に
住

む
身
近
な
鳥
た
ち
を
「
都
市
鳥
」
と
呼
ぼ
う
。
本
書

は
東
京
都
心
を
中
心
に
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い

都
市
鳥
の
生
態
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
半
世
紀

以
上
の
積
み
重
ね
に
よ
る
豊
富
な
デ
ー
タ
と
鮮
や
か

な
写
真
と
共
に
、
鳥
た
ち
の
生
態
が
紹
介
さ
れ
、
特

に
都
市
特
有
の
事
情
を
交
え
た
考
察
が
興
味
深
い
。

　

一
例
と
し
て
ツ
バ
メ
の
巣
事
情
を
見
て
み
よ
う
。

ツ
バ
メ
は
建
物
の
軒
下
に
巣
を
作
る
が
、
都
市
部
の

狭
い
路
地
や
格
子
状
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
お
か
げ
で
天

敵
で
あ
る
カ
ラ
ス
か
ら
の
発
見
、
侵
入
が
防
が
れ
る
。

加
え
て
、
ツ
バ
メ
の
巣
作
り
に
適
し
た
モ
ル
タ
ル
壁

の
建
物
が
多
い
こ
と
も
ツ
バ
メ
の
都
市
進
出
を
後
押

し
し
た
。
し
か
し
、
近
年
の
再
開
発
で
営
巣
可
能
な

土
地
は
減
っ
て
し
ま
い
、
巣
の
密
集
に
よ
り
婚
外
交

尾
の
増
加
と
い
う
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

　

人
間
や
都
市
環
境
を
利
用
し
強
か
に
生
き
る
都
市

鳥
か
ら
は
自
然
の
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

都
市
の
大
き
な
変
化
に
耐
え
ら
れ
ず
、
姿
を
消
し
つ

つ
あ
る
鳥
た
ち
も
い
る
。
都
市
鳥
は
時
代
を
映
す
鏡

で
あ
る
と
い
う
著
者
の
言
葉
に
、
自
然
と
の
向
き
合

い
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。�

（�

筏 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
一
一
五
五
円　

6
月
刊
）

　

二
〇
世
紀
最
大
の
哲
学
者
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
。
彼
を

抜
き
に
し
て
、
二
〇
世
紀
の
哲
学
、
い
や
哲
学
一
般

を
語
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

碩
学
を
生
ん
だ
地
・
ド
イ
ツ
で
は
、
彼
の
存
在
は
等

閑
に
付
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
「
ハ
イ
デ

ガ
ー
＝
ナ
チ
」
と
い
う
図
式
が
そ
こ
に
形
成
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
の
ナ
チ
・
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
な
ど
、
論
ず
る
に
及
ば
な
い
―
―

こ
う
し
た
空
気
が
ド
イ
ツ
全
体
に
漂
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
本
書
の
著
者
は
、
こ
の
空
気
に
抗
っ
て
こ

う
主
張
す
る
。「
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ

ー
を
読
む
べ
き
だ
」
と
。
な
ぜ
な
ら
一
般
的
な
理
解

と
は
反
対
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
む
し
ろ
、
ナ
チ
ズ
ム

の
一
貫
し
た
批
判
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

私
た
ち
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
通
じ
て
、
ナ
チ
ズ

ム
の
問
題
点
を
炙
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
、『
存
在
と

時
間
』
に
代
表
さ
れ
る
初
期
か
ら
、
技
術
論
に
代
表

さ
れ
る
後
期
に
至
る
ま
で
の
思
索
を
、「
存
在
へ
の

問
い
」
と
い
う
視
座
か
ら
丹
念
に
跡
付
け
て
い
く
。

　

難
解
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
新
書
一
冊
に
ま
と
め

て
し
ま
う
そ
の
力
量
に
は
驚
く
ほ
か
な
い
。（�

ぱ
や 

）

�

（
五
〇
四
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

6
月
刊
）
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私の本棚

思
想
家
と
し
て
の
宮
崎
駿
、そ
し
て
そ
の
言
葉
―
―
世
界
と
子
ど
も
の
肯
定

　

二
〇
二
三
年
七
月
一
四
日
、
宮
崎
駿
が
監
督
を
務
め
た
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の

最
新
作
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
が
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
主
題
歌
「
地
球

儀
」
の
作
詞
作
曲
を
担
当
し
た
の
は
、
あ
の
米
津
玄
師
だ
っ
た
。
米
津
は
あ
る

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
打
ち
合
わ
せ
中
の
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て

い
る
―
―
「
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
で
宮
崎
さ
ん
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い
た
の
は
、

ど
う
し
て
こ
の
映
画
を
作
る
に
至
っ
た
か
と
い
う
、
割
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
内

容
で
し
た
。〔
…
〕「
子
ど
も
た
ち
に
こ
の
世
は
生
き
る
に
値
す
る
」
と
い
う
こ

と
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
の
使
命
は
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。〔
…
〕
実
際
そ
の
言
葉
を
ご
自
身
で
言
っ

て
、
感
極
ま
り
涙
を
流
し
そ
う
に
な
る
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
れ
は
す

ご
く
印
象
的
で
し
た
。
多
分
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
す
」。

　

こ
の
世
は
生
き
る
に
値
す
る
―
―
こ
の
言
葉
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
何
だ
か

胸
に
迫
る
も
の
を
感
じ
た
。
自
分
は
ず
っ
と
、
誰
か
に
こ
の
言
葉
を
言
っ
て
も

ら
い
た
か
っ
た
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た
り
も
し
た
。
私
が
「
宮
崎
駿
」

と
い
う
人
間
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
心
惹
か
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
根
底

に
、
こ
う
し
た
力
強
い
思
想
、
つ
ま
り
こ
の
世
界
と
そ
こ
に
生
ま
れ
落
ち
る
子

ど
も
た
ち
を
何
と
し
て
で
も
肯
定
し
よ
う
と
す
る
切
な
る
思
想
が
存
在
し
て
い

る
か
ら
な
の
だ
と
思
う
。
養
老
孟
司
と
の
対
談
集
『�

虫
眼
と
ア
ニ
眼 

』
の
な
か

で
宮
崎
は
、
世
界
は
た
し
か
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
述

べ
た
後
、
こ
う
語
る
。「
で
も
、
や
は
り
そ
の
子
た
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と

を
「
間
違
っ
て
い
ま
し
た
」
と
は
言
え
な
い
で
し

ょ
う
。〔
…
〕
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
ね
っ
て

言
お
う
、
言
え
な
け
れ
ば
映
画
は
作
ら
な
い
。
自

分
が
踏
み
と
ど
ま
る
の
は
そ
の
一
点
で
し
た
」。

　

そ
れ
で
も
な
お
「
世
界
」
と
「
誕
生
」
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
―
―
こ

の
い
わ
ば
「
反0

・
反
出
生
主
義

0

0

0

0

0

」
と
で
も
言
う
べ
き
姿
勢
が
、
宮
崎
の
生
涯
を

貫
い
て
い
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
世
界
を
否
定
し
た
く
な
る
よ
う
な
出
来
事

に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
ん
な
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
よ
う
な
「
肯
定
の

0

0

0

思
想

0

0

」
を
内
に
秘
め
た
人
間
を
ひ
そ
か
に
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？　

つ
ま
り
時
代
が
再
度
、
宮
崎
駿
と
い
う
思
想
家
を
要
請
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

宮
崎
は
「
ア
ニ
メ
ー
タ

ー
」
や
「
映
画
監
督
」
で
あ
る
よ
り
以
前
に
、
ひ

と
り
の
「
思
想
家
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
私
は

そ
れ
を
『�

出
発
点 

』
と
『�

折
り
返
し
点 

』
と
い
う
、

ず
っ
し
り
と
重
た
い
二
冊
の
本
か
ら
学
ん
だ
。

　

こ
の
二
冊
は
と
も
に
、
宮
崎
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
、

企
画
書
、
対
談
、
講
演
、
書
評
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
前
者
は
一
九
七
九
年

か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
を
、
後
者
は
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
を
対

象
と
し
て
い
る
。
宮
崎
駿
の
自
然
観
や
教
育
観
、
映
画
論
や
漫
画
論
な
ど
、
こ

の
二
冊
を
読
め
ば
「
映
像
」
で
は
な
く
「
言
葉
」
を
通
じ
て
、
宮
崎
駿
と
い
う

人
間
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
私
は
彼
を
「
言
語
化
の
達
人
」
だ
と
思
う
）。

「
こ
の
人
に
は
逆
立
ち
し
て
も
敵
わ
な
い
」
―
―
私
は
本
書
を
読
む
度
に
、
そ

う
嘆
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
宮
崎
の
知
識
は
広
く
、
思
想
は
深
い
。

　

最
後
に
も
う
一
度
、
宮
崎
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う
―
―
「
そ
れ
で
も
や
っ

ぱ
り
子
供
達
に
「
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
ん
だ
よ
」
と
言
え
る
映
画
を
作
る

し
か
な
い
、
そ
れ
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
う
わ
け
で
す
」。
ど
う
か
『
終
着

点
』
と
題
さ
れ
た
本
が
出
ま
せ
ん
よ
う
に
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。�

（�

ぱ
や 

）
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私の本棚

人
権
と
伝
統
の
狭
間
を
考
え
る
―
―
南
ア
ジ
ア
の
人
権
侵
害
事
例
を
焦
点
に

　

グ
ロ
ー
バ
ル
サ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
国
々
と
そ
の
周
辺
国
は
宗
主
国
か
ら
の
独

立
以
降
、
近
代
的
な
自
由
民
主
主
義
社
会
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
で
、
社
会
の
実
践
的
な
側
面
に
お
い
て
は
、
未
だ
に
様
々
な
伝
統
的
規
範

が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
何
が
「
社
会
的
正
義
」
で
あ
る
の

か
、
す
な
わ
ち
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
個
人
の
自
由
と

伝
統
的
な
社
会
規
範
に
ど
こ
で
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
か
、
そ
の
道
徳
的
な
正

統
性
を
判
断
す
る
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
何
に
基
づ
い
て
社
会
規

範
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
「
社
会
的
正
義
」
を
達
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

の
か
…
…
。
こ
れ
ら
の
果
て
し
な
い
疑
問
を
、
ヘ

ー
ゲ
ル
や
カ
ン
ト
が
行
っ
て
き
た
既
存
の
法
哲
学

論
を
丁
寧
に
分
析
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
視
座
か

ら
議
論
を
行
っ
て
い
る
の
が
『�

自
由
の
権
利
―
―

民
主
的
人
倫
の
要
綱 

』
で
あ
る
。

　

こ
の
本
の
内
容
が
議
論
さ
れ
る
地
域
の
例
と
し
て
、
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
挙
げ

ら
れ
る
。
南
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
人
権
観
念
は
、
西
欧
諸
国
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
人
権
と
は
異
な
り
、
伝
統
的
規
範
を
重
ん
じ
た
上
で
人
々
に
周
知
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
々
に
対
し
て
も
、
西
欧
諸
国
が
構
築
し
た
「
社
会
的
正

義
」
を
適
応
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

南
ア
ジ
ア
の
伝
統
規
範
の
一
例
と
し
て
、「
家
族
に
不
名
誉
を
も
た
ら
し
た

と
み
な
さ
れ
る
女
性
に
対
し
て
そ
の
家
族
の
男
性
が
ふ
る
う
暴
力
行
為
、
通
常

は
殺
害
」
で
あ
る
名
誉
殺
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
婚
前
交
渉
や
離
婚
、
異
カ
ー
ス

ト
間
の
結
婚
を
行
っ
た
者
、
性
暴
力
被
害
者
な
ど
に
対
し
て
、（
主
に
）
女
性

を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
と
な
る
伝
統
的
な
社
会
規
範
で
あ
る
。
現
在
は
法
的

に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
毎
年
被
害
者
が
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

人
間
の
生
死
に
か
か
わ
る
よ
う
な
伝
統
に
つ
い
て
は
、
西
欧
諸
国
が
も
た
ら
し

た
社
会
的
正
義
の
基
準
で
あ
る
人
権
遵
守
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
廃
止
す
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
寡
婦
に
対
す
る
【
差
別
】
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド

社
会
に
お
い
て
は
、
寡
婦
（
夫
を
亡
く
し
た
女
性
）
は
不
吉
な
存
在
と
し
て
扱

わ
れ
る
。
剃
髪
や
単
色
の
サ
リ
ー
着
用
、
ハ
レ
の
儀
式
へ
の
参
加
拒
否
が
要
求

さ
れ
る
。【
差
別
】
の
理
由
と
し
て
、
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
結
婚
の
意
味
の

一
つ
に
、
女
性
の
性
的
管
理
を
一
人
の
男
性
が
行
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
寡
婦
が
社
会
的
に
再
婚
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
状
況
下
に

お
い
て
、
周
囲
の
男
性
か
ら
性
的
な
関
心
を
向
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
【
差
別
】

が
、
女
性
と
し
て
の
性
的
な
魅
力
を
寡
婦
か
ら
喪
失
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
し
て
人
権
侵
害
と
さ
れ
る
【
差
別
】
で
も
、
女

性
の
性
管
理
に
対
し
て
伝
統
的
な
意
識
が
残
っ
て
い
る
南
ア
ジ
ア
社
会
に
お
い

て
は
、
女
性
の
貞
操
を
守
り
、
社
会
的
な
居
場
所
を
守
る
た
め
の
伝
統
的
規
範

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
侵
害
と

さ
れ
る
よ
う
な
事
例
を
集
め
た
論
集
が
『�

イ
ン

ド
・
剥
き
出
し
の
世
界 

』
で
あ
る
。
普
段
な
か
な

か
触
れ
る
こ
と
の
な
い
南
ア
ジ
ア
社
会
の
諸
相
を
、

様
々
な
分
野
の
学
者
が
「
南
ア
ジ
ア
」
と
「
人
権
侵
害
」
と
い
う
共
通
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
関
係
す
る
事
例
を
用
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
点
に
お
い
て
非
常

に
秀
逸
で
あ
る
。
南
ア
ジ
ア
に
少
し
で
も
興
味
の
あ
る
す
べ
て
の
人
に
読
ん
で

も
ら
い
た
い
。�

（�

プ
ラ
チ 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

〇
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
読
ん
だ
本
特
集
い
い
で
す

ね
！　

確
実
に
寝
た
ほ
う
が
い
い
の
に
や
め
ら
れ
な

く
て
、
読
み
終
わ
っ
て
作
品
の
世
界
に
浸
り
な
が
ら

寝
れ
る
の
が
最
高
で
す
。（�

農
学
研
究
科
・
ス
ミ
レ 

）

―
―
特
集
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
！　

こ
れ
か
ら
の
秋
の
夜
長
に
も
ぴ
っ
た
り

な
本
が
揃
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ

―
は
ウ
ェ
ブ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
の
で
是
非
。

○
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
本
で
さ
し
た
る
感
想
も
持
た

ず
ほ
と
ん
ど
忘
れ
る
よ
う
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

も
の
が
、
綴
葉
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
、
ま
た
読
み

た
く
な
り
ま
す
。
他
者
の
視
点
を
垣
間
見
ら
れ
る
こ

と
、
有
難
い
で
す
。�

（�

文
学
研
究
科
・
青
で
ん
ぶ 

）

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
し
い
本
を
知
る

だ
け
で
な
く
、
本
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
る
き
っ

か
け
に
本
誌
を
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

○
最
近
書
店
に
行
く
と
「
○
○
〇
円
で
暮
ら
せ
る
」

的
な
節
約
重
視
タ
イ
ト
ル
本
が
多
す
ぎ
な
い
か
？　

こ
ん
な
日
本
で
は
い
け
な
い
と
思
う
の
だ
が
…
…
。

�

（�

ヒ
ミ
ツ
・
天
ブ
ラ
そ
ば
大
盛 

）

―
―
お
金
も
時
間
も
限
ら
れ
た
現
代
だ
か
ら
こ
そ
心

に
残
る
本
を
見
つ
け
る
手
助
け
が
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
が
、
乱
読
に
も
良
さ
が
あ
る
の
で
そ
う
い
っ
た

余
裕
の
あ
る
社
会
に
し
た
い
で
す
ね
。（�

り
っ
ち
〜 

）

　今号では谷崎由依さんにインタビューさせ
ていただきました。真摯に編集委員の質問を
受け止め、丁寧にお言葉を紡いでくださった
谷崎さん。本編では字数制限のため書き切れ
なかったお話を一部ご紹介いたします。
　中高時代、ただ友達と楽しく遊んでいるだ
けではだんだん消化できない何かが溜まって、
そういうのをノートに書いていました。「ア
サガオの観察日記を書くように自分の観察日
記を書こう！」って何冊も独白ノートを作っ
て、その延長でずっと書いているところがあ
って。小説家として人に文章を読んでもらう
ようになった時、人に読ませるための文章の
書き方がよくわからなくて、デビューしてか
らやっとバランスが掴めるようになってきま
した。でも今でも、依頼されて書くエッセイ
であっても、この一文を書けたことで自分を
取り戻せたっていう感覚になる事はあります。
　書くことで自分を取り戻す。そのお言葉に
はっとしました。綴葉での短い執筆歴でも、
確かに文字を綴る中で本当の自分に出会った
経験があるのです。深い物思いの森を彷徨う
とき、「書く」ことは光差す出口へ向かうた
めの力となる。谷崎さんとのお話を通し、
「書く」ことの魅力を改めて感じました。
� （�ひるね・黄丹・浅煎り ）

編集後記 当てよう！図書カード
　まだまだ暑い日が続きますが、気づけばも
う 10 月ですね。10 月の頭には、ノーベル賞
受賞者が発表されますが、ここで問題です。
1922 年に、物理学者アインシュタインがノ
ーベル賞受賞の知らせを受けたとき、彼はど
こにいたでしょう？
　1．自宅のキッチン　2．コンサートホール
　3．動物園　　　　　4．船の上
� （�茫漠 ）

《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 11 月 15 日です。

《6月号の解答》 6 月号の問題の正解は、2．
のアメリカでした。アイスティーは 1904 年
のセントルイス万博で、暑い夏に紅茶を売る
ために考え出されました。図書カードの当選
者は、ヨルシカさん、ほんぬさん、あるくさ
ん、怪物の栄養源さん、えび天天さんの 5名
です。当選おめでとうございます。
� （�りっち～ ）


